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医
療
ネ
グ
レ
ク
ト
と
身
休
的
虐
待
の
事
例
報
告
‥
 
 
 

当
院
入
院
ま
で
の
病
歴
を
説
明
す
る
。
ま
ず
、
生
後
 
 

5
ケ
月
で
ベ
ッ
ド
か
ら
落
ち
て
l
病
院
に
運
び
込
ま
れ
 
 

た
。
急
性
硬
膜
下
血
腫
を
発
症
。
血
腫
を
除
去
し
人
工
 
 

硬
膜
を
使
用
し
た
が
、
退
院
後
に
通
院
せ
ず
、
1
歳
す
 
 

ぎ
か
ら
創
感
染
あ
る
も
放
置
さ
れ
る
。
2
回
目
は
2
歳
 
 

1
ケ
月
の
と
き
上
腕
骨
を
骨
折
し
、
ギ
プ
ス
固
定
に
よ
 
 

る
治
療
を
行
っ
た
。
3
回
目
は
転
居
先
の
F
市
の
病
院
 
 

に
運
ば
れ
、
急
性
腹
症
で
緊
急
開
腹
手
術
を
受
け
た
。
 
 

継
続
治
療
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
家
族
の
強
い
希
望
で
 
 

当
院
の
小
児
外
科
に
転
院
し
て
き
た
。
 
 
 

F
市
の
病
院
で
診
察
の
結
果
、
外
傷
性
穿
孔
の
可
能
性
 
 

●
協
力
 
 

平
成
1
6
年
5
月
2
1
日
幽
午
後
6
時
刀
分
よ
り
、
広
島
医
師
会
館
3
階
健
康
教
育
室
に
お
い
て
標
記
連
絡
会
 
 

議
を
開
催
し
た
。
今
回
は
、
虐
待
事
例
を
扱
っ
て
い
る
協
力
基
幹
病
院
の
担
当
医
師
と
児
童
相
談
所
の
報
告
 
 

を
中
心
に
、
児
童
虐
待
を
取
り
巻
く
現
状
、
問
題
点
を
協
議
し
た
。
 
 
 

以
下
、
連
絡
会
議
の
中
で
出
さ
れ
た
事
例
報
告
の
内
容
を
掲
載
す
る
。
虐
待
が
疑
わ
れ
る
子
ど
も
が
ど
の
 
 

よ
う
に
保
護
さ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
連
携
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
現
状
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
 
 

な
お
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
関
係
で
、
特
定
の
個
人
が
分
か
る
部
分
は
変
更
し
て
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
 
 

め
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
 
 

広
島
県
地
域
保
健
対
策
協
議
会
児
童
虐
待
対
策
特
別
委
員
会
委
員
長
 
田
 
中
 
義
 
人
 
 

が
強
く
、
虐
待
が
疑
わ
れ
た
た
め
警
察
に
届
け
出
が
あ
っ
 
 

た
が
、
確
証
な
し
。
し
か
し
、
F
市
の
児
童
相
談
所
は
虐
 
 

待
の
可
能
性
が
あ
る
と
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
た
。
 
 
 

実
父
は
民
間
療
法
を
信
奉
し
て
お
り
、
医
療
不
信
が
 
 

強
く
、
実
母
は
被
虐
歴
が
あ
り
、
夫
か
ら
の
D
V
、
育
 
 

児
生
活
能
力
が
乏
し
く
、
子
ど
も
へ
の
愛
着
が
乏
し
い
 
 

様
子
で
あ
っ
た
。
 
 
 

小
児
外
科
で
の
入
院
経
過
は
、
小
腸
が
断
絶
し
て
お
 
 

り
、
F
市
の
外
科
で
腹
膜
炎
併
発
の
た
め
緊
急
手
術
が
 
 

行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
術
後
の
経
過
は
順
調
で
入
院
 
 

後
ま
も
な
く
ド
レ
ー
ン
技
去
。
外
科
の
医
師
の
意
見
で
 
 

は
1
～
2
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
飛
び
降
り
た
な
ど
、
 
 

か
な
り
強
い
外
力
が
加
わ
ら
な
い
と
こ
の
よ
う
な
傷
に
 
 

は
な
ら
な
い
と
の
こ
と
。
こ
の
小
児
外
科
入
院
中
に
2
、
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3
回
夫
婦
喧
嘩
を
し
て
実
母
が
飛
び
出
し
た
。
 
 
 

