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目的　ネグレクトの環境下で育った10代の被虐待児の実態を理解し支援するため特定妊婦に焦点を
あてた。わが国では，10代の特定妊婦は要保護児童対策地域協議会の進行管理ケースとなって
いることから，地域の各関係機関間の連携状況を検討してその課題を抽出した。特に 0歳児死
亡分析においては，その26.6％が10代親であり，ネットワーク支援の在り方が問われている。

方法　2015年 9 月，全国の市区966カ所の要保護児童対策地域協議会の調整機関担当者あてにアン
ケート調査を行った。調査項目は本研究の協力者と検討を重ね，選択回答と自由回答をとるこ
とにした。なお10代親を中学，高校，および無所属の16－19歳の 3区分とした。また倫理的配
慮として，大学倫理委員会へ申請し，個人情報保護に十分配慮することとした。

結果　回答を得た対象となる371事例のうち，被虐待歴は 4割を占めた。被ネグレクト経験の占め
る割合は，複数回答で，中学生，高校生，16－19歳いずれも 6割を超えた。背景要因は「経済
的困窮」「養育支援者がいない」「児の心身状態に問題がある」「望まない妊娠」が高かった。
高校生，16－19歳と年齢があがるにつれ経済的困窮や養育支援者がいない割合が高かった。虐
待防止ネットワークとして直接支援者が集まる個別ケース検討会議においては，被ネグレクト
経験のある中学生は63.6％であり，高校生50.0％や無所属16－19歳47.3％に比べると高い割合
であった。機関連携では，高校の退学問題など学業継続の課題が68.8％該当した。16－19歳で
は居所不安定の割合や養育者がいない割合が高く，出産後も住居不安定になるなど支援する側
の困難点も明らかになった。

結論　高校は要保護児童対策地域協議会活動の理解に乏しく，調整機関との連携が十分でなく，退
学せざるを得ないなど，10代妊娠・出産を応援する体制になっていない。無所属の16－19歳に
おいては，妊娠・出産からの子育て環境の整備と，子育てと親の自立へ向け要保護児童対策地
域協議会での医療・保健・福祉・教育・司法など関係機関間連携強化，とりわけ，当事者参加
を含めた個別ケース検討会議を利用した継続的支援体制の充実が求められる。特定妊婦に関し
て，要保護児童対策地域協議会の調整機関の認識が低く，母子保健に依存している地域もある
ため体制強化が望まれる。

キーワード　虐待防止ネットワーク，ネグレクト，10代特定妊婦，要保護児童対策地域協議会

ネグレクトで育った子どもたちへの虐待防止ネットワーク
－10代親への支援の実態調査より－
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Ⅰ　は　じ　め　に

　児童虐待問題が社会福祉の重要課題のひとつ
としてクローズアップされるようになってきて

いるが，被害児への支援体制については，児童
相談所，市町村での相談体制の不足等，課題が
多い1）。傷つく子どもの絶対数が増加する中で，
児童相談所の児童虐待防止法に基づく対応件数
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をみると安全確認が93,705件であり，一時保
護・施設等は4,793件，親権制限，停止が25件
などを合算すると， 9割は分離されず親ととも
に暮らしており市町村事例を合わせると，在宅
継続する児童が多い2）。
　児童福祉法第25条の 2においては，そのよう
な在宅の子どもが安全かつ安心して家族と暮ら
すことができるよう地方公共団体は，関係者の
連携を図るため要保護児童対策地域協議会（以
下，要対協）を設置するよう努めなければなら
ないとされている。この要対協においては，調
整機関を中軸として子ども家庭相談担当者と関
係支援機関の担当者が，共通目標をもち，リス
クとニーズのアセスメントに基づく支援計画を
たて，そして適切な養育の確保を図る。つまり，
保健，医療，教育と連携をしつつ，子どもの安
全が確保できるように地域内での支援を展開し
ている。
　児童虐待防止法第 2条においては，児童虐待
の類型として，性的虐待，心理的虐待，保護の
怠慢・拒否（ネグレクト），身体的虐待の 4 つ
を挙げているが，児童相談所における児童虐待
相談の対応件数をみると，平成27年度において，
ネグレクトは24,444件で全体の23.7％を占めて
いる3）。加藤や三上は，ネグレクト事例の調査
において調整機関からみた被害児とその家庭へ
の支援実態を明らかにしてきたが，子どもが年
長になるにつれ，ネグレクト状況が継続する場
合であれば，子どもの状況に悪化傾向がみられ
ることを示した4）。加藤はケースが長期化，慢
性化すると，支援ネットワーク（個別ケース検
討会議開催）も開かれることが少なく，サービ
スは提供されていても，支援が有機的に働いて
いないとしている5）。
　児童福祉法では，第 6条の 3第 5項において，
出産後の養育について出産前に支援を行うこと
が特に必要と認められる妊婦を「特定妊婦」と
し，要対協は，この特定妊婦に対して適切な支
援を行うこととされている（第25条の 2）。日本の
児童虐待死亡事例のうち 0歳児死亡による親の
年齢では10代親の割合が最も高く26.6％を占め
ているためその対策が急がれている6）。

