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　　　　　　　　　　リス ク社会における児童虐待
　　　　　　　　　　　　　 心理 と保険数理の ハ イブリ ッ ド統治

上野加代子

　 徳島大学

　リ ス ク社会 の 統治論で 知ら れ る ロ ベ ール ・カ ス テ ル ら の ポ ス ト規律秩序の 議論は
，

ひ と りひ

と りの逸脱者 の 矯正 や正常 化を 目的 とす る規律型統治か ら， 人凵 を対象 とした保険数理的なリ

ス ク統治へ の 移行を説 い て い る．しか し，現実には リス ク社会 には，保険数理 的な リ ス ク統治

だけ でな く， 規律型統治 も認め られ る とい う指摘が なされて い る．本稿で は，こ の 両タ イプが

リス ク社会の 統治モ デ ル と して どの よ うに関連 しあ っ て い る の か を， 日本 の 児童虐待問題か ら

み て い く，具体的には，1990年代か ら児童虐待問題へ の 危機意識が 形成され て きた なか で ， 個

人 の 内面 に焦点 をあてた ， 規律型 の テ ク ノ U ジー
の 現代的形態で ある心理療法的なアプ ロ ーチ

と，保険数理 的な リ ス ク ア セ ス メ ン トに よる虐待防止 の 両 方が ， 児童虐待対策 の なか で 不可 欠

な もの と して位 置づ け られて きた過程 を概観 して い く．児童虐待防止対策が，心 理化 と同時に

保険数理化 して い る こ とを，ケ リ
ー ・

ハ ナーモ フ ァ ッ トの 「ハ イブ リ ッ ド道徳 ・保険数理刑罰」

か ら示唆を え て ，「心理 と保険数理 の ハ イ ブリ ッ ド統治」と して 考察 した い ．

キ ーワ ード ：児童虐待，リ ス ク，統治

1　 は じめ に

　家族が危機に瀕 して い る，こ の よ うな主張は い

ま に 始 ま っ た こ とで はな い ．こ こ で 取 り上 げる児

童虐待の 問題 にお い て も， 「児童虐待」 とい う言

葉を用い た危機警鐘言説は戦前か らあっ た．児童

虐待 の 増加 ・凶悪化 ， また子 ども時代に受けた虐

待が そ の 後 の 人生 を破壊す るとい っ た子 ど も時代

決定説，虐待 を受け て 育 っ た親が子 どもを虐待す

る とい う虐待の 連鎖 ，
こ れ らは戦前か ら論文や 講

演録や新聞に散見 されて い る （上野 2〔〕06）．そ し

て 戦後に お い て は 1970年代 に ，小児科学を は じめ

とす る医師 た ち に よ っ て ， 欧米医 学の 「バ タ
ー

ド
・
チ ャ イ ル ド

・シ ン ドロ
ーム 」が 「被虐待児症

候群」 と して 日本の 医学に導入 され ，児童虐待の

問題化が図 られて い た （上野 刊行予定），

　 とは い え，近年の 児童虐待の 議論は，こ れ まで

の 危機警鐘 の 繰 り返 しで はない ．内容や言説の 量

が異なっ て い る の で ある ．

　まず，戦前の 議論は児童虐待防止団体の 結成 と

児童虐待防止法の 制定と して 結実 した が ， そ の 主

眼は過酷な児童労働の 禁 iLに あ っ た （上野 2006）．

1970年代の 「被虐待児症候群」は ， 家庭内 の 児童

虐待の 問題化 で あ っ た もの の
， そ の 議論の ほ とん

どは医学内に留 ま っ て い た （上野 刊行予定）．こ

れ らの 両方の 時期 に お い て 児童虐待 とい う言葉が ，

一般 の 入た ちに まで広 く認識され論 じられた痕跡

を見 つ ける の は難 しい ．

　それ に対 して 1990年代か らの児童虐待 の 議論は ，
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そ の 言説の 量 の多さ と持続性，そ して そ れが多 く

の 人々 に まで 届い た点で ， それ まで とは異な っ て

い る （上野 1996，上野 ・野村 2003）．それは，子

育て の 場 と して の 家族に 向けられ る社会の まなざ

しを確実に変化 させ ， 虐待 を 「国家的問題」に押

し上 げた．なか で も本稿で 注 目 した い の は ， 問題

を個人 の 内面や 家族 に照準 し，カ ウ ン セ リ ン グ 治

療を対策として押 し進め る心理化 と ， 保険数理 的

な虐待 リス ク アセ ス メ ン トとが両輪となっ て 福祉

や医療な どの 現場で 進行 しつ つ ある こ とで ある．

　以下 では ， 1990年代か ら児童虐待閭題 へ の 危機

意識が形成される なかで
，

ひ と りひ と りに焦点を

あて 個人の 道徳的変容 を通 して 逸脱者 を正常化す

る，規律統治の 今 日的な形態であ る カウ ン セ リ ン

グ などの 心理療法 の ア プ ロ
ー

チ と ， 保険数理 的な

リス ク ア セ ス メ ン トに よる 虐待発見防止の 両方が，

児童虐待対策の なかで不可 欠な もの として位置づ

け ら れ て きた 過程をみ て い く．そ して ， 現行 の 児

童虐待対策 を ， 「心理 と保 険数理の ハ イブ リ ッ ド

統治」 とい う点か ら批判的に検討した い ．

2　児童虐待問題 の 心理化

　1990年代か らは じまっ た児童虐待の 問題化 の 最

大の特徴 は ， 虐待は杜会経済的問題 とい うよ りも ，

家族 内部で の 個人 の 問題 と して 定式化 された こ と

で ある．児童虐待は ， た とえば ， 親自身が 子ども

時代に虐待を受けたなどで，愛された経験が乏 し

い ゆえに招来 され た未熟 ・攻撃的 ・依存的とい う

親の 性格 Lの 問題 ， あ る い は夫婦 の 不和な どに よ

る母親の 家庭内で の孤 立 とい っ た家族関係 の 問題

とされ ，カ ウ ン セ リ ン グ治療や 家族療法で改善 さ

れ うる ような ニ ュ ア ン ス を もたせ て 提示 され た．

　1990年代 を とお して ，児童虐待 とい うこ とで 主

に議論 された 中味は，い け ない と思 い なが らわが

子に手をあげて しまう， ど の 家庭にで も い そ うな

犯 罪社 会学研究 　第31号　2006年

母親た ちに つ い て で あ っ た ．い まの 児童虐待 は
，

家族の 経済的問題で はな く，社会や家族 の変化 に

よ っ て起 こ る家族病理型の 「現代的な虐待」で あ

る か ら，
どの 家族 に起こ っ て も不思議で はな い と

い うメ ッ セ ージが発せ られた の で ある．

　 こ の よ うな問題 の 輪郭化にお い て，民間団体の

果た した 役割 は特筆すべ きで あ ろ う．199．　0イrこにボ

ラ ン タ リー団体で ある 「児童虐待防止協会」が大

阪で ， 翌年には東京で も 「子ど もの 虐待防止 セ ン

タ
ー」が発足 した．こ れ らの 団体は ， 電話ホ ッ 1・

ラ イ ン に よる相談援助活動を中心 として ，シ ン ポ

ジ ウ ム の 開催 ， 報告書の 発 行，学会発 表等々 と，

こ の 問題に つ い て積極的な提言 を重ねて きた．電

話相談な どの 活動内容が マ ス メ デ ィ ア を通 じて 頻

繁に報 じられ ， 問題の 深刻 さ を社会に 訴えか け，

問題の 支配的 イメ ージを提供 した．

　た とえば，1990年代 は じめ には，児童虐待 の 増

加 ・深刻化を裏付ける説得的な公的統計が不足 し

て い た こ と もあ り， 児童虐待防止の 民 間団体 の 電

話相談件数が こ の 問題の 広が りを印象づ け る
一

助

とな っ た
1）
．また ， ホ ッ トラ イ ンへ の 電話相談件

数 とと もに ， 相談 の 内容 も紹介 された ．「幼い こ

ろ に虐待 を受けて 育ち
， 自分の 了

一
どもに厳 し い せ

っ か ん を して しま う」「イ ラ イ ラ して 叩 い て しま

う」「了ど もを愛せ ない 」「なぜ
，

こ ん な自分 にな

っ て しまっ た の か」 とい っ た女性か らの 切実な相

談が寄せ られ て い る ことが ，新聞や ドキ ュ メ ン タ

リ
ー番組な どで 相次 い で報 じられた の である．

　民間団休の ホ ッ トライ ン へ の 相談で 圧倒的多数

を占める の が 女性で あ る こ とか ら，どこ に で もい

る よ うな女性が ， 密室で 育児につ い て ひ と り思 い

悩み ， 「い けな い と思い なが らわが子 に 手 をあげ

て しまう」， そ の よ うな女性が ホ ッ トラ イ ン に殺

到 し て い る
， 児章虐待は 養育機能が 低下 した 現 代

家族で は 「どの 家族に も起 こ りうる問題」で ，既
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存の 硬直した公的機関では対応で きない 新 しい 問