次
に
脳
外
科
で
の
入
院
経
過
は
、
頭
部
術
後
の
膿
癌
 
 

か
ら
異
臭
を
放
っ
て
お
り
、
人
工
硬
膜
が
外
に
出
て
い
 
 

る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
人
工
硬
膜
を
は
が
し
、
膿
癌
 
 

と
感
染
骨
片
を
除
去
し
た
。
術
後
の
経
過
は
順
調
で
、
 
 

表
情
も
少
し
ず
つ
出
て
き
て
、
つ
か
ま
り
立
ち
が
で
き
 
 

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
小
児
科
に
転
科
し
た
。
 
 
 

小
児
科
で
の
入
院
経
過
は
、
運
動
機
能
と
精
神
機
能
 
 

が
改
善
さ
れ
、
本
児
の
発
語
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
 
 

た
。
こ
れ
は
、
外
科
入
院
中
か
ら
看
護
師
・
保
育
士
・
 
 

学
生
が
本
児
へ
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
を
積
極
的
に
行
っ
 
 

た
た
め
で
あ
る
。
実
母
も
皆
が
す
る
こ
と
を
見
て
、
少
 
 

し
ず
つ
本
児
に
愛
着
が
わ
く
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
 
 

実
父
も
2
回
の
手
術
に
よ
る
劇
的
変
化
を
見
て
、
徐
々
 
 

に
医
師
を
信
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
 
 
 

退
院
に
向
け
て
ス
タ
ッ
フ
と
両
親
と
の
話
し
あ
い
を
 
 

何
回
も
も
ち
、
実
母
に
は
愛
着
行
動
の
必
要
性
を
説
い
 
 

て
、
実
父
に
対
し
て
は
医
療
の
必
要
性
を
説
い
た
。
 
 
 

入
院
中
、
（
も
う
治
っ
た
か
ら
）
何
度
も
連
れ
て
帰
る
 
 

と
言
わ
れ
た
が
、
帰
宅
さ
せ
る
と
t
一
度
と
病
院
に
戻
っ
 
 

て
こ
な
い
と
感
じ
た
の
で
、
そ
の
都
度
説
明
を
し
て
絶
 
 

対
外
泊
を
さ
せ
な
か
っ
た
。
辛
抱
強
く
今
後
の
本
児
に
 
 

対
す
る
療
育
の
必
要
性
を
説
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
幸
 
 

い
了
解
が
得
ら
れ
て
当
院
か
ら
後
方
施
設
に
移
っ
た
。
 
 
 

本
例
で
は
、
医
療
施
設
間
で
の
情
報
共
有
と
診
療
科
 
 

問
で
の
連
携
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
き
、
早
く
か
ら
準
備
が
 
 

で
き
た
。
大
切
な
の
は
子
ど
も
へ
の
適
正
な
治
療
と
多
 
 

方
面
か
ら
の
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
両
親
 
 

と
話
を
す
る
際
に
は
、
両
親
の
立
場
や
考
え
方
に
配
慮
 
 

し
た
対
応
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
児
童
 
 

相
談
所
を
中
心
と
し
た
早
期
介
入
が
有
効
で
あ
っ
た
。
 
 

小
児
科
医
が
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
早
 
 

め
に
他
機
関
と
連
携
し
、
皆
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
協
力
 
 

体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。
今
回
は
、
早
く
か
ら
こ
 
 

う
い
う
事
例
が
来
る
と
い
う
情
報
撞
供
が
あ
っ
た
こ
と
 
 

と
、
S
C
W
、
保
健
師
、
看
護
師
、
病
棟
の
保
育
士
な
 
 

ど
が
常
に
本
児
の
家
族
に
関
わ
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
う
 
 

ま
く
い
っ
た
要
因
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
児
は
後
方
の
 
 

療
育
施
設
が
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
児
童
相
談
所
が
 
 

中
心
と
な
っ
て
動
い
て
く
れ
た
お
か
げ
で
あ
る
。
 
 
 

本
例
を
経
験
し
て
感
じ
た
課
題
は
、
治
療
ケ
ア
の
課
 
 

題
と
し
て
、
①
虐
待
に
関
す
る
知
識
の
集
積
と
啓
発
、
 
 

②
専
門
家
の
育
成
と
対
応
の
標
準
化
、
③
チ
ー
ム
医
療
 
 

と
保
護
病
床
の
確
保
で
あ
る
。
 
 
 