　10代の妊娠・出産に関しては母子保健からの
報告も多い7）。また10代親の子育てに関する報
告書が，2003年に出され，担当した森田らは，
10代親に対する妊娠期からはじまる寄り添い型
の支援を提言した8）。また，10代親にシングル
になる率が高く，そのことが母子問題とリンク
すること，また経済的な不利をもたらすことに
警鐘を鳴らしている研究もある9）。
　以上を踏まえ，本稿では，わが国の虐待防止
のネットワークとしての要対協活動が10代の特
定妊婦に対して有効な支援の連携機能を果たし
ているのか，10代特定妊婦の特徴を理解した上
での機関連携がなされているのか検証をする。
10代の特定妊婦については受理の段階の所属で
ある中学生，高校生，16－19歳に区分しそれぞ
れの年齢層の特徴を把握することとした。この
区分には先行研究がなく，初めての取り組みで
ある。またネグレクトの連鎖を断つ第一歩が妊
娠や早期の子育て対応や10代の自立に向けた支
援であるとしたうえで，支援の際の工夫や困難
となっている事象を抽出する10）。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　調査対象
　全国市区966カ所を対象に要対協の調整機関
担当者あてに2015年 9 月に郵送調査を実施した。
10代親は特定妊婦を中心に所属ごとに，中学，
高校，無所属の16－19歳の 3層にした質問構造
を設定した。研究協力者は保健（医師），市町
相談員，県関係者で構成して，調査には保健関
係，市町村関係の連携協力を得た。質問項目は，
以下のとおりである。
1)　市の基本情報について
　 　①回答市の妊婦統計などの基本項目，②特
定妊婦の定義や判断基準の有無，③特定妊婦
の相談経路
2)　出産に至った 3年以内に経験された特定
妊婦の事例について

　　中学生，高校生，16－19歳の該当事例別
　　①妊婦の被虐待歴と虐待の種別
　　②特定妊婦の背景要因11）
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　　・ 心身の健康（ａ精神疾患・薬物依存，ｂ
知的障害，ｃ衝動性，ｄその他の心身の
健康）

　　・ 家族問題（ｅドメスティックバイオレン
ス，ｆ育児支援がない）

　　・経済的困窮
　　・妊娠中の不規則な生活
　　・望まない妊娠
　　・母子健康手帳未発行
　　・妊婦健診未受診
　　・ 環境要因（ｇ居住が定まらない，ｈライ

フラインが確保できない，ｉその他）
　　・援助機関の拒否
　　・ 他のきょうだいが虐待を受けている・その他
　　③妊娠の把握経路（選択項目）
　　④妊娠の把握時期（選択項目）
　　⑤妊婦の初期の受け止めなど（選択項目）
　　⑥家族の状況と胎児の父（選択項目）
　　⑦ 要対協として行った具体的な関係機関連

携状況（自由記述）
　　⑧その留意点（自由記述）
　　⑨ 出産を見据えた要対協を中心とした支援

（選択項目）
　　⑩きょうだいへの対応（自由記述）
　　⑪出産後の対応（自由記述）
　　⑫機関連携の課題（自由記述）
3)　要対協の支援・活動状況（自由記述）
4)　10代の特定妊婦（特にネグレクト）で必
要な社会資源

　 　2）以降の事例収集については， 3 年以内で
扱った事例として中学生，高校生，16－19歳に
ついて各1例を記述する欄を設定した。各年
齢層を扱っていれば， 1市 3 例の記述となる。

（ 2）　倫理的配慮
　本研究は一般社団法人日本社会福祉学会「研
究倫理指針」（2010年 4 月 1 日施行）に基づき，
調査実施にあたり，調査対象者・地域・団体等
の匿名性を守り，対象者の名誉やプライバシー
等の人権に十分配慮し調査を実施した。流通科
学大学の倫理委員会（2013年 5 月 7 日第 1回コ
ンプライアンス委員会）の承認を受けた。

Ⅲ　結　　　果

　全国市区の374市区38.7％の回収率であった。
回答者の平均勤務年数は3.22年であった。回答
市で特定妊婦の判断基準がないとする割合が
53.2％であった。回答事例は371事例であった。

（ 1）　特定妊婦の被虐待歴について
　要対協で扱った特定妊婦の被虐待歴率は，中
学生47.1％，高校生37.6％，16－19歳で56.3％
であった（表 1）。虐待種別は複数回答であっ
たが，中学生，高校生，16－19歳の 3つの所属
すべてでネグレクトが 6割を超えた（表 2）。

（ 2）　特定妊婦の背景要因
　ネグレクト事例における背景要因としては，
経済的困窮が16－19歳81.1％，高校生60.7％，
中学生54.5％であり，家族問題が16－19歳
60.8％，高校生46.4％，中学生40.9％であった
（表 3）。「心身の健康」「家族問題」および
「環境」については，さらに要因を細かく分け
て聞いているが，その中では，ネグレクトにつ
いては，「育児支援がない」が，16－19歳で
41.9％，高校生28.6％，中学生22.7％と，他の