題 で ある
， そ の よ うに描か れ て い っ たの で ある ．

　そ して ，こ れ らの 民間団体の メ ン バ ーを中心 に

して ， 児童虐待の 問 題に関心 をもつ 研究者や 実務

家か らなる研究会 「日本子 どもの虐待防止研究会」

（現 「Fl本子 どもの 虐待防止学会」）が ユ996年に発

足 した．以後 ，
こ の 研究会はバ タード ・チ ャ イル

ド
・シ ン ドロ ーム の 米国小児科学者 ，

ヘ ン リ
ー ・

ケ ン プた ちに よっ て創設された ISPCAN （国際児

童虐待防止 協会）との 連携で ， 主 に トラ ウ マ と ケ

ァ を中心に した米国の 個人 ・家族病理型の 虐待 と

その 対策を紹介し，日本の各地 ・各方面で の児童

虐待防止 の 取 り組 み の 現状 を発信 し続けて い る．

　子 どもの虐待防1F．セ ン タ
ーの初代事務局長で あ

り， 日本子 ど もの 虐待防IL研究会の 初代編集委員

長 を勤めた精神科医斎藤学 は ，
マ ス メデ ィ アな ど

を通 して ， 児童虐待 をア デ ィ ク シ ョ ン や ア ダ ル

ト ・チ ル ド レ ン概念 と共に
， 自己統制の 喪失 とい

う病気 として 社会 に認識 させ る うえで 大 きな役割

を果 た して きた
2）
，斎藤に よる と

， 児童虐待 と は

自分で止め よ うと思 っ て い る の に止め られない 行

為や 欲動で あ り，ア ル コ
ー

ル 問題，摂食障害，盗

癖 ， ギ ャ ン ブ ル 癖 ，

一部 の 性倒錯 などと根は 同 じ，

機能不全家族に育 っ た子ど も時代 の トラ ウ マ に起

因す る ア デ ィ ク シ ョ ン で ある （斎藤 1992，1996）．

　 こ の ような ， 虐待は親の 心理 的問題 や精神的な

病理が原因で ある との理解 は，米国で 児童虐待問

題の 起爆材 とな っ た 「バ ター ド ・チ ャ イ ル ド ・シ

ン ドロ ーム」以 降 ， 米国で 主流 に な っ た 問題理解

と同型で ある （一．E．野 1996：1 〜 2 章）．実際，90年

代中頃まで の 児童 虐待の雑誌企 画や 新聞報道の 多

くは ， 米国の 児童虐待の現状 と対策に 言及 しなが

ら， 目本の 「遅れた状況」 を紹介する とい う構成

で あっ た．新種の 問題が海 を越 えて 米国か らや っ

て くる とい うシナ リオは ， 日本にお い て ， ある こ

とを問題として主張 し社会的な対策 を要求す る際

に よ く使われ る 方法で ある．児童虐待の場合 も，

米国の 経験が言及され る こ とで ， 米国 と同じ問題

で あるとい う共通性が示唆 され，米 国の ように今

後 も増 えて い くだ ろ うこ と ， そして 米国の カ ウ ン

セ リ ン グ中心 の 対策を モ デ ル としな ければならな

い との メ ッ セ ージが伝 え られた．しか し，米国で

は数十年の取 り組み に もかか わ らず ， 児童虐待 の

件数が増加 しつ づ け て い た こ とに つ い て は触れ ら

れ る こ とは なか っ た の で ある．

　そ して ，こ の 児童 虐待 を心 理的な言葉で説明す

るや り方は，児竜虐待に関心 をもつ 研究者や実務

家た ちが共有する と こ ろ で あ り，政府の 公式見解

に もなっ た．

　た とえば ， 1997年 ， 日本子 どもの 虐待防止研究

会は会員を対象に した有識者ア ン ケ
ー

ト調査の 結

果をまとめ て い る。調査で は 「児童虐待の 予防策」

と して 「相談体制 の 強 化」， そ し て 「児童虐待が

生 じた ときの 対応1 として 「虐待 した親へ の 心の

ケ ア」「被虐待児 へ の 心 の ケ ア 」が必 要で ある と

の 囘答が 大勢 を占め て い た
3｝
．なお ，

こ の 調査報

告を受けて ， 平成 9年度版 『厚生 自書」 も，児童

虐待を トラ ウ マ と家族内連鎖の 間題 と して とらえ

て い る （平成 9 年度版 『厚生 白書」 ぎ ょ うせ い ：

90）．

　 こ の よ うな家族病理型 の 虐待を発見する ため に ，

「子 ど もの 虐待 を危惧す る訴 え」を引 き出す相談

窓口が90年代に各地 に開設され る こ とになる．ホ

ッ トラ イ ン の 機能 をもつ 民間の虐待防止 の 団体は ，

大阪 と東京以外 に も日本各地 で 結成され る ように

な り， 厚生労働省 も 「相談 して くれ てあ りが とう」

の 虐待防止 の カー
ドを大量に印刷 し，市町村 も虐

待予防の 子育て 相談 を拡充 して い っ た の であ る．

　現在 ， 被虐待児 ， 加害者 ， そ の 家族に対する治

療方法や プロ グラ ム が ， 福祉施設や医療機関など
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で 開発され て きて い る．い くつ か の 児童相談所 で

は ， 児童虐待 に対応する専門部門が新設 され，子

どもや保護者 に対 して専門的な援助体制 を整えて

い る．た とえば東京都児童相談所で は ， 2002年か

ら治療指導課で 「家族再統合 の た め の 援助事業」

を行 っ て い る．そ の 概 要は，虐待を うけて児童養

護施設等 に 入所中の 児童 ， 養育家庭に委託 されて

い る児童 とそ の保護者に対 して ，親グ ル ープ カ ウ

ン セ リ ン グ と家族含同グ ル
ー

プ心理療法を実施す

る とい うもの で ， さらに夫婦関係や家族 の 相互 関

係 を回復する必要がある と判断 され た場合 に は家

族カ ウ ン セ リ ン グが勧め られ る こ と に な る （児童

虐待防止対策支援 ・治療研究会編 2004）．児童虐

待対策は，問題が社会階層に関係な く発生 して い

る とい う前提か ら ， 家族へ の 子育て 支援や 経済支

援 よ りも，自己イメ ージや対人関係 ・
コ ミュ ニ ケ

ー
シ ョ ン ス キ ル の 向上 ，衝動抑制，社会性の獲得，

親に なる こ と の 準備 な どを 目標に した ， 心理療法

や教育的治療が 中心 になっ て い る．

3　リス ク ア セス メ ン トの 台頭

　児童虐待］U！uaの心理化と平行 し ，
　 go年代に 日本

の 児童虐待防 IE対策として 開発が 進め られ た もの

が ある．蓋然性 とい う統計学の 知の シス テ ム を媒

介 させ た児童 虐待 リス ク の ア セ ス メ ン トの 開発 で

ある．厚生労働省は 「相談して くれ て あ りが とう」

の虐待防 1トカ
ー

ドを関係諸機関 を通 じて地域住民

に手渡 したが，住民がそれ に反応 しなけれ ば効力

を発揮 しな い だ ろ う．また ， ケ ン プたちの 古典的

なバ タ ー
ド

・
チ ャ イ ル ド

・
シ ン ドロ

ーム の 考えに

よ る と
， 親の 自発性 をあて に する の は 限界があ る．

そ もそ も親 自ら相談する こ とは少な く真実を隠す

こ との ほ うが多 い と い うの が ，
こ の シ ン ドロ

ーム

の特徴だか らで ある （Kempe 　et　al，1962）．し た

が っ て ， 親の 自発性に依存する の で はな く，専 門

犯罪社会 学研 究　第31号　2006年

的な仮説や経験 的な知識に 照 らして 子 ど もの 虐待

に関連する と考えられ る要因 を想定 し ， 統計検定

式 に投人 して統 計的有意差 を もっ て リス ク項 1．1を

決 定し ， そ の ように して 得た リ ス ク 項 目を，子 ど

もや養育者 に適用 して虐待危険度を評定 して い く

方法が よ り確実 とい うこ とになる．

　 米国な どで 実施 され て い る児童虐待 の リス ク ア

セ ス メ ン トが 日本 に紹介され ， 独 自に児童虐待 の

リス ク フ ァ ク タ ーを突 き止 め る 調査研究が
， 厚生

労働省や関係財 団か ら助成 金 な どの 交付 を うけて

は じまっ た
4）
．それ らは ， 欧米など海外ですで に

児童虐待の リ ス ク ア セ ス メ ン ト と し て 記載され て

い る項 日な どを参考に ， 児童福祉 ， 地域保健や 医

学 などの 専門家が 自分た ちの 領域 の 実践 にもとづ

きリ ス ク フ ァ ク ターと考えられ る もの をあげ ， そ

れ らを統計的手続 きで裏づ けて い っ た の で ある．

　 リ ス ク ア セ ス メ ン トの 使用が正当化 され て きた

背景に は，子 どもの 虐待死報道が続 くなか，児童

保護機関 の 責任が 問われ，未然防止 に い っ そ う強

調点が置か れ た こ と が ある．児童相談所を中心 に ，

子 ども関係の 公的機関や施設に おい て
， 虐待 を見

逃 した こ とが マ ス メ デ ィ ア で批判 的に取 り ヒげ ら

れ た ．

　た とえば，東京都 町田市の保育園児が母親の 交

際相手 の 男性 か ら暴行 を受 け て 死 亡 した事件
5〕
，

児童養護施設か ら外泊許可を得て帰宅 して い た長

男 を虐待して 死 なせ た上 ，遺体 をポ リ袋に入れ て

運河 に捨て た兵庫県尼崎市の事件
6）

な ど ， 2000年

に入 っ て ，繰 り返 し報道 される事件が 目立 つ よ う

に な る ．そ れ らは，「町田市，介 入せ ず様子見

保育園説 明 と食 い 違 い 　4歳 虐待死 」
7♪

， 「相 談

所で 消えた，い の ちの SOS 検証 ・町田 の 4 歳暴

行死 事件」
S）
，「危険信号，見逃す　尼 崎の 小 1

死体遺棄」
9）

な ど と新聞 の 見出 しに な り， 「前兆」

や 「サ イ ン」や 「シ グナ ル 」 をキ ャ ッ チ で きない
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公的機関の 及び腰に批 判が浴びせ られ た．そ して，

