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目的　都市部に居住する若年者の過去 1年間の自殺念慮経験と心理社会的特徴の関連を明らかにし，
今後地域において自殺予防対策を推進する上での示唆を得ることを目的とした。

方法　調査会社にWeb調査を委託し， 6つの政令指定都市に居住する18～39歳のモニター登録者
1,714人から調査協力を得た。調査項目は，デモグラフィック要因，過去 1 年間の自殺念慮経
験の有無，援助に対する認知傾向，味方になってくれる人や機関，日常生活上の悩み，過去の
体験，一般的信頼感，うつ・不安の程度（K6），心理的対処であった。分析は，男女別に，過
去 1年間の自殺念慮の有無と心理社会的特徴の関連について，調査項目の頻度または平均値の
比較をそれぞれχ2検定あるいはｔ検定を用いて行った。また，男女間での関連要因の違いを
検討するため，男女別にロジスティック回帰分析を行った。

結果　多重ロジスティック回帰分析によって調整済みオッズ比を算出した結果，男女ともに自殺の
相談を受けた経験があること，うつ・不安の程度の高さ，および肯定的未来志向得点の低さが
過去 1年間の自殺念慮経験と有意に関連していた。これに加え男性では，身体の悩みの小ささ，
不登校経験があることが，過去 1年間の自殺念慮経験と有意に関連していた。また，女性では，
自分の味方になってくれる中学以前からの友人がいないこと，家族とのコミュニケーションや
恋人とのつき合いにおける悩みの大きさ，友人とのつき合いにおける悩みの小ささおよび有意
味感得点の低さが過去 1年間の自殺念慮経験と有意に関連していた。

結論　過去 1年間の自殺念慮経験の関連要因の特徴としては，特に，女性では過去の体験に加え，
家族とのコミュニケーションや恋人とのつき合いに関する悩みとの関連がみられるなど，日常
の悩みの程度との間に関連がみられた。男女とも過去 1年間の自殺念慮経験あり群の方が肯定
的未来志向の程度が低く，うつ・不安の程度が高い傾向がみられたことから，都市部の若年者
の自殺予防対策においては，肯定的未来志向の低さやうつや不安の程度の高さを自殺関連行動
のセカンダリアウトカムとして設定し，多様な支援方法を検討してくことが必要と考えられる。
特に，家族や友人以外に相談できる窓口の普及啓発を進めることや，自殺リスクの高い若年者
に対してより早期にアウトリーチ活動を実施していくことで，必要な支援につなげ自殺予防を
推進していく必要がある。

キーワード　都市部，若年者，自殺念慮経験，心理社会的特徴，アウトリーチ

Ⅰ　は　じ　め　に

　わが国全体の自殺死亡者数は近年減少傾向に

あり，2012年以降は年間 3万人を下回る水準で
推移している1）。しかしながら，10代後半から
30代までの死因の第 1位は依然として自殺であ
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り，こうした若年層の自殺死亡率に関しては，
他の年齢層ほど顕著な減少傾向が認められてい
ない1）。特に，年少人口や生産年齢人口の割合
が比較的高い都市部においては，若年者を対象
とした自殺対策の策定が最も重要な課題の一つ
となっている。
　これまで実施されてきた若年者を対象とする
自殺予防対策を概観すると，心理療法や個別援
助の領域では，将来の自殺企図を減少させると
いうエビデンスが蓄積されつつある方法論もい
くつか報告されてきてはいるものの2），「地域
レベル」での自殺死亡率の低下を示す科学的根
拠は乏しい状況にある3）4）。もっとも，他の年
代層に比べて若年者の自殺発生頻度は非常に低
く，自殺未遂や自傷行為，自殺念慮といった自
殺関連行動（suicide related behavior）の減少
を唯一のアウトカム指標にすること自体が問題
であるともいえる。したがって，今後の自殺予
防対策においては，自殺関連行動の減少をプラ
イマリアウトカムに置きつつ，自殺関連行動を
抑制する要因を幅広くセカンダリアウトカムと
して設定し，それらの長期的な変化を対策の目
標とすることが求められる5）。わが国でも2016
年 4 月に改正自殺対策基本法が施行され，都道
府県と市町村のそれぞれに自殺対策計画を定め
ることが求められているが，こうした自殺対策
計画を策定する上で，自殺関連行動の発生状況
やその関連要因の実態把握は不可欠である。
　以上を踏まえ，本研究は，特に自殺関連行動
のうち自殺念慮に焦点をあて，都市部に居住す
る若年者の過去 1年間の自殺念慮経験と心理社
会的特徴の関連を明らかにし，今後地域におい
て自殺予防対策を推進する上での示唆を得るこ
とを目的とした。その際，先行研究6）7）におい
てわが国の自殺の関連要因には性差があること
が指摘されていることから，本研究においても
男女差に着目した分析を行った。なお，本研究
において，若年者とは18～39歳の者とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　調査対象者および手続き
　調査会社にWeb調査を委託し，2016年 6 月
1 日現在， 6つの政令指定都市に居住する18～
39歳のモニター登録者29,909人を対象として，
1,714人から調査協力を得た。調査地域の選定
方法に関しては，人口100万人以上の政令指定
都市と人口100万人未満の政令指定都市を，そ
れぞれ東日本エリア，西日本エリア，九州エリ
アから 1市ずつ計 6市選択した。調査期間は
2016年 7 ～ 8 月である。