表 1　10代特定妊婦の被虐待歴の有無
（単位　件）

10代妊娠で被虐待歴ありなし

計 あり なし 不明 無回答
総数 371 182 124 63 2
　中学 70 33 24 13 0
　（％） 100 47.1 34.3 18.6 0.0
　高校 109 41 45 21 2
　（％） 100 37.6 41.3 19.3 1.8
　16‒19歳 192 108 55 29 0
　（％） 100 56.3 28.6 15.1 0

表 2　10代特定妊婦の被虐待内容
（単位 　件，（ ）内％）

妊婦の被虐待内容

身体的
虐待

性的
虐待

ネグ
レクト

心理的
虐待

要支援
児童 無回答

中学生 1 5 22 8 4 0
（Ｎ＝33）（％） ( 3.0) (15.2) (66.7) (24.2) (12.1) (0.0)
高校生 8 4 28 7 7 0
（Ｎ＝41）（％） (19.5) ( 9.8) (68.3) (17.1) (17.1) (0.0)
16-19歳 22 5 74 31 16 1
（Ｎ＝108）（％） (20.4) ( 4.6) (68.5) (28.7) (14.8) (0.9)
注　複数回答
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要因に比べて高い値
を示した（表 4）。
また，心身の健康状
態については，16－
19歳において，知的
障害が 2割という他
の要因より高い値を
示した。さらに環境
要因の中では，16－
19歳において，「居
住が定まらない」が
20.3％と他の要因よ
り高い値を示した
（表 4）

（ 3）　要対協活動の
実際

　ネグレクト事例に
関しては，出産前の
医療機関とのケース
検討会議および関係
機関との個別ケース
検討会議の開催率は，
中学生59.1％，高校
生46.4％，16－19歳
39.2％であった。個
別ケース検討会議の
開催率は，中学生
63.6％，高校生50.0
％，16－19歳47.3％
であった。また，当
事者である妊婦を含
めた検討会の実施率
は，中学生18.2％，
高校生17.9％，16－
19歳16.2％であった
（表 5）。

（ 4）　要対協の調整機関の活動
　要対協の調整機関（以下，要対協の調整機
関）と連携して活動した機関やサービス支援の
状況については，「要対協として行った具体的

な関係機関連携状況（自由記述）」の回答内容
を，要対協の連携活動の内容に応じて分類・
コード化して整理し（表 6），個々の記述にそ
のコードをあてはめて，数量化した（表 7）。
　ネグレクト事例についてみると，中学生は母

表 3　10代特定妊婦の背景要因
（単位　％）

全体 ネグレクトあり 被虐待歴なし

中学
（Ｎ＝70）

高校
（Ｎ＝109）

16-19歳
（Ｎ＝192）

中学
（Ｎ＝22）

高校
（Ｎ＝28）

16-19歳
（Ｎ＝74）

中学
（Ｎ＝24）

高校
（Ｎ＝45）

16-19歳
（Ｎ＝55）

心身の健康 18.0 30.3 35.9 13.6 42.9 43.2 16.7 20.0 21.8
家族問題 32.9 29.4 46.9 40.9 46.4 60.8 20.8 13.3 40.0
経済的困窮 40.0 44.0 59.9 54.5 60.7 81.1 25.0 26.7 49.1
妊娠中の不規則な生活 27.1 17.4 38.0 31.8 32.1 47.3 20.8 2.2 36.4
望まない妊娠 55.7 40.4 37.5 63.6 35.7 45.9 45.8 53.3 36.4
母子健康手帳未交付 15.7 18.3 10.9 13.6 14.3 16.2 4.2 20.0 3.6
妊婦健診未受診 15.7 21.1 16.7 18.2 21.4 24.3 8.3 20.0 9.1
環境要因 14.3 19.3 33.9 18.2 32.1 41.9 12.5 8.9 23.6
援助機関の拒否 7.1 8.3 8.3 9.1 17.9 14.9 4.2 6.7 3.6
他のきょうだいが
虐待を受けている 8.6 5.5 8.9 22.7 14.3 16.2 0.0 2.2 1.8

注　複数回答

表 4　特定妊婦の背景要因 2
（単位　％）

全体 ネグレクト 被虐待歴なし

中学
（Ｎ＝70）

高校
（Ｎ＝109）

16-19歳
（Ｎ＝192）

中学
（Ｎ＝22）

高校
（Ｎ＝28）

16-19歳
（Ｎ＝74）

中学
（Ｎ＝24）

高校
（Ｎ＝45）

16-19歳
（Ｎ＝55）

心身の健康
　ａ．精神疾患・依存 4.3 9.2 10.9 4.5 10.7 10.8 0.0 6.7 9.1
　ｂ．知的障害 2.9 11.9 12.0 4.5 14.3 20.3 0.0 6.7 3.6
　ｃ．衝動性 1.4 7.3 13.0 0.0 17.9 18.9 0.0 2.2 3.6
　ｄ．その他の