2001年 の 9．11の 米国へ の 同時多発テ ロ と ア フ ガ ニ

ス タ ン や イラ ク侵攻以来，
一

旦沈静化 して い た虐

待報道は ，2004年の 1 月，大阪 ・岸和田 の 中学 3

年生 の 男子が 食事を与えられず ， 死 亡寸前の 状態

で病院に搬送 され た事件で 再過熱する
10）
．こ の 事

件で は
， 巾学生 の男子で さえ も虐待 の 危険に脅か

され て い る ， 不登校 の 背後には虐待が あるか もし

れ ない ，とい う見方が示 される と ともに ，や は り

中学校 か ら相談を受けなが ら適切な対処 を怠 っ た

と して児童相談所が批判 の 矢面 に立た されたの で

ある ．

　 こ れ は ，ホ ー イ ッ トが 「児 童 虐 待 エ ラ
ー

（Child　 Abuse 　 Errors）」 と1乎ん だ状況で ある

（Howitt　l993）．こ の 児童虐待 の 判定 エ ラ ーは ，

米国や英国におい て は，過小介人ケース と過剰介

入ケ
ー

ス の 両 方にお い て公的機関 の 責任が問われ

て きた が
， 目本で は

， 死亡 な どに 至 っ た ケ ース か

ら過小介入の ほ うが ，「なぜ 救 え なか っ た の か」

とい う論調 で メ デ ィ ア や専門家に よ っ て扱 われ て

い る．

　厚生労働省 は，虐待事件報道が続 くなか ，「児

童虐待等要保護事例 の 検証に 関する専 門委員会」

を設け ， 2003年 7 月 1 目か ら同年 12月末 冂まで の

児童虐待 に よる死亡事例と して 厚生 労働省が把握

して い る24件 （25人死 亡）に つ い て ， 関係都道府

県 ・指定都市の 児童福祉主管課を通 して調査 を実

施 し，分析 を行 っ た．そ こ で は何 らか の 形で 児童

相談所が 関わ っ て い た事例が 半分 を 占め
， 「虐待

問題の 発生に つ なが る親の 生育環境や現在の 家庭

環境 （配偶者か らの 暴力な ど）を背景と した親の

心埋 的側面へ の 理 解不足 ， 認識 不足 があ っ た と考

え られ る」 こ とか ら，い くつ かの 課題 をもと に，

「家族 全体 を捉 えた ア セ ス メ ン トや ア プ ロ ーチ の

必要性」を挙げて い る
ID
．

　とこ ろで ， 児童虐待 リス クの ア セ ス メ ン トに は，

個々 の 子 ど もに 実際に くわえ られ た有害な行為の

みな らず，なん らか の 仮説に もとつ い て児童虐待

との 関連性 を検証された とされ る子どもや養育者

や家族 に関する広範 な諸特徴 があげ られて い る

（上野 ・野村 2003： 6 章）．子 どもの 学業につ い て

の 項 冂 ， 住宅や生活習慣に関する項 目，夫婦関係

や被雇用状態，機関へ の サービ ス やケア プ ラ ン へ

の 養育者の 協力な ど，
一見す る と虐待に関係 な い

要素が リ ス ク と い う考えを採用す る こ とで児童虐

待の危険性 を示す もの と して検出される ようにな

っ た．検出 された リス クは子 どもの 身体にみ られ

る外傷や骨折 だ け で はな く， 危険な養育者 ， そ し

て親子 の 内面に まで 及ん で きて い る の が特徴 で あ

る ．再婚 し て い た り，母が若か っ た り高齢で あっ

た り， 子 ど もがア トピー
で あ っ た り過食で あっ た

り，兄弟が双 予で あっ た り，親の 性格が衝動的で

あ っ た りと，従来で あれ ばそれ 自体で は虐待を構

成せず ， 虐待の 存在を表す もの として もみ なされ

て こ なか っ た もの が，リス ク とい う考え方を媒介

し， 統計的に検証 され る こ とで 虐待 と関係する要

因に な っ て きた の で ある，

　 福祉分野で虐待 の リ ス ク や リス ク ア セ ス メ ン ト

とい う考えが ，我が 国で 広 く示された の は ， 2000

年の 「児童虐待防止等に関する法律」施行直後に

策定 され た
， 『厚生省　チども虐待対応の手引 き

平成 12年 ll月改訂版』 Gl本 r一ども家庭総合研究

所編 2001）であ ろ う．こ の 手 引 きで は ，

一時保

護所へ の 緊急保護 に
，

リ ス ク ア セ ス メ ン トに よ る

判断基準 と判断方法が採用され て い る．

　 また ， 厚生労働省 は 2000年 ， 『健や か親 子21 』

で ， 地域保健 ・地域 医療 の 現場 と保健所等で ，ハ

イリス ク親子 の 早期発見を児童虐待対策と して示

した．そ して ， 2002年 「地域保健 における児童虐

待防止対策 の 取 り組 み の推進に つ い て」の 通知を
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公布 し，児童虐待 の発生予防に向けた ハ イ リス ク

の 親子 の 把握に努め る よ うに 通達 して い る
IZ）
．こ

の 通知 と共に ， 関係機関に対 して ， 母子保健の リ

ス ク研究の 総まとめ ともい える 「子 ども虐待予防

の た め の 保健師活動 マ ニ ュ ア ル 』 （佐藤 2002）を

送付 して い る．そ こ には，周産期医療機関，市町

村 で の乳幼児健診 家庭訪問など場両ご とに参照

されるべ き虐待 リス ク項 目が記載 され て い る の で

ある．

　 母子保健分野で 虐待防 1トの 新しい 取 り紅み と し

て知 られ て い る の は，東京都南多摩保健所子 ども

の 虐待プロ ジ ェ ク トチ
ーム が作成 した 「予育て ア

ン ケー ト」を活用 した乳幼児健康診香 の 方法を解

説 した マ ニ ュ ア ル で あろ う （束亰都南多摩保健所

子 どもの 虐待 プ ロ ジ ェ ク トチ
ー

ム 2003，東京都

南多摩保健所 プ ロ ジ ェ ク 1・チーム 2002）．虐待の

リ ス クチ ェ ッ クシー トで ある 「子育て ア ン ケ
ー

ト」

を養育者に 配布 し， そ の ア ン ケー ト結果を保健師

が 「虐待要因
一

覧表」に転記する とい う手順 に な

っ て い る．問診で確認すべ き諸 リス ク項 1」が 「家

庭基盤」「親準備性」 「親子の 愛着形成」「育児力」

「子 ど もの 健康状態」の それぞ れ の セ ク シ ョ ン毎

に
一覧表に して わか りやす く示 され，セ ク シ ョ ン

毎の 集計点が 出され る （東京都南多摩保健所子 ど

もの 虐待 プ ロ ジ ェ ク トチーム 2003）．

　 また ，医学 の 教科書や ハ ン ドブ ッ ク に も，虐待

リ ス ク項 目が 掲載 され る よ うに なる （上野 刊行

予定）．と くに，2000年度の 児童虐待 防止等 に関

する法律で 医師や保健師の 早期発 見義務が 明記さ

れ ， また2004年の 同法の 一一部改正で通 告 の義務が

「虐待 を受け た児童」か ら 「虐待 を受 けた と思 わ

れる 児童」に まで広が っ た こ とか ら， 今 日で は児

童虐待の リス ク をチ ェ ッ クする とい う考えが標準

的にな っ て い る．一
例 をあげる と，小児医学 の 現

場 で 参照 され て い る 『小児治療指針』 （医学書院）

犯罪社 会学研 究　 第31号 　2006年

は2003年版か ら 「虐待 ・暴力」 の 章を新た に もう

け ， 「児童虐待 の ハ イ リス ク 因子」やそ の 関連の

説明に紙幅を費や して い る．

　 こ の よ うに児童相談所で あれ ， 保健医療機関で

あ れ ， 近年の ア セ ス メ ン トは ，具休的な f・どもの

ケ ガ に関連 した項 目か ら，リ ス クの ある保護者を

発 見する項 凵へ と範囲が広が る傾 向にあ る．それ

も子 ども の状態や 保護者か らの 子 ど もへ の 暴力行

為だ けで は な く，「不 自然な転居歴 が あ る 」「子 ど

もの 状況 をモ ニ タ リ ン グす る ネ ッ トワ
ー

クが構築

で きな い 」「訪問が で きない 」「援助の 拒否」「支

援望 まず」 など
， 児童相談所や 保健所か らみ た 保

護者の 暮 しぶ りの み えに くさ ， 指導へ の 不従順 な

どの 内面 に焦点がお かれ て い る．また リ ス クを強

調する こ とで ， どんな状態が虐待で ある かの 内容

規定 よ りも，どの よ うなタイプの親が虐待 を しそ

うか の リス ク予測に焦点が移 っ て い る の で ある．

　こ の よ うな リス ク に よる発見方法は，個人の 自

発性 や 政策へ の 服従 をあて に しな くて よい とい う

点で柑談 よ りも徹底 して い る．また
， 諸個人 で は

な く入目 （populatjon ），
つ ま り集合 とし て の 人

間を発見対象と し，蓋然的な危険性 に よ っ て ，人

「
．
1全体 を虐待防止 の 網の な か に捉え る こ とが で き

る ．た とえば ， 母子手帳 の 交付と乳 幼児健診の 問

診票を利用 し，乳幼児が い る ほ とん どすべ て の 家

庭で どの よ うな親が虐待を しそ うなの か をア セ ス

メ ン トす る こ とが可 能で ある．「健診未受診」を

虐待 リス クにする こ とで ，健診に来ない 親 もシ ス

テ マ テ ィ ッ ク に捉 える こ とが で きる ．リ ス ク とい

う考 え方 を採用す る 文化 ・社会 にお い て は，「リ

ス ク に対する 無知」や リ ス ク の 観点か ら物事を考

えな い こ とが リ ス ク とされる の で あ る （Giddens

1991＝2005）．リス ク ア セ ス メ ン トは ， 怪我 な ど

の 具体的な徴候 を呈して い な い 子 どもや rt前に い

ない 親まで も 「科学的」 に捕捉 して い く道具な の
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で ある．