他
機
関
と
連
携
の
課
題
と
し
て
は
、
本
例
の
よ
う
に
 
 

積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
S
C
W
や
M
C
W
が
、
資
格
化
 
 

さ
れ
て
お
ら
ず
診
療
報
酬
に
反
映
さ
れ
な
い
た
め
、
正
 
 

当
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
さ
 
 

ら
に
、
虐
待
児
童
を
取
り
扱
う
窓
口
の
少
な
さ
と
手
続
 
 

き
が
複
雑
で
あ
る
た
め
、
と
も
す
る
と
普
通
の
医
師
で
 
 

あ
れ
ば
、
面
倒
と
思
う
の
は
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
 
 

な
い
。
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
 
 

に
つ
な
が
り
、
連
携
が
で
き
る
仕
組
み
を
整
え
る
必
要
 
 

が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 

報
告
1
‥
あ
る
病
院
か
ら
、
生
後
間
も
な
い
幼
児
が
虐
 
 

待
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
通
告
を
受
け
た
。
こ
の
幼
児
 
 

は
痙
攣
を
起
こ
し
て
搬
送
さ
れ
、
複
数
箇
所
の
頭
蓋
内
 
 

出
血
が
見
つ
か
っ
た
。
出
産
時
の
怪
我
で
は
な
く
、
明
 
 

ら
か
に
外
力
が
加
わ
り
受
傷
し
た
も
の
で
あ
る
と
診
断
 
 

さ
れ
た
が
、
虐
待
の
確
証
は
な
い
。
主
治
医
が
実
母
に
、
 
 

子
ど
も
の
傷
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
動
揺
が
見
ら
 
 

れ
た
が
、
自
分
が
虐
待
し
た
と
は
認
め
な
か
っ
た
。
 
 
 

両
親
の
夫
婦
仲
は
不
安
定
で
、
実
母
は
、
妊
娠
中
か
ら
 
 

出
産
し
た
ら
子
ど
も
を
虐
待
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
 
 

不
安
が
あ
り
、
主
治
医
に
相
談
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

実
父
は
離
婚
す
る
つ
も
り
で
お
り
、
子
ど
も
の
退
院
後
の
 
 

同
居
は
困
難
と
見
ら
れ
た
。
幸
い
子
ど
も
の
外
傷
は
小
き
 
 

く
、
治
療
を
受
け
な
が
ら
順
調
に
回
復
し
た
。
 
 
 

実
母
に
よ
る
虐
待
の
疑
い
が
あ
る
こ
と
、
養
育
不
安
が
 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
難
 
 

し
い
と
い
う
精
神
状
態
か
ら
、
乳
児
院
へ
の
入
所
措
置
も
 
 

含
め
て
検
討
し
た
。
一
方
、
実
母
は
、
母
方
祖
母
と
同
居
 
 

し
て
援
助
を
受
け
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
っ
 
 

ま
た
、
病
院
内
で
も
、
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
る
と
保
護
 
 

す
べ
き
だ
と
い
う
小
児
科
医
と
、
実
母
が
育
児
を
し
た
い
 
 

と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
な
ら
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
る
の
も
大
 
 

切
と
い
う
精
神
科
医
の
意
見
が
食
い
違
っ
た
。
 
 
 

結
局
「
虐
待
の
疑
い
あ
り
」
の
診
断
が
難
し
く
、
ま
た
 
 

実
母
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
た
め
、
施
設
入
所
は
難
し
い
 
 

と
い
う
こ
と
で
、
母
方
祖
母
宅
へ
の
退
院
と
な
っ
た
。
 
 
 

退
院
後
1
年
間
経
過
し
た
現
在
、
実
母
は
保
健
セ
ン
 
 

タ
ー
な
ど
の
関
係
機
関
の
支
援
を
受
け
て
お
り
、
子
ど
 
 

も
は
保
育
園
に
毎
日
通
っ
て
い
る
。
虐
待
の
様
子
は
な
 
 

く
、
順
調
に
来
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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報
告
2
‥
4
歳
児
の
両
ほ
ほ
が
腫
れ
て
、
背
中
に
叩
か
 
 

れ
た
よ
う
な
ア
ザ
が
あ
る
。
以
前
に
も
数
回
こ
の
よ
う
 
 

な
状
態
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
児
童
が
通
園
す
る
保
 
 

育
園
か
ら
通
告
が
あ
っ
た
。
 
 
 