（ 2）　調査項目
　調査項目は，デモグラフィック要因（年齢，
性別，配偶状況，職業），過去 1 年間の自殺念
慮経験の有無，援助に対する認知傾向，味方に
なってくれる人や機関，日常生活上の悩み，過
去の体験，一般的信頼感，うつ・不安の程度
（K6），心理的対処であった。
　援助に対する認知傾向については，すでに信
頼性・妥当性が確認され，現在国内で最も多く
用いられている田村らが作成した「被援助志向
性尺度」8），岡らが自殺の保護因子を明らかに
するための調査で用いた「助け合いの心理的負
担因子項目（ 3項目）」9），および永井らが作成
した「相談行動の利益・コスト尺度改訂版」の
「自己評価の低下因子項目（ 3項目）」10）を用い
てデータを収集した。
　味方になってくれる人や機関および一般的信
頼感は，内閣府が実施した「ソーシャル・キャ
ピタルに関する調査」11）で用いられた調査項目
の選択肢を参考に作成した。
　日常生活上の悩みは，身体の悩みや心の健康
など若年者の一般的な悩みごと10項目について，
対象者にとっての悩みの程度をそれぞれ 4件法
（ 1．小さい～ 4．大きい）で収集した。
　過去の体験は，「自殺の相談を受けた経験」
「不登校経験」「いじめ被害経験」について有
無を尋ねた。
　うつ・不安の程度は，うつ病と不安障害のス



―　 ―26

第65巻第 6号「厚生の指標」2018年 6 月

クリーニング調査票として信頼性・妥当性の高
いK6調査票12）の質問項目を使用した。K6は 6
項目で構成され， 5点以上であれば気分・不安
障害の可能性が高いとされている。
　心理的対処の変数は，小塩らが作成し，信頼
性・妥当性が確認されている「精神的回復力尺
度」13）および若年者の自殺の予防因子の一つで
あるストレス対処能力（首尾一貫感覚）を測定
する目的で， 3項目版SOC尺度14）15）によるデー

タ収集を行った。精神的回復力尺度は新奇性追
求，感情調整，肯定的未来志向の 3因子から構
成されており，SOC尺度は処理可能感，有意味
感，把握可能感の 3因子から構成されている。

（ 3）　倫理的配慮
　調査実施に先立ち，文章にて「調査の目的」
「調査方法」「調査結果の使われ方」「研究参加
による利益と危険性」「プライバシーの保護」

表 1　過去 1年の自殺念慮を目的変数としたロジスティック回帰分析（男）
過去 1年の自殺念
慮あり（ｎ＝89）

過去 1年の自殺念
慮なし（ｎ＝725） χ2検定

または
t 検定

p
非調整 調整済

ｎ
平均

％
SD

ｎ
平均

％
SD

オッズ
比

95％
信頼区間

オッズ
比

95％
信頼区間

年齢（歳） 29.0 5.8 29.9 5.9 △1.36 0.182 0.98 0.939- 1.012 0.98 0.917- 1.036
職業（人）
　正規・自営業（基準） 47 52.8 469 64.7