4 心 理 と保険数理 の ハ イブ リッ ド統治

　今 日，リ ス ク管理 は児童虐待対策の 中心にな り

つ つ ある．専門家の 判断ミス の 防止 と行政の 説明

責任の ため，何 らか の リ ス ク ア セ ス メ ン トを使用

する こ とで 対応 の 適正化 を図ると い う方向で ある ．

児童相談所の 通告ケ
ー

ス の 重症度判断に おい て リ

ス ク ア セ ス メ ン トの使用を怠れ ば，それ が問題 と

される だ ろ う．児童相談所 の 虐待ケ
ー

ス の
一時保

護判定は，「判断 の 客観性 ，的確性を高め るため，

あ らか じめ用意され た リス ク度判定の ため の客観

的尺度 （リス ク ア セ ス メ ン ト基準）に照 ら し て 」

（日本子 ども家庭総合研究所編 2005； 78） なされ

る こ とが奨励 され て い る ．保健所 （セ ン タ
ー
）で

も，乳幼児健診の 問診票な どか ら ， 乳幼児 とその

養育者に ， 児童虐待の何 らか の リ ス ク チ ェ ッ ク が

実施され て い る ．虐待 リス ク チ ェ ッ ク に積極的に

取 り組む病院も各地 で増 えて きて い る．

　 しか しなが ら ，
こ れ らの 児童虐待の リス ク フ ァ

ク タ
ー
表の 作成調査 は過去に実施 され た もの であ

る．統計的な算出の 根拠 とな っ た の は ， 自分以外

の 他 者か らなる人口 で ある．別の 人口 に対 して な

され た調査か ら抽出 した，い まだ起 こ っ て い な い

蓋然的な危険性で あ る リス クが ，当該人冂に適用

され る の であ る．もは やハ イ リス ク とされ た具体

的な親子が，児童虐待の 「具体的な徴候」 を呈 し

て い る必要 はな い ．担当者は ， 家族 の 周辺 調査に

時間をか け ， 多岐の 領域 に わ た る 専門家や 関係者

か らの リ ス クをめ ぐる情報 を収集 し， ア セ ス メ ン

トす る役割 に 傾注 しなけれ ばな らない ．肝心 なの

は ， 児童虐待の ハ イリ ス ク集合体の メ ン バ ーとさ

れ るか どうかの ，社会人口的文脈におけ る個人の

ポ ジ シ ョ ン の 確定だか らで ある．

　 本稿で は ，
こ れ らの リス ク管理を，児童虐待の

発見が，地域住民に よる通報や個 々 の 尊門家の 視

覚的判断に依存 して い た時代か ら，特定の 人凵 に

対して蓋然性で 抽出した リス ク項 日で 親子 に ア セ

ス メ ン トを行 い ，そ の 情報を系統的に収集す る ，

リ ス ク社 会にお け る 保 険 数理化 す る 犯 罪統制

（Feeley　and 　Simon 　1992，1994，伊藤 2000，

O ’Malley　1992）へ の 移行 と類比的な動 きと して

とらえた い ．

　さしあた りこ こ で は，リ ス ク社会 を ， オ マ リ
ー

に な らっ て ，リス ク概念とリ ス ク管理によ っ て 組

織化 されて い る社会 として広義に定義 して お こ う

（OMalley　1998）．リス ク社会や リス ク と い う考

えが 近年，犯罪統制 にお い て リア リテ ィを もっ て

きた こ とに つ い て は研究が積 み 上 げ られ て お り，

なか で も，リ ス ク の 数埋 的な管理が ，政 策場面に

積極的に採用 され て きた こ と を ， 統治の 様式の 変

化　　ひ とりひ と りに焦点 をあて 自己 の 道徳的変

容 を強 い る 規律型統治か ら，人 口 を対象 としたポ

ス ト規律の リ ス ク統治 へ の 移行一
か ら とらえ よ

うとする
一連 の 研究の 流れが ある （Castel　 1991，

Cohcn　 l985
，
　 Feeley 　 and 　 Simon 　 l992，1994，

O ，Malley　1992，　Sim〔m 　l988）．

　 個人の 身体へ の 配慮 を特徴 とした規律訓練型 に

対比 させ て ，入口 を マ ス とし て 把 握する形態をポ

ス ト規律型 として論 じる統治研究 は ，
ミ シ ェ ル ・

フ
ー

コ
ー

の 生　 　権 力の 議論 を系譜 とし て い る

（Foucault　1，975・＝1977，1976＝ ⊥986）．フ
ーコ ー

の 議

論を潜 っ た カ ス テ ル は，リス ク に よ る新 しい 予防

政 策が第
一
に 目標 とする の は，もはや 個人 で は な

く人凵 で あ り，そ して また異質 な要素閭 の 統計的

な相関で ある とい う．こ れ は ， 個 々人の具体的な

状況を始点とする の で は な く，未然に 防 ぎた い 危

険 につ い て の
一

般的な定義か ら演繹す る方法で，

疑 い の 眼差 しを向けるに は ， 個 々人が 危険性や異

常 の 症状を呈する 必要は なく，また具体 的な葛藤
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状況が示 される必要 もなく，予 防政策の任 にあ る

専門家た ちが リ ス ク フ ァ ク ターとして 措定 した諸

特徴が 警告を発する だ け で 十 分だ と い う，具体的

な例 とし て，カ ス テ ル は，フ ラ ン ス で 1976年に導

入され たすべ て の 乳幼児の 異常 を突 き止 め る シ ス

テ ム をあげて い る．母親の 特定の 病気 ， 心理 的欠

陥な どに くわ え て ，未婚，17歳未満，外国籍 な ど

多 くの 社会的要因が デ ータと して 集め られ
， そ し

て リス ク の諸項 目の うちい くつ かが該当すれ ば警

告が 発せ られる．リス ク とい う蓋然的で 抽象的な

存在を も と に ， ソ ーシ ャ ル ワ
ーカーな どの 専門家

が家庭訪問 し ， 危険が 本 当に存在するか どうか を

確認す る．そ こ で は，パ ノ プ テ ィ コ ン の 要件で あ

っ た 視る もの と視 られ る もの ，看守 と囚人，ケ ア

する ひ と とケア され るひ ととの 間 の 関係性 も必 要

とされな い （Castel　1991）．

　規律型が ， 個 々 人 の 行動や動機 を変化 させ る と

い う点で 難 しく，コ ス トもかか る の に対 し ， リ ス

クに もとつ く統治は個入の 国家 に対する服従 をそ

れほ どあて にする必要 は な く， 煩わ しさが な く，

人 び とか らの 抵抗 も少 ない （Simon　l988： 773）．

自然 に 行 わ れ人 々 に気 づ か れ に くい （Simon

1988：771−2）．当該人 口すべ て を対象 に で き，経

済 的 に よ り効 率的 で ，徹 底 して い る の で あ る

（Simon ／988； 772−3）．新 しい ター
ゲ ッ トは ， 基本

的 に は犯罪の 場所や行動が起 こ る条件面 の 管理や

行動連関で あ り，個 人 の 動機や 内而や性格や態度

で は な い ．ひ と りひ とりを変えて い くとい う途方

もない 困難に挑戦 した政策は終わ りを告げ る ， と

され るの で ある （Cohen 　l985：145−8）．

　犯罪統制 にお けるこれ ら二 つ の テ ク ノ ロ ジーを

簡潔に 対照 させ る と
， 規律型 の テ ク ノ ロ ジ

ー
は，

個人 の 身体や内面をターゲ ッ トと し，犯罪者の な

か に原因を探求 し ， 監獄 や学校や精神病院で の 規

律訓練，今 日で はカ ウ ン セ リ ン グ などの 心理療法

犯罪 社 会 学丗 究 　 第31号　2006年

を通 して ，個 々 人を正 常化 し，逸脱を最小限にす

る ．そ れ に対 しリ ス ク型で は，人 L」や 統計的な集

合体が ター
ゲ ッ トに され ， 犯罪予 防 として ， 犯罪

機会減少 にむ けた環境整備や社会保障の 充実など

ハ ー
ド面 で の 環境操作が主力 となる ．そして 犯罪

者を，リス ク プ ロ フ ァ イル で分 類 し，危険性に1，i；

じて セ キ ュ リテ ィ の 程度が異な る場所 に拘禁 （電

子 監視 シ ス テ ム を もち い た家庭で の 拘禁，地域施

設や 刑務所へ の 幽閉な ど）する こ とで犯罪 者を無

力化 し，公共牢間か ら排 除 して い く．個 々 の 犯罪

者 を矯正する こ とよ り， 人 口 の 効率的な管理 に 重

点が置か れる　（Fecley　and 　Sim〔〕n　1992，1994，伊

藤 20〔X），O
’Malley　1992，　Simon 　i988：773）．

　逸脱や犯罪 統制 にお ける リ ス ク社会論はカ ス テ

ル が そうで ある ように
， 基本的には規律型か ら リ

ス ク型 へ の 移行を強調する ．リ ス ク社会の 特徴 を

備 えて い る社会 にお い て も， 数理 リ ス ク統治型 だ

けで な く，個人 の 変容 を強い る規律型 の 双方が 認

め られ る と い う指摘 もなされ て い る （O ’Malley

l992．伊藤 2000：145−8）．オ マ リ
ー

は ， リス ク社会

の 犯罪機会や状況 をハ ー
ド面で 減少させ る プ ロ グ

ラ ム が合理 的選択をお こ な う個人 を前提 として い

る こ とか ら，その よ うな個人を造形 して い くテ ク

ノ ロ ジーとし て規律型 が必要 とされ て くる 点に言

及 して い る （O
’Malley　1992： 268）．また ， どの 社

会で も，成員の 同調性 を規範や道徳で確保 し ， 逸

脱者 の 正常化をある程度行わ ざるをえない こ とを

考えて も， 規律型か らリス ク型 へ の 移行はある種

不完全 で ある と考えた ほ うが い い の か もしれ ない ．

　ハ ナーモ フ ァ ッ トは ， 女性収監者の リ ス ク と ニ

ー ドに応 じた矯正 を掲げた カナ ダ の 女子刑務所改

革で 出現 した新 しい 刑務所実践 の 観察か ら ， 両 テ

クノ ロ ジ
ー

の 併存関係を検証 して い る．リス ク ア

セ ス メ ン トに道徳性が入 り混んで お り，そ して ア

セ ス メ ン トの 適用 も流動的に なされ て い る こ とか

リ ス ク社 会にお け る艶童 虐待　2g
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ら，係官の 道徳的な主観か ら自由で はない ．なに