心身の健康 4.3 7.3 7.3 4.5 10.7 4.1 4.2 4.4 9.0
家族問題
　ｅ．DV 1.4 5.5 10.4 0.0 10.7 10.8 0.0 0.0 1.8
　ｆ．育児支援がない 17.1 18.3 32.8 22.7 28.6 41.9 8.3 8.9 29.1
環境
　ｇ．居住が定まらない 4.3 6.4 18.2 4.5 7.1 20.3 4.2 2.2 14.5
　ｈ．ライフラインが

確保できない 1.4 0.0 4.2 4.5 0.0 4.1 0.0 0.0 5.5
　ｉ．その他の環境要因 4.3 8.3 8.9 4.5 17.9 10.8 4.2 2.2 7.3
注　複数回答

表 5　ネグレクト事例と全体の比較クロス
（単位　％）

中学全体
（Ｎ＝70）

ネグレクト
中学生

（Ｎ＝22）
高校全体
（Ｎ＝109）

ネグレクト
高校生

（Ｎ＝28）

16-19歳
全体

（Ｎ＝192）

ネグレクト
16-19歳
（Ｎ＝74）

出産医療機関との出産前の
ケース会議

52.9 59.1 26.6 46.4 30.7 39.2

妊婦を含めての検討会実施 17.1 18.2 12.8 17.9 12.0 16.2
関係機関のみで個別ケース検
討会議を開催

58.6 63.6 33.9 50.0 41.1 47.3

要支援児童として支援計画を
立てる

24.3 18.2 20.2 21.4 24 25.7

乳児院や里親の利用調整 15.7 13.6 11.0 10.7 8.9 10.8
その他 17.1 22.7 15.6 17.9 16.7 17.6
不明 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4
無回答 0.0 0.0 9.2 0.0 6.3 6.8
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子保健（保健師）との連携が最も高く40.9％，
次いで社会的養護の関係から児童相談所との連
携36.4％，医療機関27.3％，学校21.4％だった。
高校生では医療機関との連携が最も高く23.1％，
次いで生活保護15.4％，学校および児童相談所
各々7.7％だった。16－19歳では，母子保健
（保健師）との連携が最も高く35.8％，次いで
医療機関との連携26.9％，生活保護13.4％，助
産施設11.9％，児童相談所10.4％だった。16－
19歳において，助産施設や母子生活支援施設
（3.0％）などの生活支援機関や，養育支援訪
問事業（9.0％），療育手帳取得（3.0％）との
連携がみられるのは，中学生や高校生と異なる
点であった。

（ 5）　機関連携の課題（自由記述）
　記述内容を分類すると，ネグレクト事例につ
いては，学校との連携での課題が，中学生の
28.6％，高校の68.8％に該当し，最も高かった。
これに対し，16－19歳においては，全体につい
て，情報が少ないが23.8％，居所不明で要対協
における支援体制構築困難が16.9％と高く，ネ
グレクトにおいても情報が少ないが18.8％と高
かった（表 8）。

表 6　要対協の調整機関の活動
○要対協活動（調整機関）
・相談員としての活動
　 1）市相談員・家庭訪問（来所，家庭訪問など含め個別面接，
親族面接，父との面接をする）　2）市・親族調整　3）市
相談・保健師などとの同伴訪問　４）保健師活動（要対協）

・機関連携活動
　 1）関係機関調整　2）母子保健　3）医療機関　4）学校
（教育委員会含む）　5）児童相談所　6）生活保護　7）助
産師（あかちゃん訪問），8）障害福祉　8）警察　9）DV・
婦人相談・婦人保護施設　10）保育所　11）シェルター　
母子自立支援員　母子生活支援施設　12）民生児童委員　
社会福祉協議会　13）NPO　14）SSＷ1）

・個別ケース検討会議　〇当事者を含めた個別ケース検討会議
・ サービス情報提供及び紹介，手配（ヘルパー，経済，里親，
保育所，助産制度，養育支援訪問事業，子育て支援，療育
手帳，就労支援，住宅　障がい者手帳）

・ 社会的養護関係（一時保護，施設入所，里親，特別養子）
への橋渡し

・市町村への転出転入連絡
注　１）　スクールソーシャルワーカー：学校や日常生活の問題に直

面する子どもを支援する社会福祉の専門職をさす。

16-19歳

全体
（Ｎ＝169） ％ ネグレクト

（Ｎ＝67） ％

母子保健 68 40.2 24 35.8
医療機関 36 21.3 18 26.9
児童相談所 19 11.2 7 10.4
生活保護 16 9.5 9 13.4
助産師 3 1.8 2 3.0
警察 2 1.2 1 1.5
DV担当 2 1.2 1 1.5
助産施設 11 6.5 8 11.9
保育所連携 5 3.0 2 3.0
主任児童・民生児童 2 1.2 1 1.5
母子生活支援施設 3 1.8 2 3.0
婦人相談員 1 0.6 0 0.0
養育支援訪問事業 9 5.3 6 9.0
子育てサービス 5 3.0 4 6.0
療育手帳 2 1.2 2 3.0
就労 3 1.8 2 3.0
社会的養護 7 4.1 0 0.0
母子相談 2 1.2 0 0.0
障害者自立支援 1 0.6 0 0.0
メンタルヘルス支援 1 0.6 0 0.0
一時保護 3 1.8 2 3.0
住宅サービス 1 0.6 1 1.5
関係情報収集 2 1.2 0 0.0
ヘルパー派遣 6 3.6 2 3.0
里親説明 1 0.6 0 0.0
保育所説明 3 1.8 2 3.0