15.99 ＜0.001
1.00 - 1.00 -

　非正規 15 16.9 92 12.7 1.63 0.873- 3.033 0.81 0.334- 1.967
　学生 10 11.2 110 15.2 0.91 0.444- 1.852 0.74 0.251- 2.208
　無職（主婦・主夫含む） 17 19.1 54 7.4 3.14 1.686- 5.852 1.80 0.721- 4.506
配偶状況（人）
　既婚（基準） 11 12.4 209 28.8

11.14 ＜0.010
1.00 - 1.00 -

　未婚 75 84.3 501 69.1 2.84 1.480- 5.465 2.01 0.817- 4.952
　離別・死別 3 3.4 15 2.1 3.80 0.956-15.103 5.32 0.792-35.778
援助に対する認知傾向（得点）
　援助への欲求・態度 21.12 4.35 21.93 3.99 △1.77 0.077 0.95 0.903- 1.005 0.97 0.889- 1.047
　援助抵抗感の低さ 11.16 3.74 11.93 2.77 △2.37 0.018 0.91 0.847- 0.985 1.09 0.968- 1.231
　相談コスト（自己評価低下） 9.94 3.11 8.97 2.66 3.20 ＜0.010 1.14 1.052- 1.238 1.03 0.913- 1.160
味方になってくれる人や機関（人）
　公的相談窓口 19 21.3 139 19.2 0.24 0.670 1.14 0.667- 1.963 1.34 0.639- 2.808
　専門家 19 21.3 145 20.0 0.09 0.780 1.09 0.634- 1.861 0.78 0.359- 1.681
　近所の人 9 10.1 39 5.4 3.20 0.091 1.98 0.925- 4.235 2.42 0.798- 7.365
　家族 45 50.6 526 72.6 18.30 ＜0.001 0.39 0.248- 0.605 0.59 0.314- 1.106
　親戚 11 12.4 133 18.3 1.95 0.186 0.63 0.325- 1.213 0.94 0.349- 2.528
　職場の同僚 18 20.2 127 17.5 0.40 0.557 1.19 0.688- 2.072 2.22 0.989- 4.969
　学校の教職員 6 6.7 38 5.2 0.35 0.616 1.31 0.536- 3.184 1.24 0.296- 5.161
　恋人 19 21.3 171 23.6 0.22 0.692 0.88 0.515- 1.502 1.24 0.563- 2.736
　中学以前からの友人 18 20.2 179 24.7 0.86 0.431 0.77 0.449- 1.332 1.16 0.515- 2.619
　中学卒業以降の友人 20 22.5 206 28.4 1.40 0.261 0.73 0.433- 1.232 0.95 0.444- 2.032
　その他 2 2.2 2 0.3 6.30 0.061 8.31 1.156-59.743 6.43 0.420-98.452
日常生活上の悩み（得点）
　身体の悩み 2.49 1.04 2.28 0.93 1.99 0.047 1.27 1.002- 1.599 0.66 0.447- 0.970
　心の健康 2.99 0.98 2.41 0.94 5.52 ＜0.001 1.97 1.527- 2.529 1.12 0.729- 1.717
　仕事・学業 3.10 0.91 2.65 0.93 4.28 ＜0.001 1.75 1.343- 2.274 1.26 0.842- 1.890
　子育て 1.67 0.94 1.78 0.93 △1.00 0.316 0.88 0.689- 1.128 1.08 0.705- 1.658
　親の介護 1.98 0.93 1.88 0.89 0.97 0.331 1.13 0.886- 1.435 1.08 0.738- 1.566
　生活費 2.98 1.01 2.64 0.97 3.10 ＜0.010 1.45 1.142- 1.840 1.06 0.745- 1.507
　家族とのコミュニケーション 2.35 1.05 2.05 0.88 2.93 ＜0.010 1.42 1.120- 1.803 0.97 0.651- 1.437
　家族の問題 2.31 0.98 2.06 0.88 2.49 0.013 1.36 1.064- 1.725 0.98 0.626- 1.518
　友人とのつき合い 2.11 0.99 2.03 0.87 0.83 0.410 1.11 0.867- 1.419 0.93 0.620- 1.392
　恋人とのつき合い 1.93 1.03 1.91 0.92 0.19 0.852 1.02 0.808- 1.294 0.90 0.618- 1.313
過去の体験（人）
　自殺の相談を受けた経験 26 29.2 68 9.4 30.53 ＜0.001 3.99 2.369- 6.711 2.44 1.139- 5.223
　不登校経験 38 42.1 84 11.6 60.21 ＜0.001 5.69 3.527- 9.167 3.41 1.737- 6.682
　いじめ被害経験 53 59.6 242 33.4 23.50 ＜0.001 2.94 1.873- 4.611 1.32 0.685- 2.552
一般的信頼感（得点） 3.49 2.10 4.41 1.89 △4.15 ＜0.001 0.78 0.696- 0.881 0.89 0.744- 1.056
K6合計点 13.51 6.09 6.77 5.70 10.45 ＜0.001 1.21 1.155- 1.256 1.21 1.134- 1.289
心理的対処（得点）
　精神的回復力_新奇性追求 20.34 5.11 22.34 4.73 △3.73 ＜0.001 0.92 0.875- 0.960 1.01 0.933- 1.097
　精神的回復力_感情調整 24.08 6.90 27.72 5.25 △5.95 ＜0.001 0.89 0.856- 0.927 1.01 0.952- 1.080
　精神的回復力_肯定的未来志向 12.06 5.31 15.23 4.45 △6.22 ＜0.001 0.86 0.820- 0.905 0.92 0.846- 0.992
　SOC_処理可能感 3.36 1.65 4.17 1.36 △5.16 ＜0.001 0.67 0.570- 0.783 0.99 0.764- 1.286
　SOC_有意味感 3.78 1.55 4.43 1.30 △4.37 ＜0.001 0.71 0.600- 0.828 0.81 0.620- 1.051
　SOC_把握可能感 3.72 1.57 4.13 1.27 △2.81 ＜0.010 0.79 0.671- 0.933 1.15 0.868- 1.517
注　強制投入法，SD：標準偏差
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「調査への同意と調査に参加しないことによる
不利益」「調査に関する問い合わせ方法」につ
いて提示し，調査協力の任意性や回答拒否の自
由，および同意撤回の方法についての説明を熟
読してもらい，研究への協力に同意した者のみ
が本調査画面に進めるように調査画面を作成し
た。さらに，調査質問項目に，「自殺」「自傷行
為」「不登校」「いじめ」に関する内容が含まれ
ることを事前に伝え，調査中にその言葉を見る