よ りリ ス ク を管理する道徳的責任が個人 に課せ ら

れ て い る．そ れ らの 点で リ ス クア セ ス メ ン トとマ

ネ
ー

ジ メ ン トの 数理的テ ク ニ ッ ク が ，規律的統治

と 関連づ け ら れ て い る こ と を例 証 し て い る．ハ

ナーモ フ ァ ッ トは そ れ を 「ハ イ ブ リ ッ ド道徳 ・保

険数理刑罰」 と名づ けて い る （Hannah −Moffat

l999）．こ こ で は ，現行の 児童虐待防止対策 を ，

ハ ナーモ フ ァ ッ トか ら示 唆をえて ， 「心理 と保険数

理の ハ イブリ ッ ド統治」と して検討 した い ．

　 日本で の 児童虐待 防止対策 もまた ， リス ク の 数

理テ クノ ロ ジ
ー
単体ではな く， 個 々 の 逸脱者の 正

常化 を目的と した規律型テ ク ノ ロ ジ
ー

との 二 本立

て に なっ て い る ．親子や家族 の 内面に焦点 をあ て

た カウ ン セ リ ン グ等の 心理療法ならび に個人の 態

度変容 の 教 育治療的な ア プ ロ
ー

チ と，リ ス ク ア セ

ス メ ン トに よる虐待発見防止 の 両方が ， 児童虐待

対策の なか で不可欠なもの と して位置づ けられ て

い るか ら で あ る ．規律型 の 心 の テ ク ノ ロ ジーは ，

個人の トラ ウ マ や性格，あ る い は家族関係 に冏題

の 原因を発見 し， それ らを治療 の 対象 とす る．そ

して ， それ らの 項 日が，虐待 の リス ク として ，ア

セ ス メ ン トに掲載 され て い る の であ る．リス ク項

目は ， 心の テ ク ノ ロ ジーが 管轄 とする個人の 性格

か ら生活態度にまで 及ん で お り，養育者 に道徳的

に 正 しい 身振 りを強制 して い る．日本 の 児童虐待

防止 対策にお い て ，
カ ス テ ル の い う規律 （個人）

か らリス ク （人口） へ の
一

方向の 移行で はな く，

リ ス ク の テ ク ノ ロ ジ
ー

を もっ て ， 個人 の 規律 ・調

教が再生産 されて い る と い える ．

　例をあげ よう．前述 した束京都南多摩保健所に

よ る 「子 どもの 虐待 予防ス ク リ
ー

ニ ン グ」 は ， 当

該地域 の すべ て の乳幼児 と乳幼児 をもつ 親 に対 し

て実施 され て い た．こ こ で は，法的義務の ない 健

診や 母親学級 （「初 回妊婦健診の 時期が22週以降」

「乳幼 児健康診査 の 未受診」「母 親学級の 未受講」

「母子 手帳の 記入が少 ない 」） さ ら に は 「支援望 ま

ず」 な どの項 目が虐待 リ ス ク とされ て い る．こ れ

は親の 側 にサ
ービ ス の 選択権が ある こ とが忘れ ら

れ て お り，母親 の 道徳的な欠陥を燻 りだ して い る

とみ る こ とが で きる ．また ， 妊娠や 出産へ の 受け

止め 方 （「予想外で驚 い た」「困 っ た」）や育児．ヒ

の 悩 み （脳 みた くない 」「育児 に 自信が もてずよ

く悩む」） など の 内面や 道徳に 関す る こ と を項 目

表で チ ェ ッ ク し ，
ハ イ リス ク群を突 きILめ て い る．

そ して リ ス ク を マ ネージで きなか っ た諸個入 は ，

ピ ア カ ウ ン セ リ ン グ機能を もつ とされる保健所の

母親た ちの 自助グ ル ープ に つ なげ られる （東京都

南多摩保健所了 ど も の 虐待プ ロ ジ ェ ク トチ
ー

ム

2003）．

　 同 じ こ とは児童相談所 の 判定に お い て もい える．

リ ス ク ア セ ス メ ン トを用 い た判定で
．．・

時保護や施

設入所措置にな っ た子 ど もとその養育者は ， 放置

され る の で は な く，「家族統合 プ ロ グラ ム 」の対

象 とな り，その 内容は，先に み た ように ， 個人 を

正常化するカウ ン セ リ ン グ等の 心理 療法や個人の

態度変容の 教育治療的 なア プ ロ ーチ が 中心に な っ

て い る ．

　 リス クの 概念は，個 々 人 の 内面や行動か ら，集

合や 人口 へ と 関心を移行させ る なか で 発製 して き

たが，ハ イブ リ ッ ド統治シ ス テ ム にお い て リス ク

は 再度，個入 に あて はめ られ る．マ ス メ デ ィ ア の

リ ス ク 言説 や専門家な どの カ ウ ン セ リ ン グ を通 し

て ，子ど もを もつ 親が どの ように暮 ら し人 生設計

を行 うべ きかに つ い て ， 道徳的な内而規制が実施

されて い る．同一の 人冂 に対 して ，数理の リス ク

が心 の テ ク ノ ロ ジーと相互 に 関連性 をも っ て 適川

されて い る の で ある．

　 と こ ろで ， さ きほ ど触れ た よ うに数理 リス ク に

よ る社会政策の 基本形 は環境規制であ る．したが
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っ て ，理 論的に は リス ク の 社会的管理で ある労働

政 策や 社 会保 障が招来 され て も不思 議で はな い

（Ewald 　199．　1，　Gordon　l991：40，0
’Ma ］ley　1992：256

ZSimon 　I987）．しか し現実に は，児童虐待の 対

策として ，子育て負担の 対策や生活保障対策が採

られ て い るわけ で はな い
131

．こ れ らが なぜ 採用 さ

れな い の か を ， 虐待の リス ク と して何 を選択する

か の リ ス ク の 配分 を検討する こ とで考察 して い き

た い ．

5　リス ク配分 の ポリテ ィ クス

　 リス ク ア セ ス メ ン トの作成にお い て は ， 関係機

関の介入権限の拡大 ， 研究者が個人的に 関心 をも

っ て い る仮説の 検証な ど，調査者 の さま ざ まな意

図が 錯綜する なか で，養育者 ， 子 ども， 家庭 に関

する多 くの こ とが らが児童虐待の リス ク と して 計

上 され て い る．虐待の とらえ方が ， 目に見え る古

典的な虐待か ら ， 統計的相関の リス クへ と転換さ

れ た こ と で 介入の増大が もた らされ る懸念 を示す

こ ともで きる だ ろ う （Castel　l991： 289）．しか し，

本稿 で注 H した い の は ， 実際に は リス クは無限 に

設定され る こ となどな く， リス ク は
．・
部に 限 ら れ

て い て ， 児童相談所，保健所 （セ ン タ
ー

）， 病 院

な ど における虐待リ ス ク ァ セス メ ン ト表 は どれ を

とっ て も以 下の 点で 類似 して い ると い う事実で あ

る．

　 まず，虐待の リ ス ク ア セ ス メ ン トは，保健所

（セ ン タ
ー
）や 病院や児童相談所 に対 して なされ

る の では な く， 子 どもと養育者に対 して実施され

て い る ．虐待 リス クは児童福祉 や 母子保健 の 専門

機関 の 側 で はな く， 個人や家族の 側に配分 されて

しまっ て い る
14）
．

　第二 に指摘 されるべ きは ， どの リ ス ク ア セ ス メ

ン トに も社会階層要因 との オ
ーバ ラ ッ プが み うけ

られる 点で ある．虐待リス ク に は，「経済的不安

犯 罪制、会学 研 究 　第31号　2006年

定」「生活保護に依存」「ロ ーン苦」「失業」「転職」

「劣悪住宅」 と い っ た階層関連 の 項 目が 多く含 ま

れ て い る．こ れ は ， 経済政策や就労政策 ， 社 会保

障施策の 課題として取 り組 まれ るべ き事態が ， 虐

待 ア セ ス メ ン トに お い て は
， 個人が マ ネージ で き

る もの
， 個人 が責任 を負 うもの とみ な され て い る

計左で ある ．

　 ウーリ ッ ヒ ・ベ ッ クは ， リス ク との 関連で 近代

を，第．・次近代の 階級社会 と，第二 次近代 の リ ス

ク社会に 区分 して い る．ベ ッ ク の 議論は
， 第一次

近代 における貧困などの リス クは ， ある地域 や階

層や グ ル ー
プに集中して い た の に対 して ，第

一
1次

近代の 環境 リ ス ク は ， 国境や 階層を超 えてす べ て

の 人 々 に平等 に影響 を及 ぼす ， とリ ス クの 遍在性

を強調するの が特徴で ある．しか し， リス ク遍 在

論者 の ベ ッ ク で さえも ， 第二 次近代 に お い て環境

リス クを回避する 資源は 所得 の 異な る層に平等に

は 分 配 さ れ て は い な い こ と を補 足 して い る

（Beck　 1986判 998：48−51）．経済的に余裕が ある人

たちは ，
ベ ビ

ー
シ ッ タ ーを雇 い

， 延 長保育を契約

し，子育て をしやすい 居住地や住宅を選び
， 子育

て の 負担 を軽減 させ る さまざまな方法を試み る こ

とがで きる．第
一

次近代化の 階級社会では労働組

合が 団体交渉を行 い
， 国家が社会保障や福祉 を通

じて所得再配分 を試み て い た の が ， 第
一
1の 近代化

の リス ク社会で は，人生 の ラ イ フ コ ー
ス 上 の 危機

的 出来事 を緩衝 して くれ る はず の 社会保障が変質

して きた なか ，第
一

次近代 の 失業や低賃金 とい う

遺物 に対 して ， 各人が 自分 の 問題 と して 積極的に

対処する こ とが求め られ て い る ， とい える か もし

れ な い ．

　第三 の 点 は ， リス ク と い う中立 的に受けと られ

て い るもの が，実 はジェ ン ダ
ー

に よっ て 輪郭づ け

られ て い る こ とで ある．虐待防止の 眼差 しが注が

れ て い る 対象 は ， 父親とい うよ り母親 の ほ うで あ
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る．母子保健の リス ク ア セ ス メ ン トも母 親を対象