高校生

全体
（Ｎ＝84） ％ ネグレクト

（Ｎ＝26） ％

母子保健 27 32.1 4 15.4
医療機関 26 31.0 6 23.1
学校（教育委員会含む） 6 7.1 2 7.7
児童相談所 9 10.7 2 7.7
生活保護 5 6.0 4 15.4
助産師 4 4.8 1 3.8
警察 1 1.2 0 0.0
NPO 1 1.2 0 0.0
DV担当 1 1.2 0 0.0
助産施設 2 2.4 1 3.8
母子生活支援施設 1 1.2 0 0.0
婦人相談員 1 1.2 1 3.8
養育支援訪問事業 3 3.6 0 0.0
就労支援 1 1.2 1 3.8
社会的養護関係 4 4.8 2 7.7
母子相談 1 1.2 1 3.8
シェルター 1 1.2 1 3.8
メンタルヘルス 1 1.2 1 3.8
特別支援 1 1.2 1 3.8
住宅 1 1.2 1 3.8
環境整備 4 4.8 1 3.8
同行・付添い 1 1.2 1 3.8
ヘルパー派遣 1 1.2 0 0.0
経済サービス 1 1.2 1 3.8
注　複数回答

中学生

全体
（Ｎ＝70） ％ ネグレクト

（Ｎ＝22） ％

母子保健 11 15.7 9 40.9
医療機関 18 25.7 6 27.3
学校連携 15 21.4 2 9.1
児童相談所 21 30.0 8 36.4
生活保護 3 4.3 1 4.5
助産師 2 2.9 1 4.5
警察連携 1 1.4 0 0.0
経済連携 2 2.9 0 0.0
保育所 2 2.9 1 4.5
ssw 1 1.4 0 0
指導教室 1 1.4 0 0
里親説明 1 1.4 0 0

表 7　 機関連携としてあがった内容から関係機関・社会サー
ビス（相談活動を除く） （単位　件）
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　学校との連携では要対協と，中学生について
は，復学が困難，学校側からの連携がない（公
にしない），中学卒業後の引き継ぎができにく
いなど，被ネグレクトの児童についての支援の
継続性の問題があがっている。高校においても
学校との連携の困難さの記述が多く，要対協の
存在を知らない，学校が連携に不慣れである，
退学するため所属による進行管理ができなくな

る等の課題が指摘された。
　16－19歳においては，所属がないため要対協
とつながりにくい，支援を求めない場合もある
ので対応が困難であるなどの問題が指摘された。

（ 6）　被ネグレクトの10代妊婦に必要な社会資
源（自由記述）

　共通項目をコード化して整理したが，生活安

表 8　特定妊婦における機関連携のそれぞれの課題（記述上位 3項目までのランキング）
（単位　件，（ ）内　％）

中学生 高校生 16-19歳（無所属）

全体
（Ｎ＝51）

ネグレクト
（Ｎ＝14）

全体
（Ｎ＝61）

ネグレクト
（Ｎ＝16）

全体
（Ｎ＝130）

ネグレクト
（Ｎ＝48）

1 位 学校連携 21
(41.2)

支援する人
がいない

4
(28.6) 学校連携

43
(70.5) 学校連携 11

(68.8)
情報が
少ない

31
(23.8)

情報が
少ない

9
(18.8)

2 位 復学 12
(23.5)

要支援とし
ての継続支
援の保障

2
(14.3) 復学 10

(16.4) 復学 2
(12.5)

要対協（居
所不明で支
援体制構築
困難

22
(16.9) 機関連携 6

(12.5)

3 位 情報管理 10
(19.6) 情報管理 2

(14.3) 機関連携
4
(6.6) － － 医療機関と

の連携
18

(13.8)
医療機関と
の連携

6
(12.5)

注　項目説明。
　学校連携の問題：学校が隠す，学校が言わない，退学させるなど。
　復学：復学したいが，その対策がない，復学を拒否される。
　情報管理：同級生にわからないようにする。影響が大きいのでどうするか，生徒への配慮。
　情報が少ない： かかわる機関が少ないので支援体制が困難。自宅出産のため，出生後届出わかった妊娠前はわからなかった。支援を拒否す

る場合には困難である，高校中退の場合，高校からの情報が受けにくい。
　支援体制構築困難：居所が定まらないため支援体制が組みづらい。家庭訪問をして見守り強化。調整機関は母子保健を支える。