ことによって精神的に不安定になる可能性のあ
る者は，事前に調査を辞退してもらうように文
章で説明した。
　なお，本研究は，新潟県立大学倫理審査委員
会の承認を得て実施された（承認年月日：平成
28年 6 月28日，受付番号：1604）。

（ 4）　分析方法
　男女別に，過去 1年間の自殺念慮の有無と心

表 2　過去 1年の自殺念慮を目的変数としたロジスティック回帰分析（女）
過去 1年の自殺念
慮あり（ｎ＝112）

過去 1年の自殺念
慮なし（ｎ＝788） χ2検定

または
t 検定

p
非調整 調整済

ｎ
平均

％
SD

ｎ
平均

％
SD

オッズ
比

95％
信頼区間

オッズ
比

95％
信頼区間

年齢（歳） 26.6 5.4 27.5 5.1 △1.70 0.089 0.97 0.929-1.005 0.99 0.923-1.051
職業（人）
　正規・自営業（基準） 29 25.9 264 33.5

3.93 0.269
1.00 - 1.00 -

　非正規 28 25.0 188 23.9 1.36 0.781-2.355 0.89 0.428-1.830
　学生 14 12.5 109 13.8 1.17 0.595-2.298 0.78 0.297-2.029
　無職（主婦・主夫含む） 41 36.6 227 28.8 1.64 0.990-2.731 1.47 0.683-3.155
配偶状況（人）
　既婚（基準） 32 28.6 292 37.1