として つ くられ て お り，「母子家庭」 「母若年」

「母性意識」「母親 の 訴えが 多 い 」「高齢出産」 な

ど，母親だけに関連する項 目が多数をしめ て い る．

「望 まぬ 妊娠」「妊娠 ・出産 の ス トレ ス 」 「育児ノ

イロ ーゼ」「家事能力不 足」「抱 き方が ぎこ ちな い 」

「育児知識の 不足」 な ど も，主に 母親 を想定 した

項 日で あ り，リ ス ク ア セ ス メ ン トは主 に女性 に照

準 され て い る．ア セ ス メ ン ト自体が ある 意味で

「ジェ ン ダー ・セ ン シ テ ィ ブ 」（Hannah −Moffat

1999）なの で ある．虐待 の リス ク項目を概観す る

と，虐待す る母親の 対極 に想定され て い る の は ，

婚姻届をだ し，ア ル コ
ー

ル 等にお ぼれ る こ となく，

子 ど もだけで はな く夫や他 の 家族員 と良好な関係

を築 き，常に計画性 をもっ て物事にあ た り， 離婚

せずに ， 家事育児 を こ なす女性 で ある こ とが わか

る．つ まり， 児童虐待 とは ， 母親の ，近代家族的

な家族形成 の 失敗 家族生活へ の コ ミ ッ トメ ン ト

の 欠如 や母子の絆の 形成 の 失敗だ と考えられて い

る の で ある．そ こにお い て は，階層 とジ ェ ン ダー

の 問題は隠蔽され，女性の心理学的な欠陥や道徳

的 欠陥が 焦点化 され る こ とに な る （Breines＆

Gordon　1983，　Swift　1995）．

　第四 の 点は ，
ニ ーズ の リ ス ク化 とい うこ とが あ

る．か つ て の 福祉国家 の 枠組みで は ニ ーズ と堂 け

取 られて い た で あろ うもの が ， リス ク とみ な され

る よ うに な っ て い る ，ハ ナーモ フ ァ ッ トは こ の 点

を 「充足 されな い ニ ーズ の リス ク化」 と呼 ん だ

（Hannah −Moffat　1999）．「経済的困窮」「援助者が

い な い 」「病人や 寝た きり老人 な ど を抱え ， 育児

過多 ・負担増の 家庭」「精神疾患」「被虐待歴」な

ど
， 家族の 経済ニ

ーズやケ ア ニ ーズ，ある い は精

神衛生 の ニ ーズ として と らえ られて い た もの が ，

児童虐待防止政策で は リ ス クにな り，
ニ ーズか ら

リ ス ク へ の 読み替えが進め られ て い る ．

　第五 に ， 原 因 の す り替えが行わ れ て い る ．「国

際結婚など日本の社会に溶け込め ない 片親が い る

家庭 」「不 自然な転居」「地域社会か ら孤 立」な ど

は ， 虐待する親の 事情や特性とい うよ り， 地域の

排 除の 構造の ほ うを映 し出 して い る と もい える．

「援助関係機関 との 関係 の 悪 さ」「医療関係 との ト

ラ ブ ル 」な ども，
こ の ような虐待リ ス ク ァ セ ス メ

ン トを相手の 了解 を取 り付けず に実施す る 専門家

へ の 不信感として み る こ ともで きよう．

　以 ヒの よ うに，虐待 リ ス ク ア セ ス メ ン トで は問

題はつ ねに ク ラ イ エ ン ト側にある こ とに な っ て い

る の で ある．しか し ，
リ ス ク 項 凵を統計的に裏付

けた とする調査の 内容はか な りずさんである．児

童虐待 ア セ ス メ ン トの 主な調査研究は，信頼性な

どの 社会訓査 の 通常 の 手続 きに照 らせ ば重大な欠

陥が ある （上野 ・野村 2003：7 章）．再分析が なさ

れ に くい の で ，問題 にな らない だけで ある．さ ら

に言 うと ， 「性格的な隔 た り」「生 育史」 を平然 と

評価 し ， 「室内の 状態」や 金銭管 理 を詮索す る専

門家 た ちの ほ うの 道徳性 へ の 疑問，ある い は リス

ク ア セ ス メ ン トを作成 し使用する児童福祉機関や

保健や 医療 の 専門家たち の 人 聞観や 家族観に偏 り

があ りすぎない か とい う点も ， 棚 ヒげされ て い る．

　 ま とめ るな ら ， 近年の 児童虐待問題は，家族の

側の 課題や 困難を過度に人 び とにみ つ め させ ，そ

の 課題等がそもそ もどうして起こ っ た の か とい う

問 い を曖昧 に して い る．個 々人の行動に つ い て の

将来 の 帰結 を， リ ス ク として 計算可能なもの に し，

それ らの リ ス ク を専 門機関が チ ェ ッ クする ，人 々

は，自分 と f’どもた ちの運命に対 して ， ますます

責任 を負うしくみ に な っ て い る．こ の ようなし く

み にお い て社会へ の 眼差 しが閉ざされ て い く．

6 お わ りに

　み て きた よ うに，1990年代 の 児童虐待問題は ，
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どの 家庭 に （あ らゆる経済階層 の 家庭 に）起 こ っ

て も不思議で はな い とい っ た形で 問題提示が な さ

れた．しか し ， 児童虐待と判定され るケ
ース と経

済階層 との 関連は，現在で も明確で ある ，虐待 と

判定 され た家族 にお ける生活保護受給や 市町村民

税 ・所得税 の 非課税 世帯 の 割合 の 高 さは際だ っ て

い る （山野 2006）．

　児童虐待だ と判定 され て い る家族の 多くに何 ら

か の 経済的な困難がみ られ る の は ， 現在 の 児童虐

待の概念が 経済的問題や 特定の ラ イ フ ス タ イル と

独立 して存在す るわ けで はな い ことか ら ， 当然で

ある とい える．虐待 と経済要因との 今 日的な結び

つ きは，リス ク とい う考 え方が広 ま り，リス ク ア

セ ス メ ン トに家庭の 経済状況 と関連する よ うな項

目が少な くない こ と とも無関係で は ない だ ろ う、

リ ス ク ア セ ス メ ン トに は，借金 ，失業，ロ ー ン と

い っ た経済状況 の 指標 となる もの か ら，母
．
r一家庭，

子 ど もを置 い て 外出な ど の 家庭 の 経 済状況 と 関係

があ りそ うな項 目が含 まれ て い た．虐待群や虐待

予備群 とは ， 経済関連 の 項 目を多く含む リ ス ク ア

セ ス メ ン トで 計 られ る 確率的な存在で ある こ とか

ら，現行 の虐待 防止政 策が今後 さらに進む と，経

済的な基盤 の 脆 弱な家庭が児童虐待の リ ス クが高

い とい うこ とで リス トア ッ プされて しまう場合が

増えて くる．現行の リス ク ア セ ス メ ン トで は，虐

待 の リス クは個人が回避で きる こ とが 暗黙裏に 前

提 とされ て い る の で
， 自分の 運命 を変更で きなか

っ た，児童虐待の 諸 リス クを マ ネ
ー

ジ で きなか っ

た
， な ど の 個 人 の 心理 的 ・性格的問題 な らび に家

族的な課題に 注 目を向けて しまう．経済的なニ ー

ズ の あ る家族 に対して ，経済援助で はな く，カウ

ン セ リ ン グ を行 うと い っ た
，

ニ ーズ とサ
ービス の

ミ ス マ ッ チ も正 当化 され て しまう．

　「虐待をす る親は ， 自分 た ちが抱 えて い る問題

を他人や社会 な ど外部の 責任 に帰する傾 向が あ

犯罪社 会学研 究 　第31号 　2006 年

る」 （坂井 2005： 18） とい っ た よ うに ， 子育て を

する親へ の 期待水準は高まるい っ ぽ うである．他

方 ， リス クア セ ス メ ン トに記載されて い な い こ と

　　た とえば少子高齢化の 危機の もとで ，社会保

障の 財源不 足を自己責任 へ の 転嫁 で か わそ うとす

る政治の 無能一
が 問題に され る こ と は ない ．家

族は，経済不況に よる雇川不安定，生活保護行政

や 児童福祉行政 の 問題が 顕 在化する場で あ っ て ，

それ らの 原因では ない だろ う，と い っ た見方 は後

退 して しま っ て い る．家族へ の 虐待 リス ク ァ セ ス

メ ン トの 徹底 は ， 実施 の 前提 として ， 失業問題や

デイケ ア不足 などの 祉会政策の 不備が解決 されて

い なけれ ばな らな い ，とい っ た意見も聞 こ えて こ

ない ．

　1980年代まで ，日本で も虐待する親 を礼会構造

の ひ ずみ の 被害者 と し て み る 視点が残 っ て い た

（冂本児童問題調査会 1983）． しか し，み て きた

よ うに こ の 視点を消すか た ち で 90年代に 児童虚待

が現代家族の 問題 と して 提示 され て い っ た．虐待

者もまた家庭内の 虐待の 犠牲 者である とい うトラ

ウマ 連鎖の 視点が極端 に 強化さ れ た 方 で
， 虐待

者は貧困や レ イオ フ の 社会の 犠牲者で あ る とみ る

想像力 は断ち切 られ ， そ の 挙句 ， 子 どもの い る全

て の 家族が ，新 しい 統治の テ ク ノ ロ ジーが鍛 えら

れ る場 と化 して しま っ た の である．

［注］

1） た と えば ，1990年 代 初 頭 以 来 ， 大 阪 の 児 童虐待 防

　 止協 会 で は 「4 ヶ 月で 800件 の 電話」 （朝 R新 聞

　 1990年 8 月 18日），東 京 の 子 ど も の 虐 待 防 止 セ ン

　 タ
ー

で は 「半年で
， 880件 の 相談」 （朝 日新聞1992

　 年 1 月16日）な ど と，こ の 問題 の 裾野 の 広さが報

　 　じ られ た．

2 ）斎藤 は 現代的な虐待を，次 の よ うに 説明 して い る．

　 Compulsion （強迫行為，強迫欲動） と は ， 自分で

　 止め よ うと思 っ て い る の に 止 め られない 行為や 欲

　 動 の こ とで ，飲み過 ぎ，食 べ 過 ぎ，ギ ャ ン ブ ル 癖，
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　　盗 癖 ，一部 の 性 倒 錯 な どの 衝 動 行 為 （impulsive