件数 ％
　ペアレントトレーニング 3 1.1
　母親クラス 8 3.0
　性教育　（思春期子育て体験教室含む） 8 3.0
　愛着形成 8 3.0
　育児スキル 42 16.0
　定期検診 1 0.4
育児支援
　保健師・助産師家庭訪問 34 12.9
　 寄り添い型相談（母代りに支援できる人・第 2の母の存在） 27 10.3
　家事サービス 18 6.8
　24時間相談 18 6.8
　支援ネットワーク 16 6.1
　養育支援訪問事業 16 6.1
　育児支援者 15 5.7
　産後母子で入所させてくれるところ 9 3.4
　 相談機関や情報提供（保健センターや保育所情報）要対協周知徹底 7 2.7
　産後ケア 6 2.3
　養育環境整備 6 2.3
　家庭訪問 1 0.4
　ベビーシッター 1 0.4
　病院同行 1 0.4
　医療機関連携 6 2.3
　子育て支援センター 5 1.9
　民生児童委員みまもり 5 1.9
　ネウボラ2） 3 1.1
　養育環境整備 2 0.8
　支援者理解 3 1.1
　支援員制度 1 0.4

件数 ％
生活安定
　経済安定 21 8.0
　保育所 13 4.9
　生活スキル 11 4.2
　相談体制 12 4.6
　自己肯定 10 3.8
　就労支援 10 3.8
　学業継続 8 3.0
　ショートステイ・レスパイト 5 1.9
　家庭調整 5 1.9
　ピアサポート 4 1.5
　居場所づくり 4 1.5
　学習支援者 3 1.1
　住居 3 1.1
　安価な一時保育 2 0.8
支援方法
　エンパワメント 1 0.4
　カウンセリング 1 0.4
　チームとりまとめ 1 0.4
　身近電話相談 1 0.4
　総合支援 1 0.4
社会的養護
　社会的養護 6 2.3
　乳児院あずかり 2 0.8
　新生児里親制度 1 0.4
　未婚出産生活で母子で生活できる施設 1 0.4
親準備
　親モデル 20 7.6

表 9　ネグレクト10代親が必要な社会資源等（Ｎ＝263）

注　 1）　複数回答
　　 2） 　ネウボラは，フィンランドの「出産・子育て支援サポートセンター」を意味する。
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定（経済安定 8.0％，保育所 4.9％，相談体制
4.6％），親準備（育児スキル16.0％，親モデル
7.6％），育児支援（保健師・助産師家庭訪問
12.9％，寄り添い型相談10.3％）など，主とし
て親になるための支援を必要としている割合が
高かった。なお，居所が不安定な母子のため等
出産後の支援者がいない場合の入所施設の必要
性（3.4％）があがっている（表 9）。

（ 7）　パートナーへの支援実態について
　要対協で把握する特定妊婦は中絶不可の時期
に達していることが多く，そのため望まない妊
娠・出産の割合が高い。そしてパートナーの支
援も必要になる場合が多い。10代の場合には，
父も未成年が多く母のみならず父も支援対象に
なる。「家族の状況と胎児の父（選択項目）」か
ら，胎児の父が未成年の場合に，父にも支援が
入った・要対協ケースであるを合算すると，中
学生は，22.9％，高校生10.1％，16－19歳は
14％であった（表10）。

Ⅳ　考　　　察

（ 1）　10代特定妊婦の置かれた状況
　特定妊婦に対する自治体の判断基準がないこ
と等から，地域によっては対応が遅れている。
10代特定妊婦で複数回答であったが， 6割にネ
グレクト経験があったことや，16－19歳につい
て，居住が定まらない状況が 2割を占めている
ことなどから，不安定な状態に置かれているこ
とがわかる。心身の健康に問題をもつ割合につ
いて，高校生以上は 4割以上であることを考え
ると，総合的なアセスメントにより支援計画を
立て，産前産後に継続的に支援していく，機関
間の具体的連携が必要であると考えられる10）。

（ 2）　個別ケース検討会議のありかた
　出産前からの関係機関との連携活動において
最も割合が高かった関係機関のみによる個別
ケース検討会議は，特定妊婦および出産後に直
接かかわる関係機関が集まり，支援内容を具体
化するもので，各機関が情報を共有化して，ア

セスメントし，支援計画をたて，役割分担を決
めて支援の実践へつなげるものである。
　本調査における回答によると，個別ケース検
討会議開催には，①妊娠に向けての認識が乏し
い10代妊婦の動機づけに役立つ，②性的被害の
疑いに対する検討や被害状況を知ることができ
る，③妊婦の精神疾患等不安定さに対して，養
育力を含めて医療機関が連携できる，④経済的
困窮などの生活の不安定さに対応できる，⑤妊
娠のみならず出産時・出産後の調整や支援ネッ
トワーク構築を計画する，⑥社会的養護利用の
検討ができる，⑦転居・転出のための検討がで
きるといったメリットがあることが指摘されて
おり，個別ケース検討会議は継続的に開催され
る必要性がある。
　ただ，当事者が参加した会議が，所属にかか
わらず 2割以下の開催率であることには問題が
ある。今後は，「支援は自分のためにある」と
10代親自身が社会支援を肯定的に受け入れるこ
とが重要であり，当事者を含めた会議形態を定
着させていく必要があると考えられる。当事者
参加の会議は当事者の孤立感を軽減させ，自覚
を高めることができる12）。なお，当事者参加型
の個別ケース検討会議を継続的に実施するため
の方策については，今回調査では対象としてお
らず，今後の課題である。