6.73 0.035
1.00 - 1.00 -

　未婚 80 71.4 476 60.4 1.53 0.993-2.370 1.08 0.492-2.383
　離別・死別 0 0.0 20 2.2 0.00 0.000- 0.00 0.000-
援助に対する認知傾向（得点）
　援助への欲求・態度 22.57 4.97 23.67 4.32 △2.47 0.014 0.95 0.902-0.989 1.01 0.932-1.084
　援助抵抗感の低さ 11.08 3.09 12.44 2.87 △4.66 ＜0.001 0.85 0.792-0.911 1.03 0.910-1.158
　相談コスト（自己評価低下） 10.36 3.18 8.93 2.86 4.88 ＜0.001 1.18 1.103-1.266 1.05 0.948-1.173
味方になってくれる人や機関（人）
　公的相談窓口 10 8.9 109 13.8 2.06 0.180 0.61 0.309-1.206 0.75 0.300-1.861
　専門家 20 17.9 121 15.4 0.47 0.489 1.20 0.712-2.017 1.15 0.528-2.486
　近所の人 1 0.9 33 4.2 2.93 0.110 0.21 0.028-1.522 0.28 0.025-3.079
　家族 75 67.0 647 82.1 14.17 ＜0.001 0.44 0.286-0.682 1.39 0.711-2.699
　親戚 9 8.0 127 16.1 4.99 0.024 0.46 0.224-0.922 0.58 0.237-1.414
　職場の同僚 13 11.6 153 19.4 3.98 0.050 0.55 0.298-0.998 1.59 0.694-3.637
　学校の教職員 4 3.6 43 5.5 0.70 0.502 0.64 0.226-1.823 1.43 0.378-5.383
　恋人 25 22.3 204 25.9 0.66 0.487 0.82 0.513-1.319 1.01 0.487-2.073
　中学以前からの友人 23 20.5 265 33.6 7.73 ＜0.010 0.51 0.315-0.826 0.41 0.195-0.849
　中学卒業以降の友人 34 30.4 336 42.6 6.11 0.014 0.59 0.383-0.899 0.96 0.497-1.854
　その他 2 1.8 9 1.1 0.34 0.636 1.57 0.336-7.379 0.39 0.033-4.470
日常生活上の悩み（得点）
　身体の悩み 2.77 0.98 2.34 0.93 4.51 ＜0.001 1.63 1.311-2.031 1.08 0.775-1.507
　心の健康 3.25 0.94 2.47 0.95 8.17 ＜0.001 2.51 1.971-3.202 1.08 0.744-1.572
　仕事・学業 3.14 0.94 2.64 0.97 5.20 ＜0.001 1.79 1.422-2.240 1.11 0.793-1.541
　子育て 1.66 1.02 1.82 1.01 △1.55 0.121 0.85 0.689-1.045 0.87 0.616-1.221
　親の介護 1.88 1.05 1.81 0.88 0.76 0.449 1.09 0.877-1.346 0.79 0.561-1.111
　生活費 3.09 0.88 2.65 1.00 4.45 ＜0.001 1.62 1.302-2.014 0.99 0.715-1.364
　家族とのコミュニケーション 2.55 1.06 2.03 0.91 5.62 ＜0.001 1.77 1.437-2.175 1.40 1.000-1.964
　家族の問題 2.38 1.12 2.07 0.91 3.22 ＜0.010 1.39 1.135-1.708 1.03 0.749-1.420
　友人とのつき合い 2.24 1.07 2.06 0.91 1.97 0.049 1.23 1.000-1.514 0.62 0.435-0.884
　恋人とのつき合い 2.16 1.18 1.82 0.92 3.55 ＜0.001 1.41 1.160-1.701 1.38 1.011-1.878
過去の体験（人）
　自殺の相談を受けた経験 32 28.6 102 12.9 18.90 ＜0.001 2.69 1.699-4.260 2.16 1.114-4.190
　不登校経験 43 38.4 166 21.1 16.51 ＜0.001 2.34 1.538-3.545 0.88 0.463-1.655
　いじめ被害経験 76 67.9 369 46.8 17.35 ＜0.001 2.40 1.574-3.650 1.11 0.621-1.976
一般的信頼感（得点） 3.11 2.11 4.42 1.96 △6.43 ＜0.001 0.72 0.646-0.799 0.90 0.768-1.046
K6合計点 14.63 5.72 6.79 5.50 14.06 ＜0.001 1.25 1.200-1.302 1.23 1.153-1.308
心理的対処（得点）
　精神的回復力_新奇性追求 20.49 5.73 22.02 4.92 △3.01 ＜0.001 0.94 0.905-0.980 1.07 0.998-1.148
　精神的回復力_感情調整 23.12 6.22 26.44 5.43 △5.96 ＜0.001 0.90 0.870-0.934 1.02 0.964-1.088
　精神的回復力_肯定的未来志向 11.93 4.61 15.37 4.38 △7.72 ＜0.001 0.84 0.804-0.883 0.89 0.824-0.964
　SOC_処理可能感 3.27 1.54 4.23 1.29 △7.25 ＜0.001 0.59 0.510-0.689 1.06 0.802-1.408
　SOC_有意味感 3.58 1.55 4.55 1.28 △7.29 ＜0.001 0.60 0.519-0.696 0.69 0.541-0.886
　SOC_把握可能感 3.57 1.44 4.16 1.25 △4.59 ＜0.001 0.71 0.607-0.822 1.03 0.796-1.342
注　強制投入法，SD：標準偏差
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理社会的特徴の関連について，調査項目の頻度
または平均値の比較をそれぞれχ2検定あるい
はｔ検定を用いて行った。また，男女間での関
連要因の違いを検討するため，「過去 1年間の
自殺念慮」を目的変数とし，その他の変数をそ
れぞれ説明変数として強制投入法によるロジス
ティック回帰分析を男女別に行い，オッズ比と
95％信頼区間を算出した。なお，本研究の統計
解析は，IBM SPSS Statistics24を用いて行い，
有意水準は，サンプルサイズに合わせて厳密に
結果を解釈するため， 1％に設定した。