　　action ） と密接 に 関連 した言葉 で あ る．強迫的児

　　童虐待 と は，子 ど もを愛 さなけれ ば な ら ない との

　　思 い に 「取 り憑 か れ て い る （obsessed ）」親が ，

　　「つ い （impulsively 人格 の 衝動統制機能 に よ る 抑

　　止 を 欠 い た 状 態 で ）」虐待 を 繰 り返 して し ま う と

　　い う Compulsive　一　lmpulsive　behaviorで あ る．こ

　　れを親 の 無知や 貧困か ら于 ど もの 生 命が危機 に 陥

　　る とい っ た 古典的 な 児童虐待か ら区別す る こ とは

　　 11虐待す る ・さ れ る 」親子 を治療 した り援助 した

　　りする 上 で 大事な こ と と思 わ れ る （斎藤 1992：3）．

3 ）JaSPCANニ ュ
ーズ レ ター 1997年 9 月 No ，3　p，4−7，

4）主 な虐待 リス ク の 研究 に つ い て は，（加藤 ZOOI，

　　子 ど も の 虐待防 止セ ン ター
編 2001，小林 1999，

　　2000，小林 ほか 1998，高橋重宏監修 1998） など

　 　 を 参 照 さ れ た い ．

5）2001年 5 月29日，朝 日新聞夕刊，初回 報道．

6 ）尼崎 の 事件 は
，
2001年 8 月 14 日 か ら20 日 まで の 朝

　　日新聞の 朝夕刊 に （夕刊 が 刊行され な い 口曜 口 を

　　除 く） 連 日掲載 さ れ，そ の 後 も 8 月24目 を除 き 8

　　月末 凵ま で 連 凵掲載 さ れ た．

7）朝 日新 聞 　2001年 5月 30日．

8）朝 H新聞 　2001年 6 月 1 日．

9 ）朝 日新聞　2001rp　8 月ユ6日夕 1：ll．

10）朝 冂新聞　20（＞4年 1月261」夕刊 ， 初回報道．

11）http：／／www ．mhlw ．go．jp／houdou ／2005／04／hO428 −

　　2．html　 （2006年 5 月 1 日確認．）

12）
一
妊娠婦 や 親チ に つ い て，健康診査や 保健指導等母

　　子保健活動全般 を 通 じて ，また，地域 の 医療機関

　　及び 医療 関係 団体 との 連携 を通 じて ，親や 児童の

　　健康 問題，家族 の 状況 に 係 る 問題等 に 関連 し た虐

　　待発生 の ハ イ リス ク 要因 を 見逃 さ な い よう努め る

　　と と もに ，
こ う した 要因が あ る 場合 に つ い て は

，

　　保健師 の 家庭訪問等 に よ る 積極的な支援 を実施 し，

　　児童 虐 待 を 発 生 か ら予 防 す る取 組 を 保健 所 ，市 町

　　村が適切 な連携 の ドに 組織 的 に 推進 され た い こ

　　 と」．

　　rhino ．yamanashi ・med ．ac ．jp／sukoyaka ／pdf ／

　　chiiki ．pdf （2006年 51
．
l　l 日 確認）

13）オ マ リーは 自己 防衛 ・自己責任の 「プ ル
ーデ ン シ

　　ャ リ ズ ム　〔prudentialism）」 とい う言葉 を用 い て ，

　　 リ ス ク テ ク ノ ロ ジーは，政府 の 労働 市場や福祉政

　　策とい う 「社会化 され た保険数理主義」 で は なく，

　　私的保険契約などの 「私事化された保険数理主義 」

　　の ほ う に 接 合 さ れ て し ま う 点 を 論 じ て い る

　　（O’Malley　199．　2）．

14） リ ス ク 配分 とい うこ とで は ，リ ス ク ア セ ス メ ン ト

　　を住民だけで は な く，機関 に対し て も徹底する こ

　　と で ，児童虐待 リス ク ァ セ ス メ ン トの 問題点 の い

　　くつ か が 解決 さ れ る か も しれ な い ．米国の ギ ャ ン

　　ブ リル と シ ロ ン ス キ ーは ， 家族 の 側 に存在す る リ

　　ス ク だ けで は な く，社 会政策 に 起 因す る リ ス ク

　　（公的扶助 ・雇用 扶助 ・住宅政策 ・他 の 社会福祉

　　サ
ービ ス の 不 備等） や ， 児童福祉 サ

ービ ス の 提供

　　者側 に 属す る リ ス ク （ク ラ イ エ ン トの 病 理 化，間

　　違 っ た リ ス ク ア セ ス メ ン トの 使用 等）を突き とめ ，

　　それ ら を軽減す る こ と をあ わ せ て 児童福祉 リス

　　ク ・
ア ス メ ン ト と し て包括的 に 実施す る こ と を提

　　案 して い る （G   brill＆ Shlonsky　2001＞．こ こ に

　　は，児童 虐待対策 を リ ス ク の 共同管 理 とい う リ ス

　　ケ テ ク ノ ロ ジーの 初期状態 に戻 す 見取 り図 が 尓 さ

　　れ て い る とい え る．

［文献］

Beck、　Ulrich， 1986，　RfSileogeseUsch　di　aufdem 阨 g 加 eine

　　andere 　Moderne，　Suhrkamp （
＝1998，束廉 監 ・伊

　　藤美登甲訳 『危険社会　　新 しい 近代 へ の 道』法

　　 政 大学出版局．）

Breines，　Wini　 and 　Linda　Gordon，1983，“The 　New

　　 Scholarship　on 　Family　1”
iolence

”Signs　8〔3）：490−531．

Castel
，
　Robert

，
1991，‘‘From　Dangerousness　to　Risk”

，

　　 Grallam　Burchel1，　Colin　Gordon　and 　Peter　Miller

　　（eds ．），　 The 　Foucautt 　 Etfeet： Studies 　in

　　 Govenuentalitア，　Harvester／Wheatsheaf ；281−98．

Cohen ，　Star）ley，1985，　Visions　Of　Social　Control’ Cガ規 召，

　　PuniShment　and 　ClassPtcation，　P｛⊃lity　Press．

Ewald ，　Frallgois，199ユ，
‘’lnsurance　and 　risk

”
，　Graham

　　Burchell，　Colin　Gordon　and 　Peter　Miller（eds ．），71ie

　　Foucaalt　Effect： Studies　in　Covernmentality，

　 　 Harvester／Wheatsheaf：197−21 ，

Feeley
，
　Malcom 　M 　and 　Jonathan　Simon

，
1992

，

’The 　New

　　 Penology：Notes　on 　the　Emerging 　Strategy　of

　　 Corrections 　 and 　its　Implications”Crimi ” ology

　 　 30：449−74．

　　　　，1994，
“Acua   al　Justice：the　Emerging 　New

　　Criminal　LaOf’
，
　David 　Nelken （ed ．），

11ie　Fertures　 of

　　 Cガ魍 加oJogy，　Sage；173201，

Foucault，　Michel，ユ975，　Surveiller　et　punir　naiSsance 　de

34　 1　 課題 研究　 リ ス ク社会 と犯罪

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Sociological Criminology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Sooiologioal 　Criminology