（ 3）　機関連携状況
　今回は，機関の連携状況については，個別の
連携機関ごとの分析としたために，どのような
連携の組み合わせになっているかはわかりにく
いものとなったが，例えば，母子保健は発見か
ら支援にいたる中軸であり，医療機関や要対協

表10　胎児の父が未成年の場合の支援状況
（単位　件）

胎児の父が未成年の場合の支援状況

計 支援が
入った

支援は
なかった

要対協
ケースで
あった

特になし 無回答

中学生 70 10 15 6 18 21
（％） 100.0 14.3 21.4 8.6 25.7 30.0
高校生 109 5 20 6 34 44
（％） 100.0 4.6 18.3 5.5 31.2 40.4
16-19歳 192 11 18 16 45 102
（％） 100.0 5.7 9.4 8.3 23.4 53.1
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の調整機関と連携していると記載されていた。
また，経済的困窮を抱えている家庭に養育され
ているため生活保護関係と連携をしていること
が多い。母子保健や医療機関との連携，社会的
養護や一時保護の関連や心理的，医学的，精神
的な診断が必要な場合には児童相談所との連携
がなされている。
　工夫したことの効果についての記述をみると，
①中学校との連携により学校復帰後の高校進学
の道筋がついた，父となる子どもともども支援
対象になり無事学校を終えることができた，ま
た在学中のきょうだいへの配慮も検討された，
保育所入所で学業継続が可能になった②多問題
家族への支援を行いつつ育児環境調整を実施で
きた，③相談する人がいないために，いつでも
対応できるように対策を作ることができた，④
転居転入へのつなぎができた，⑤パートナーが
子育てしやすいように関係調整したなど，多機
関との連携ができていた。

（ 4）　連携の課題
　自由記載の内容を分類すると，中学生と高校
生の場合，学校との連携を挙げる回答が多かっ
た。ネグレクトの課題としては，中学生では義
務教育でありながら復学が困難な実態があるこ
と，学校は支援しても継続支援が困難であるこ
と，自立までを見据えた取り組みが必要なこと
等を指摘する記述があった。高校生では，高校
側が連携に慣れていない。退学になりやすく卒
業できる環境が乏しいことが指摘された。16－
19歳については，すでに退学になってしまって
いる母親の復学への希望があるものの，現実的
には復学は困難であること，子どもの保育所入
所や10代親の就労支援，居場所確保，ひとり親
あるいは支援者がいない場合の支援体制づくり
の必要性が指摘された。
　また，要対協での連携の課題については，情
報が集まりにくい点についての記述が多かった。
さらに16－19歳については，支援に対して拒否
的になりやすく，その間に本人が所在不明とな
る危険性もあるため，出産直後から支援体制を
整えていく必要があることが指摘された。

（ 5）　必要とされる社会サービスと資源
　本調査結果の分析全体を通じて，10代特定妊
婦については，出産直後からの支援をするため
の社会資源がさらに必要であることが痛感され
た。さらに，親子 2代， 3代を包括的に支援す
ることが望ましく，要対協進行管理事例として
長期的な支援の連携計画を立案することが必要
であると考えられる。

（ 6）　パートナーの支援について
　10代親のパートナーへの支援が入ったのが全
体の 2割未満に留まっていることは問題であり，
今後，英国のように父へのアプローチも実施さ
れる事例13）が増えるかと思われる。虐待死亡事
例をみると，多くは母親の危害であるが，中に
は，父が子どもの揺さぶりなどで傷を負わせる
場合があることにも留意することが必要である。

Ⅴ　結　　　論

　生育歴に被ネグレクト経験のある10代親の課
題は，妊娠出産という女性にとっては危機的場
面であるのに加えて，妊婦が10代の子どもであ
るため，成長発達段階が未熟であることからく
る様々な課題がある。新しく親子になっていく
プロセスにおいて，10代親のニーズに対応する
ため，支援のネットワーキングを調整すること
は要対協の役割である。虐待対応の先進国であ
る英国で，死亡事例をいち早く分析したレイ
ダーらは，10代妊婦は，妊娠前からの虐待予防
教育や妊娠出産後の子育てに至るまでの継続的
支援が必要な対象者であることを明確に認識す
ること，また，機関間の適切な連携と援助者間
の良好なコミュニケーションが求められると主
張した14）。
　日本においては，これらの要請に対応する機
関として要対協の調整機関が位置づけられてい
るが，今回の調査結果を踏まえると，要対協が
そうした要請に応えていくためには，以下のよ
うな措置を講じていくことが必要であると考え
られる。
　① 　学校特に高校と要対協活動の理解や要対
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協の調整機関との連携はまだ十分でなく，
妊娠により退学させられるなど，学校側が
10代妊娠を応援する姿勢や体制になってお
らず，学校側へ啓発を強める必要がある。
また10代妊婦の教育を継続させるための支
援を整えることが必要である15）。英国では，
政府において，10代母は，学業が中断し，
孤立や貧困の中で育つ傾向があり，うつに
陥る率も高く，地域から疎外されがちなこ
とを踏まえ支援プログラムを提示し16），10
代親支援には多職種間連携とその調整が必
要であるとして，若者にターゲットを絞っ
た保育，住宅，手当のアドバイスなどが提
案されている13）。