Ⅲ　結　　　果

　過去 1年間の自殺念慮経験を目的変数として
説明変数との関連を検討した結果について，男
性を表 1，女性を表 2に示した。
　多重ロジスティック回帰分析によって調整済
みオッズ比を算出した結果，男女ともに自殺の
相談を受けた経験（男オッズ比（OR）：2.44，
95％信頼区間（CI）：1.139-5.223／女OR：2.16，
95％CI：1.114-4.190），K6得点（男OR：1.21，95
％CI：1.134-1.289／女OR：1.23，95 ％CI：
1.153-1.308），および肯定的未来志向得点（男
OR：0.92，95％CI：0.846-0.992／女OR：0.89，
95％CI；0.824-0.964）が過去 1年間の自殺念
慮経験と有意に関連していた。
　これに加え男性では，身体の悩みの程度
（OR：0.66，95％CI：0.447-0.970），不登校
経験（OR：3.41，95％CI：1.737-6.682）が過
去 1年間の自殺念慮経験との間に有意な関連が
認められた。なお，多変量解析において，男性
の「身体の悩みの程度」と「心の健康の悩みの
程度」の間には負の相関が認められた（ｒ＝
-0.354）。
　他方，女性では，自分の味方になってくれる
中学以前からの友人の存在（OR：0.41，95％
CI：0.195-0.849），家族とのコミュニケーショ
ンに関する悩みの程度（OR：1.40，95％CI：
1.000-1.964）や恋人とのつき合いにおける悩
みの程度（OR：1.38，95％CI：1.011-1.878），
友人とのつき合いにおける悩みの程度（OR：