児
童
相
談
所
が
家
庭
訪
問
し
、
本
児
の
傷
に
つ
い
て
 
 

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
実
父
は
し
つ
け
の
た
め
に
叩
い
た
こ
 
 

と
を
認
め
た
。
児
童
相
談
所
は
暴
力
に
よ
る
し
つ
け
は
 
 

効
果
が
な
い
こ
と
を
伝
え
、
以
後
定
期
的
に
家
庭
訪
問
 
 

を
行
い
、
指
導
・
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
 
 

そ
れ
以
降
も
本
児
は
ア
ザ
を
作
っ
て
登
園
す
る
こ
と
が
 
 

あ
っ
た
。
あ
る
日
、
保
育
園
に
保
護
者
か
ら
本
児
が
休
 
 

む
と
の
連
絡
が
入
っ
た
が
、
そ
の
理
由
が
不
自
然
だ
っ
 
 

た
た
め
、
児
童
相
談
所
が
立
ち
入
り
調
査
を
行
っ
た
。
 
 

そ
の
結
果
、
本
児
の
眼
周
囲
に
ア
ザ
が
あ
る
こ
と
を
発
 
 

見
し
、
本
児
を
一
時
保
護
し
た
。
 
 

一
時
保
護
後
の
小
児
科
医
に
よ
る
診
察
で
、
他
の
部
 
 

分
に
も
外
傷
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
他
科
へ
診
察
を
依
 
 

頼
し
た
と
こ
ろ
、
皮
下
出
血
、
結
膜
下
出
血
、
皮
膚
潰
 
 

瘍
、
鼓
膜
内
出
血
が
み
ら
ゎ
た
。
傷
の
状
態
か
ら
転
ん
 
 

だ
な
ど
の
受
傷
あ
る
い
は
自
優
に
よ
る
傷
と
は
考
え
に
 
 

く
く
、
虐
待
に
よ
る
も
の
と
強
く
疑
わ
れ
た
。
幸
い
な
 
 

こ
と
に
脳
に
異
常
は
な
く
、
全
治
2
週
間
程
度
と
の
診
 
 

断
で
あ
っ
た
。
 
 
 

実
父
は
本
児
の
た
め
を
思
っ
て
厳
し
く
し
て
お
り
、
 
 

本
児
の
し
つ
け
は
自
分
が
責
任
を
持
っ
て
す
る
の
で
、
 
 

本
児
を
返
す
よ
う
に
訴
え
た
。
継
母
は
自
分
の
子
ど
も
 
 

で
は
な
い
の
で
、
あ
ま
り
関
与
し
な
い
態
度
で
あ
っ
た
。
 
 

一
時
保
護
し
た
後
も
、
実
父
が
暴
力
に
よ
る
し
つ
け
を
 
 

肯
定
し
、
改
善
の
見
通
し
が
な
い
こ
と
か
ら
、
児
童
相
談
 
 所

は
本
児
の
施
設
入
所
が
適
当
と
判
断
し
た
。
し
か
し
実
 
 

父
が
施
設
入
所
に
同
意
し
な
い
た
め
、
児
童
福
祉
法
遜
条
 
 

に
基
づ
く
申
し
立
て
を
行
い
、
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
 
 

て
児
童
養
護
施
設
へ
の
入
所
措
置
を
行
っ
た
。
 
 

児
童
虐
待
の
対
応
は
、
児
童
相
談
所
が
中
核
機
関
と
 
 

な
っ
て
動
い
て
は
い
る
が
、
単
独
で
は
対
応
で
き
な
い
 
 

た
く
さ
ん
の
課
題
が
あ
る
た
め
、
他
機
関
と
の
連
携
は
 
 

非
常
に
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
。
基
幹
病
院
へ
の
要
望
、
 
 

連
携
の
課
題
と
し
て
以
下
4
点
挙
げ
た
。
 
 

1
．
明
ら
か
に
虐
待
と
断
定
で
き
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
 
 
 

不
自
然
で
分
か
り
に
く
い
事
例
も
あ
る
。
予
防
を
含
 
 
 

め
た
観
点
か
ら
、
通
告
や
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
病
 
 
 

院
と
児
童
相
談
所
お
よ
び
保
健
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
 
 
 

の
あ
り
方
が
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
病
院
内
で
の
情
 
 
 

報
を
集
約
し
、
他
機
関
と
の
連
絡
・
調
整
を
行
う
窓
 
 
 