　② 　妊婦の家族全体で出産後の生活計画が立
てられるように，当事者参加の個別ケース
検討会議を継続的に開催するようにする。

　③ 　16－19歳の無所属の場合，支援資源にア
プローチしにくいことが大きな問題である。
妊娠届を出さない場合でも関係機関は，出
産時からの支援状況の把握が必要であるた
め，要対協の調整機関による，地域内の医
療機関との連携体制を整備，強化すること
が求められる。

　④ 　10代親が支援を拒む場合の対応，精神
的・知的障害をもつ10代親への対応など，
要対協において困難事例に対する支援方法
を開発・整備する。

　⑤ 　特定妊婦自体の基準や定義が，自治体に
より異なることが今回の調査で明らかに
なった。要対協の調整機関の担当者自身も
特定妊婦に対する認識が低く，母子保健に
依存する地域がある。要対協の調整機関の
対応能力をあげるとともに，医療，学校な
どとの緊密な連携体制を構築することが必
要である。

謝辞
　本研究は，平成25－27年度科学研究補助事業
研究（基盤研究Ｃ）「多機関間連携における虐
待防止ネットワーク－若年親・青少年への支援
分析－」の一部であり，平成28年 9 月に日本社

会福祉学会にて報告したものをまとめた。
ご協力いただきました全国の市区の担当者に感
謝します。なお研究には，笹井康治氏，久保宏
子氏，八木安理子氏，小稲文氏，吉田恒雄先生
の協力を得ました。感謝いたします。

文　　　献
1 ）厚生労動省．児童虐待の現状とそれに対する対策
について（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit 
suite/bunya/kodomo/kodomo_kasadate/dv-jin 
shin/index.html#hd_unidI）2017.8.24．

2 ）厚生労動省．平成27年度福祉行政報告例30表児童
相談所における児童虐待防止法に関する対応件数，
都道府県－指定都市－中核市別（http://www/e-
stat.go.jp/SGI/estat/GL0820103.do?_toGL8020
103_&LlistID=000001165）2017.5.23．

3 ）厚生労働省．平成27年度福祉行政報告例の概況
（http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
gyousei15/index.html）2017.8.5．

4 ）三上邦彦．子どもネグレクトアセスメントを通し
てみたネグレクトの特徴と傾向，平成21年度科学
研究補助金研究成果報告書（基盤（Ｃ）要保護児
童・ネグレクト家庭における支援類型化の試み平
成22年．

5）加藤曜子．ネグレクト児童家庭への長期・短期支
援に関する研究－要保護児童対策地域協議会活動
による－流通科学大学論集　2012；24（ 2 ）；1-15．

6 ）社会保障審議会．子ども虐待による死亡事例等の
検証結果等について第10次報告．平成26年．

7）佐藤拓代．妊娠期・産褥期からの支援－妊婦への
支援－子どもの虐待とネグレクト．2009：11( 3 )．

8 ）東京都社会福祉協議会保育部会調査研究委員会．
10代で出産した母親の子育てと子育て支援に関す
る調査報告書2003，東京都社会福祉協議会の報告書．

9）田谷幸子．10代子育て家庭への妊娠期からの福祉
的支援の現状と課題－施設ヒヤリングからの分析，
東洋大学人間科学総合研究所紀要　2012；33-146．

10）加藤曜子．平成27年度科研成果報告書（課題
25380817）「多機関間連携における虐待防止ネット
ワーク若年親・青少年への支援分析」要保護児童
対策地域協議会・調整機関編・全国市区調査結果
2016年 3 月．70．

11）社会保障審議会．子ども虐待による死亡事例等の
検証結果等（ 9次報告～12次報告書），大阪府．妊
娠期からの子育て支援のためのガイドライン資料
妊娠リスクアセスメント指標．平成28年 1 月．

12）井上直美，井上薫編著．子どもの虐待防止のため
の家族支援ガイド．2008，明石書店．109-19．

13）DCEF. Teenage parenting next steps：Guidance 
for Local Authorities and Primary Care trusts 
2007；16-59．

14）ピーターレイダー，シルヴィア・ダンカン著．小
林美智子，西澤哲監訳，子どもが虐待で死ぬときー
虐待死亡事例の分析；明石書店，2005；1-189．

15）大川聡子．10代の母が社会化する過程において顕
在化するニーズ立命館産業社会論集　2010； 6
（ 2 ）：67-88．

16）Education and skills. Teenage Pregnancy Next 
Steps Guidance for Local Authorities and Primary 
care Trusts on Eff ective Delivery of Local Strate-
gy 2006；1-37．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