0.62，95％CI：0.435-0.884），および有意味
感得点（OR：0.69，95％CI：0.541-0.886）が
過去 1年間の自殺念慮経験と有意に関連してい
た。なお，多変量解析において，女性の「友人
とのつき合いの悩みの程度」と「恋人とのつき
合いの悩みの程度」の間には負の相関が認めら
れた（ｒ＝-0.413）。
　年齢や職業，配偶状況，援助に対する認知傾
向，一般的信頼感では，男女ともに過去 1年間
の自殺念慮経験の間に有意な関連はみられな
かった。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，男性の10.9％，女性の12.4％が
過去 1年間に自殺念慮を経験していた。この数
値は20～30歳代に過去の自殺念慮経験を尋ねた
調査16）の値26.7％と比較して低く，過去 1年間
の自殺念慮の経験を尋ねた大学生を対象とした
調査17）36.0％と比較しても低い値であり，本調
査の対象者では同年代と比較して相対的に自殺
念慮経験を持つ者の割合が低かった。本調査は
モニター登録者によるWeb調査であり，モニ
ター登録者は比較的精神的健康度が高い対象者
から構成されている可能性や，調査協力によっ
て精神的に不安定になることを危惧し，自主的
に調査を辞退した者も一定数存在した可能性は
否定できない。
　本研究の結果，男女ともに過去に自殺の相談
を受けた経験があることやK6得点が高く，肯
定的未来志向得点が低いことが過去 1年間の自
殺念慮経験と有意に関連していた。これらの結
果から，わが国の都市部に住む若年自殺ハイリ
スク者の特徴として，自身もメンタルヘルスの
問題を抱える一方で，本人を取り巻く対人ネッ
トワーク内にも自殺ハイリスク者が一定数存在
している可能性が示唆された。
　続けて男女別に過去 1年間の自殺念慮経験と
関連のあった要因について多変量解析の結果を
みると，男性では不登校の経験が過去 1年間の
自殺念慮経験の頻度の高さと有意に関連してい
た一方で，身体の悩みが大きくなるほど過去 1
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年間の自殺念慮経験の頻度が低くなるという結
果が得られた。単変量解析では，身体の悩みの
大きさは過去 1年間の自殺念慮経験の頻度を高
める可能性があることが示唆されているが，多
変量解析において「身体の悩みの程度」と「心
の健康の悩みの程度」の間に負の相関が認めら
れたことを踏まえると，男性は心の健康につい
て悩みが小さいほど身体についての悩みが大き
いことが示唆される。すなわち，本研究の対象
となった男性においては，心の健康の悩みの程
度の影響を制御した場合，「身体の悩みが大き
い」ことは「自身の身体の状態にきちんと向き
合って気遣いができていること」を意味してい
る可能性が高く，それゆえに身体の悩みが大き
くなるだけ自殺のリスクが縮小するとの結果が
得られたものと考えられる。
　女性においては，日常生活上の悩みとして家
族とのコミュニケーションや恋人とのつき合い
に関する悩みが大きく，友人とのつき合いに関
する悩みが小さくなるほど過去 1年間の自殺念
慮経験の頻度の高さと有意に関連することが示
唆された。単変量解析では，友人とのつき合い
に関する悩みが大きくなるほど過去 1年間の自
殺念慮経験の頻度を高める可能性があることが
示唆されているが，多変量解析においては「友
人とのつき合いの悩みの程度」と「恋人とのつ
き合いの悩みの程度」の間には負の相関が認め
られており，女性では友人とのつき合いでの悩
みが大きいほど，恋人とのつき合いでの悩みが
小さく，過去 1年間の自殺念慮経験の頻度が低
くなることが示唆された。若年女性において恋
人とのつき合いの悩みが小さいのは既婚者の場
合や恋人との関係がうまくいっている場合が多
いことが想定されるが，そのような場合，友人
とのつき合いでの悩みには友人との関係悪化や
トラブルによるものだけでなく，家族や恋人と
過ごす時間が優先され，「友人と会う機会が少
ない」といった悩みも多分に含まれることが考
えられる。すなわち，本研究の対象となった女
性において，「恋人とのつき合いの悩みの程
度」の影響を制御した場合，友人とのつき合い
の悩みが大きいということは，すなわち会いた