口
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

2
．
児
童
福
祉
法
遜
条
の
申
し
立
て
な
ど
、
子
ど
も
を
 
 
 

強
制
的
に
保
護
者
か
ら
分
離
す
る
措
置
を
と
る
た
め
 
 
 

に
は
、
診
断
書
が
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
医
師
に
よ
 
 
 

る
「
被
虐
待
の
疑
い
」
「
被
虐
待
症
候
群
」
な
ど
の
診
 
 
 

断
が
可
能
で
あ
れ
ば
非
常
に
あ
り
が
た
い
。
 
 

3
．
児
童
相
談
所
が
虐
待
の
疑
い
の
あ
る
子
ど
も
を
保
 
 
 

護
し
た
あ
と
、
病
院
に
一
時
保
護
委
託
す
る
こ
と
が
 
 
 

法
的
に
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
病
院
に
押
し
か
 
 
 

け
る
保
護
者
へ
の
対
応
な
ど
の
課
題
が
あ
る
。
 
 

4
．
子
ど
も
の
処
遇
や
保
護
者
へ
の
指
導
援
助
に
つ
い
 
 
 

て
は
、
関
係
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
対
応
 
 
 

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
迅
速
に
関
係
者
会
 
 

回
一
時
保
護
委
託
の
場
合
、
病
院
か
ら
無
理
や
り
つ
 
 
 

れ
て
帰
ろ
う
と
す
る
親
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
 
 
 

よ
い
か
。
 
 

園
 
児
童
相
談
所
か
ら
委
託
を
受
け
て
い
る
の
で
、
話
 
 
 

し
合
い
は
主
治
医
で
は
な
く
児
童
相
談
所
に
お
願
い
 
 
 

し
ま
す
、
と
対
応
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
で
す
。
 
 

回
 
軽
症
の
場
合
も
あ
り
判
断
が
難
し
い
。
し
つ
け
と
 
 
 

虐
待
の
線
引
き
は
ど
の
よ
う
に
判
別
す
る
の
か
。
 
 

囚
 
医
学
的
に
解
決
す
る
た
め
に
も
線
引
き
は
必
要
。
 
 
 

「
傷
跡
が
残
る
よ
う
な
体
罰
は
し
つ
け
と
呼
ん
で
は
い
 
 
 

け
な
い
」
と
医
師
が
認
識
す
る
し
か
な
い
。
 
 
 

回
 
医
療
側
は
、
地
域
・
家
庭
状
況
な
ど
子
ど
も
を
取
 
 
 

り
巻
く
環
境
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
診
察
を
す
る
。
 
 
 

診
察
を
す
る
上
で
も
必
要
な
情
報
が
欲
し
い
。
1
ケ
 
 
 

月
に
1
度
程
度
、
関
係
者
の
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
機
 
 
 

会
を
持
っ
て
は
ど
う
か
。
 
 

国
 
事
例
の
積
み
重
ね
か
ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
情
 
 
 

報
の
共
有
化
を
す
る
た
め
に
も
、
詳
し
い
検
討
会
が
 
 
 

必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
 
 

議
が
も
て
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
作
り
が
必
要
。
た
だ
 
 

し
、
守
秘
義
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
検
討
が
必
要
。
 
 