　　 Xa　Pn
’
son ．　Gallimurd．（＝ 1977

， 出 村俶訳 「監獄 の 誕

　　 生　
一
監視と処罰」新潮社，）

　　　　 ，
1976

，
L’” istoire　de　la　sexualt

’
tti，　L　L α botente’　de

　　 savoir，　Gallimard．（＝1986，渡辺守亭：訳 「性の 歴史

　　 1 　 知へ の 意志』新潮祉．）

Galnbrill，　Eileen　and 　AroI〕 Shlonsky，2001，¶ le　Need

　　 for　Comprehensive 　Risk　Managemcnt 　Systems　in

　　 Child　Welfare”Children　and 　Youth　Services　Review

　　 23（1）：79−107．

Giddcns
，　An丗hony，1991，　Modemity　and 　Self−ldentity：Self

　　 and 　Societツ in　tke　Late　Modern 　Age ，　Blackwell

　　 Publishing〔＝2005，秋吉美都
・
安藤太郎

・
筒井淳

　　 也訳 「モ ダ ニ テ ィ と 自己 ア イ デ ン テ ィ テ ィ 　 後

　　期 近代に お け る 自己 と社会』 ダ
’
イヤ モ ン ド社 ）

Gordon，　Colin，1991，
“Governmental　Rationality；An

　　 IntrQduction”
，
　Graham 　Burche皿，　Colin　Gordoll　a1〕d

　　 Peter　Miller（eds ．），7
’
lte劭 π oα 麟 蹟 oむ Studies　in

　　 Covermentald ア，　Harves乳er ／Whcatsheaf ：1−51．

Hannah−Moffat，　Kelly，1999，‘‘Moral　Agent　or 　Act　laria工

　　 Subject ：　 Risk 　 and 　 Canadian　 Women ’
s

　　ImprisonrnenV’　1γteoreticat 　Crz
’
min ・ology　3（1）：71・94．

Howitt，　Dennis ，1993，　Child　Abuse 　Errors’ 曜 hen　Good

　　Intentions　Co　Wrong，　Rutgers　University　Press．

伊 藤 康
・
郎，2000，「リス ク社会

一．．．
保険数埋化す る 犯

　　罪統制．1宮澤浩
一
先生古稀祝賀論文集編集委員会

　　編 」宮澤浩
一

先 崖 占稀祝賀論 文集第 1巻 ⊥，成 文

　　堂：135−50．

児 童 虐待防 ［卜対策支援 ・治療 研 究会編 ，2004，『子 ど

　　も ・家族 へ の 攴援
・
治療 をす る た め に 』 日本児童

　　福祉協会．

加藤曜子 ，
2001

， 「児童虐待 リ ス ク ア セ ス メ ン ト1 中央

　　法規出版．

Kernpe
，
　C ．　Henry

，
　Frcderic　N ，　Si王verman ，　Brandt　F．

　　Steele，　William　Droegemueller，　and 　Henry 　K ．　Silver，

　　1962，
”lhe 　Battcred− Child　Syndrome”　Jo” rvtal　Of

　　theAmen
’
can 　MedicaiAssociatiOit　181（1）：17−24．

子 ど もの 虐待 防 1ヒセ ン ター編 ，2001，「平 成 12年度　社

　　会福祉 ・医療事業団子育 て 支援基金助成事業　大

　　都 市
一・

般 人 凵 に お け る 児 童 虐待 の 疫学調査報告

　　書』．

小林美智子 ，1999，「保健医療機関 に お け る 重症 度 ア

　　 セ ス メ ン トに つ い て 　
一一再 発 防止 の た め の 重症度

　　評価 と援助指針抽 平成 1 年度厚生科 学 研 究 費助

　　成龠 子 ど も家庭総合研究事業 「虐待 の 予防，早

犯罪社 会学研究　 第31号　2〔〕06年

　　 期 発 見 及 び 再発防 1ヒに 向けた 地域 に おける 推進体

　　 制 の 構築 に 鬨す る 研 究」 分 担研 究 報告書」．

　　　　
．，2000，「保健医療機関 に お け る予 ど もの 虐待

　　 の 重症度と援助　　再発 防 rEの た め の 援助 の 実態」

　　 厚崖科学研究 r一ども家庭総合研究事業 『虐待の 予

　　 防，早期 発 見お よ び 再発防 rEに 向けた 地域 に お け

　　 る 連携体制 の 構築 に 関す る 研究 　平成 11年度研究

　　 報告劃 ．

小林美智子
・佐藤拓代

・
納谷保 子

・
鈴木敦子，「母子

　　 保健分野 に おけ る 子 どもの 虐待重症度の 評価 （分

　　 担 研 究 ： 虐待 の 予防 に 関す る 研究M 『平成 9 年度

　　 厚生省心身障害研 究　効果 的 な親子 の メ ン タ ル ケ

　　 ァ に 関す る 研究』．

日本児童問題 調 査 会，1983，「児童虐待　 ．．
昭和 ’〔八 年

　　度 ・全国児童相談所 に お け る 家 族 内 児 童 虐待調査

　　 を 中心 と して 』委託調査 （児童虐待調査研究会）

　　 報告書．

凵本子 ど も家庭総 合研究所編 ， 2001， 「厚生省　子 ど

　　 も虐待対応の 手引 き一
平成 12年 11月改訂版」有

　　 斐閣，

日本 子 ど も家庭総合研究所編，2（XO5，　 i「子 ども虐待 対

　　応 の 手引 き　平成 17年 3 月25日改訂版』有斐閣．

ぴ Malley，　Pat，　1992，
“R三sk ，　Power 　aエ1d　Crime　Prevention”

　　正ヲco蕗o”2丿and 　Soetet／21：252−75．

　　　 ，19．　9　S，
t‘lntroduction”

，　O
’
Mallc・y，　Pat（ed ．），Crime

　　 and 　the　Risk　Soご碗y，
　Dartmouth ／Ashgate ．Xi−xxv ．

斎藤学，1992，「精神科医か らみ た 児童 虐待1 『法 と民

　　主 主 義」（267）：3−5．

　　　　，1996，「ア ダ ル ト
・
チ ル ドレ ン と家族 　　心

　　 の なか の 子 ど もを癒す」学 陽 書房．

坂 井 聖 二 ，　2005 ，　「身｛本的丿謹彳寺a）診断」　坂井聖ミニ 曾　奥

　　i］1眞紀 予 ・井 上 登 生 編 『子 ど も虐待 の 臨 床　　医

　　学的診断 と対応 1 南 IL【堂：3−34，

佐藤拓代，2002 ，『子 ど も虐待防止 の た め の 保健師活

　　動 マ ニ ュ ア ル 　 子 ど もに 関 わ る すべ て の 活動 を

　　虐待予 防 の 視点 に 1 平成 13年度厚 牛 科学 研 究補 助

　　金 「子 ど も家庭総合研 究事業　地 域 保 健 に お ける

　　子 ど も虐待 の 予防 ・早期 発見 ・援助 に係 る研究報

　　告書」．

Simon ，　Jonathan，1987，
“The 　Emergcnce 　 of 　a　Risk

　　Soc：iety： Insurance
，
　Iaw

，
　 and 　the　State”Social・ist

　 　 Review　95：61−89．
・．一
　　　　，

1988，
‘Thc 　Ideological　Effects　of　Actuarial

　　Practices”加 側 and 　Society　Review　22：772・800．

リ ス ク 社 会 にお け る 児童 虐待　35

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Sociological Criminology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assooiation 　of 　Sooiologioal 　Criminology

JAPANESE 　JOURNAL 　OF 　SOC 工OLOG ユCAL 　CRIMJN （，LoGY 　No312 （）e6

Swift，　Karen ，1995，　Manzafacturing
’Bad 　Mothers ”A

　　Critical
’
PersPective　on 　Cん醐 地 9砒 ’，　University　of

　 　Toronto　Press．

高橋重宏監修 ，1998，『海外の 子 ど も虐待 リ ス ク ・ア

　　セ ス メ ン ト ・モ デ ル 』恩寵則
．
団 母 子愛 育会 日本

　　子ども家庭総合研究所．

東京都南多摩保健所子 ど もの 虐待 プ ロ ジ ェ ク トチ
ー

ム ，

　　2003，平成 14年 度先駆的保健活動交流推 進事業

　　「保健所保健活動 モ デ ル 事業」報 告書 『子 どもの

　　虐待予防活動の 展 開熟読本　　保健師活動 の 原点

　　を振 り返 る』 目本看護協会．

東京都南多摩保健所 プ ロ ジ ェ ク トチ ーム
， 2002， 『了

　　どもの 虐待 予 防 ス ク リ
ー

ニ ン グ シ ス テ ム 活用 の 手

　　引き （第 1版）』東京都南多摩保健所．

．ヒ野加代子，1996，『児童虐待の 社会学』世界思想社．

　　　　，
2006

， 「児童 虐待 の 発 見 方法の 変化 　
一
日本

　　の ケ
ー

ス 」 上 野加代子編 「児童虐待の ポ リ テ ィ ク

　　 ス 　　 「こ こ ろ 」 の 問 題 か ら 「社 会」 の 問題へ 』

　　明石書店；245−73．

　　　　，f］J行 予定 ，「児 童虐 待 と 医療 化 」森 円 洋 司
・

　　進藤雄 三 綿 『医療化 の ポ リ テ ィ ク ス
ー

近代 医療

　　 の 地 平 を問う』学文社．

E野加代了
・野 村知二 ，2003， 『〈児童虐待〉 の 構築

　　捕獲 され る 家族』世界思想社．

山野良
・，2006 ，「児童虐待は 「こ こ ろ 」 の 問題な の

　　 か 」 E野加代子編 「児 童虐待 の ポリテ ィ ク ス

　　「こ こ ろ 」 の 問題か ら 「社会」 の 問題へ 』明石書

　　 店：539．　9．

E−lnail ：ueno ＠ias．tokushima−u ．ac．jp

36　1　課 題研 究　
1J ス ク社会 と犯罪

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Japanese Association of Sociological Criminology

NII-Electronic Library Service

JapaneseAssociation  ofSociological  Criminology

                                                       iWtr'trk#Mn ca31e 2006ij

               Child Abuse in Risk Society:
Hybrid PsychologicallActuarial Governmentality

       Kayoko Ueno
(The University of  Tokushima)

  In his classic  study  of  
`[From

 Dangerousness to  Risk," Robert Castel has delineated that  the

disciplinary type of  technology  where  there  is excessive  concern  with  individuals through  correc-

t{on or  normalization  of  the  deviant has been superseded  by post-disciplinary actuarial  risk  tech-

nology  where  there is little concern  with  individuals with  the  fbcus being cast  on  aggregates  or  on

the  population. On  the  other  hand it has aiso been pointed out  by others  that [he  actuarial  coex-

ists with  the disciplinary technologyL  This paper illustrates how the  two  types  interrelate with

each  other  in the domain ofJapanese  child  abuse  prevent{on policies. Specificallp through  the  rise

of  sociai  awareness  on  child  abuse  problems, psychological technigues  such  as counseling  and

behavioral therapies  targeting  moral  andfor  attitudinal  change  have emerged.  At the  same  time,

risk  assessment  tcchnology  has become dominant in contemporary  child  abuse  prevention poli-
cies.  In short,  the  policies are  becoming psychological as  well  as actuarial.  Implied from Hannah-

Moffat's analysis  on  
"hybrid

 morailactuarial  penal[y," this  paper will  discuss the

psychologicallactuarial governmentality exemplified  in Japanese child  abuse  preyention policies.

Key  words;  child  abu$e,  risk,  governmentality
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