いと思える友人の存在や恋人関係や婚姻関係が
うまくいっていることを意味しており，そうし
た保護因子によって自殺リスクが縮小すること
を示唆する結果であったと考えられる。また，
女性においては，自分の味方になってくれる人
として中学以前からの友人を選択した者の割合
が過去 1年間の自殺念慮あり群で有意に低かっ
た。このことから，都市部に居住する自殺のリ
スクを抱えた若年女性では，そもそも友人関係
が希薄であるがゆえに，友人に関する悩みを抱
える機会自体が少ないことも推察される。救命
救急センターに入院した自殺企図者の誘因を調
査した先行研究18）においても，女性の方が男性
に比べて家族問題や孤独が自殺企図の誘因に
なっていたとの報告があり，本研究結果もこれ
と同様の傾向を示しているといえよう。
　本研究結果を踏まえ，地域において自殺予防
対策を推進する上での方策を考察する。世界保
健機関（WHO）は科学的根拠に基づく自殺予
防介入策として，全体的，選択的，個別的予防
介入という理論的フレームワークを設定してい
るが5），本研究の結果からは，男女とも過去 1
年間の自殺念慮経験あり群の方が肯定的未来志
向の程度が低い傾向がみられ，未来に対して肯
定的な期待を持っていない状況が考えられたこ
と，男女とも過去 1年間の自殺念慮経験あり群
の方がうつ・不安の程度が高い傾向がみられた
ことから，肯定的未来志向の低さやうつや不安
の程度の高さを自殺関連行動のセカンダリアウ
トカムの指標として設定し，様々な介入を検討
していくことが考えられる。たとえば，選択的
予防介入として支援が必要な対象をスクリーニ
ングにより抽出し介入することを検討する場合，
本研究では年齢や職業等と自殺念慮経験との関
連が認められなかったため，これらの属性によ
る介入集団の選択は難しい可能性があるものの，
すでに地域保健分野においては，多くの市町村
で産後うつ病の早期発見を目的に妊産婦に対し
て家庭訪問時にエジンバラ産後うつ病質問票な
どを用いたスクリーニングが行われているほか，
学校保健分野でもメンタルヘルススクリーニン
グの実施に関する報告19）もあり，分野横断的に
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幅広い取り組みを行う中から支援が必要な若年
対象を把握していくことが可能となるかもしれ
ない。あるいは，産業保健分野においては，す
でに労働安全衛生法の改正より労働者のセルフ
ケアを目的としたストレスチェック制度が開始
されているほか，幅広い住民を対象にこころの
健康づくり健診などに取り組む市町村もある20）。
特に若年者は，学生や就業者など社会的背景も
様々であることから，保健所等の行政機関と産
業保健や学校保健分野との連携により支援ネッ
トワークを構築し，長期的視野に立った自殺予
防対策を検討していく必要があるだろう。
　また，本研究では過去 1年間の自殺念慮経験
の有無により味方になってくれる人や機関の違
いは見られなかったものの，男女ともに公的相
談窓口や専門家と答えた割合は 2割程度であっ
た。わが国では，すでに警察や救命救急セン
ターとの連携により自殺未遂者を対象とした相
談支援に取り組んでいる自治体もあり，救急搬
送された若年自殺ハイリスク者と専門的援助と
の接点は構築されつつある。他方で，英国で実
施されたリーチング・アウトの取り組みのよう
に21），地域に援助者自らが積極的にかかわり，
自殺リスクの高い若年者とつながろうとする取
り組みはまだ乏しい状況にある。その意味では，
今後は，若年自殺ハイリスク者に対して，より
早期にアウトリーチ活動などの相談支援を実施
できる仕組み作りが必要かもしれない。とりわ
け，本研究では，男女とも家族が味方になって
くれると答えた者の割合が最も高かったものの，
女性では過去 1年間の自殺念慮経験と恋人との
つき合いに関する悩みの程度との間に関連がみ
られ，友人関係の少なさも推察されたため，身
近な関係性以外で相談できる窓口の普及啓発や
上記のようなアウトリーチ活動を進めることは，
都市部の若年女性の自殺予防対策として重要で
ある可能性が示唆された。
　最後に本研究の限界を述べる。本研究は
Web調査で収集したデータの分析にとどまっ
ており，各政令指定都市に居住する若年者から
無作為に抽出した標本に対して調査を行ったわ
けではないため，サンプリングには偏りがあり，

本研究結果を一般化して論じることには限界が
ある。今後の研究においては，より自殺リスク
の高い対象者を含めた偏りの少ない情報を収集
するとともに，調査項目を精査しながら，自殺
関連行動の実態と関連要因について詳細な検討
を進める必要がある。
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