306   



別添4  

2004年（平成16年）9月5日 広島県医師全速報（第1878号）附環 昭和2（う年8月27日 第3桂郵便物認刊（1）  

医療現場における児童虐待に関するアンケート調査結果報告  

広島県地域保健対策協議会児童虐待対策特別委員会  

委員長  田中 義人  

解析担当者 郡谷 耕治  

l：はじめに   

広島県地域保健対策協議会では、年々増加する児童虐待の早期発見・早期対応のために、平  

成14年度より児童虐待・思春期問題対策特別委員会を設け、医療機関が他の専門楼閣や民間団  

体との協力体制の下に連携を深め、より効果的に児童虐待に対応することを目的として、広島  

県内の32医療機関よりなる虐待相談・診療協力医療機関ネットワークを構築した1）。このネッ  

トワークが運用される中で、協力医療横間と一般地域医療横間（かかりつけ医療横関）および  

児童相談所との連携はより緻密なものとなったが、臨床現場の医師の児童虐待への対応の実情  

は不明な点が多く、児童虐待について保護者や保育関係者を対象とじた調査報告は多くみられ  

るが2）3）4）5）、臨床現場の医師を対象とした児童虐待に関する■意識調査の報告はみあたらなかっ  

た。そこで、平成15年度児童虐待対策特別委員会において、実態を把握するために医師を対象  

としたアンケート調査を実施することとなった。   

今回のアンケート調査は広島県医師会員全員（6，291名）を対象とし、平成15年10月に実施さ  

れたものである。・詭査に当たってご協力いただいた広島県医師会員の先生方に深謝するととも  

に調査結果の一部をご報告する。  

tl：調査の概要  

1：調査の目的  

児童虐待に閲し、医療現場での現状を調査・分析し、効果的な対応のあり方など今後の   

施策に役立せることを目的とする。  

2：調査の実施方法  

広島県哀師会員全員を対象とし、児童虐待症例の経験の有無、対応の仕方、児童虐待に   

ついての考え方などについてアンケート調査を実施した。調査の方法ほ郵送による記入式   

調査とし．調査票は広島県医師会員6，291名に郵送した。調査の実施期間は平成15年］0月1   

日から10月17日でぁった。調査票の内容は【図1】に示す通りである。  
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（4）200′招1平成1昨）〔）月51］ 広島県医師会速朝（第1878号）附録 昭利26年Sノ】27E二】第3桂郵便物認可  

＝ 調空巨結果  

1：アンケート回収率   

アンケートの回収率は、全体で37．3％（2，348／／／′′6，291）であった。診療科別では、小児科  

57．（〕％（204′ 358）、内科34．1％（894／ノ／2，（；23）、外科41．乃ら（352′／844）、1整形外科36■8％  

（L59／4：ミ2）、脳神経外科27．0％（44ノ／／1（う3）、精神神経科42．7％（120／／281）、耳鼻咽喉科  

46．1％（105′′228）、眼科37．1％（109／／／294）、皮膚科35．6％（64／180）、泌尿器科47・2％  

（50／／′10〔；）、麻酔科25．4チら（30′118）、産科婦人科44，3％（129 ′291）、その他1臥8％（70／   

ニi73）であった（図2）。  

図2：診療科別アンケート回収率  

小児科  

内科  

外科  

警形外科   

脳神経外科   

精神神経科   

耳鼻咽喉科  

眼科  

皮膚科  

′必尿器科  

麻酔科   

産科婦人科  

その他  

40ワも  50qら  60％  0％  10う乙  20％  30％  

2：児童虐待例の遭遇経験の有無と児童虐待への関心度   

児童虐待例の通過経験がある医師は全体の12．7％（ 

は、勤務医の17．0％（212／′／′1，248）、開業医の8．3％（86／1，037）に児童虐待例の経験があっ   

た。診療科別では、小児科54．0％（111／／204）、脳神経外科36．0％（16／4射、精神神経科   

29．0％（35／／12n）、皮膚科19．0ワる（12′′／64〕、麻酔科17．0％（5／30）、整形外科16．0％（25  

／159）が上位を占めていた（図3）。一方、 経験のある299医師の内訳は、小児科37．1％  

（11レ2ミ）9）、内科13．∫4％（′軋／29ミ））、外科8．7％（′26′ノ′2！）9）、整形外科8．く：1％・：25／′2沖）、脳   

神経外科5．4％（16／／299）、精神神経科11．7％（35′′′299）、耳鼻咽喉杵ニヨ．0ワる9／／／29t））、眼   

科1．3％ト1／′／299）、皮膚科4．〔）％（12′／／′299）、泌尿器ネ＝．3％（1 2し）〔））、麻断碑＝．7％（5  

／′299）、甚科婦ノし科3．0％（9′′／29！））、その他2．0％（ノG 2リ〔））であった（図4）1   

「子どもを診療するときに虐待について意識していますかE という質問に対しては、㌢休で   

は、「意識†ノている〈j と答えた医師が27，0％（634／／′2∴う舶）であった、勤務湖沼り」医師の年齢   

別による差はみられなかった。虐待の遭遇締験の有無別では、意識していると■一が、辞騒のあ   

る医師では62．2％（ほ6′299）、経験のない医師では21．f）ワる（44バ 2，049）であった〕診峠科   

別では、意識！ノている医師の制令は、小児科71．（う％（1車う′ 2け′1）、脳神経舛剰ぷ．3？ら（23  

－310－   
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44）、整形外科こう5．8％（57／／／159）、精神神経科35．0％（22／／120）、麻酔科30．0％（1こ墾／／30）、  

皮膚科25．0％（46／64）の順で上位を占めていた。  

「児童虐待問題に関心がありますか」という質問に対しては、13．0％（306／／2，348）が「関  

心なし」との回答であった。勤務状況、医師の年齢による差はみられなかった。診療科別で  

は、l関心なし」と答えた医師は、小児科4．9％（10／／／204）、皮膚科7凋％（5／／64）、精神神  

経科8．3％（10／／120）、整形外科9．4％（15／／／159）の順で少なかった。  

「
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児童虐待例に遭遇した経験のある医師の割合  

（診療科別）  
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虐待例に遭遇した経験のある医師299名の診療科別内訳  
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3：児童虐待防止等に関する法律についての知識   

児童虐待防止等に関する法律については、「よく知っている」が全体の9．5一％（222′／2，348）   

であり、「あまり詳しく知らない」が66．5％（1，561／2，348）、「知らない」が23．1％（542ノ／  

2．348）であった。勤務状況や医師の年齢別による差はみられなかった。虐待例の経験の有軽   

別では、「よく知っている」が経験のある医師では24．4％（73／／／299）、経験わない医師では  

7．3％（149／2，049）であった。診療科別でほ、「よく知っている」割合が小児科では35．8％  

（73／／204）、精神神経科では20．0％（24／120）と高率であった。   

早期発見義務があることについては、「知っている」が全体の59．8％（1，405／／′2，348）で   

あった。虐待例の経験のある医師では「知っている」が80．6％（241／299）であった。診療   

科別では、小児科医の91．2％（186／204）、脳外科医の75．0％（33／44）がほ口っている」と   

回答していた。   

医師に通告義務があることについては、全体の66．3％（1，557／2，348）が「知っている」   

と回答していた。勤務状況や医師の年齢別による差はみられなかった。虐待例の経験のある   

医師の83．3％（249／299）が「知っている」との回答であった。診療科別では、小児科医の   

95．1％（194／204）、脳外科医の81．8％（36／44）、整形外科医の74．2％（11軋／159）、精神科   

医の7ニi．3％（88／120）が「知っている」と回答していた。   

通告が守秘義務違反になるか否かについては、86．0％（2，019／2，34白）の医師が「ならな   

い」と回答していた。勤務状況、年齢、虐待例の経験の有無、診療科による差はみられなかっ   

た。  

4：児童虐待の発生要因   

「児童虐待の発生要因をどうお考えですか（複数回答可）」という質問に対する回答は、多   

いものから順番に、「親の資質」82．5％（1，936／2，348）、「親自身の生育歴」68．6％（1，610／／   

2，348）、「育児の孤立」49．4％（1，159／2，348）、「夫婦の問題」46．0％（1，081／2，348）、「若   

年結婚j32．7％（768／2，348）、「経済的な困窮」32．7％（767／／2，348）、「親子分維による愛着   

不全」2：5．6％（600／2，348）、「保育所などの社会資源の不足」13．5％（318／／2，348）、「子ども   

側の要因」9．7％（227／／2，348）であった。児童虐待例の経験の有無による差はみられなかっ   

た。  

5：児童虐待の防止策と医師として取り組むべき課題   

「児童虐待防止策として何が大切だと思われますか（複数回答）」という質問の回答は、多   

い川射二、「早期発見・早期対応、j89．1％（2，一093′／2，348）、「保護・支援」75．3％（1，768 

2，348）、ぎ▲発生予防J62．1％（1，′157／／2，348）、lアフターケア」57．9％（1，359 2，348）、   

＝す発予防」57．6％（］，353ノ′／／2∴う48）であった。児童虐待例の経験の有無による差はみられな   

かった。   

「医師とLて取り組むべき諜是引ま何でLよう（複数回答）」に対する回答は、「早期発見」が   

86∴う％（2，026／／′2，348）と最も多く、次いで「関係機関への連絡・連携」が76．0％（1，785／ 

2，348）、「保護者への初期対応」が52．7％（1，238／2，348）、「保護者への治療」が42．8％  

（】，004ノ2，348）、「虐待の診断・評価」が38．5％（903′′′／／2，348）、「予防≠j が26．7％（G26   

2∴う48）の順であった。児童虐待例の経験の有無による差はみられなかった。   

6：児童虐待例への対応   

川 児童虐待例に遭遇した経醍のない医師  

児童虐待例の遭遇経験のない医師に対する fもし虐待を疑わせるような子どもが′乏診L  
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