
◆
市
町
村
に
お
け
る
相
談
支
援
体
制
の
強
化
と
し
て
、
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、

2
02

2
年
度
ま
で
に
全
て
の

市
町
村
に
「
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

（
※
）
非
常
勤
職
員
の
人
件
費
等
の
国
庫
補
助
に
加
え
、
令
和
元
年
度
予
算
よ
り
、
常
勤
職
員
の
人
件
費
が
地
方
交
付
税
措
置
（
人
口

10
万
人
当
た
り
１
名
分
）
さ
れ
て
い
る
。

◆
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見
に
つ
な
げ
る
た
め
、
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
機
能
を
強
化
し
、
地
域
に
お
け
る
見
守
り
の

活
動
を
推
進
す
る
取
組
を
支
援
す
る
。

（
※
）
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
（
平
成
3
1
年
3
月
1
9日

児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

・
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
に
お
い
て
、
児
童
委
員
・
民
生
委
員
へ
の
研
修
や
地
域
住
民
と
連
携
し
た
地
域
に
お
け
る
児
童
虐
待
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
地
域
に
お
け
る
支
援
体
制
の
構
築
を
進
め
る
。

見
守
り
活
動
の
推
進

・
地
域
に
お
け
る
見
守
り
の
活
動
の
強
化
を
図
る
た
め
、
要
支
援
児
童
の
居
場
所
づ
く
り
な
ど
、
各
地
域
に
お
け
る
取
組
に
対
し
て
補
助
を

行
う
。
（
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
か
所
当
た
り

13
,
0
00
千
円
）

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
機
能
強
化
【
拡
充
】

研
修
・
広
報
啓
発
の
強
化

・
児
童
委
員
・
民
生
委
員
へ
の
研
修
や
地
域
と
連
携
し
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
を
強
化
す
る
取
組
等
に
対
し
て

補
助
を
行
う
。
（
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
か
所
当
た
り

8
7
2
千
円
）

【
実
施
主
体
】
市
区
町
村

【
補
助
率
】

国
：

１
／
２

、
市
区
町
村
：

１
／
２

令
和
2
年
度
予
算
案

18
3億

円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
総
合
支
援
事
業
）

（
※
）
上
記
の
ほ
か
、
外
国
人
家
庭
へ
の
対
応
の
た
め
の
通
訳
に
関
す
る
業
務
へ
の
補
助
を
創
設
す
る
。
（
補
助
基
準
額
（
案
）
：
１
か
所
当
た
り

1
,
5
60
千
円
）

（
※
）
い
ず
れ
も
「
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
運
営
事
業
」
の
加
算
と
し
て
、
支
援
拠
点
の
運
営
費
に
上
乗
せ
を
行
う
。
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子
育
て
支
援
訪
問
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

○
20
2
0年

度
予
算
に
お
い
て
、
支
援
が
必
要
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
行
政
機
関
や
地
域
の
支
援
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
家
庭
な
ど
、

継
続
的
な
関
わ
り
が
必
要
な
家
庭
に
対
し
、
家
庭
訪
問
等
を
通
じ
て
、
育
児
用
品
を
配
布
す
る
な
ど
、
保
護
者
が
支
援
を
受
け
入
れ

や
す
く
す
る
取
組
を
支
援
す
る
事
業
を
創
設
す
る
。

（
※
）
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
抜
本
的
強
化
に
つ
い
て
（
平
成
31
年
3月

19
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

・
保
護
者
が
訪
問
支
援
（
乳
児
全
戸
訪
問
事
業
や
養
育
支
援
訪
問
事
業
等
）
に
拒
否
的
で
あ
る
場
合
等
に
、
訪
問
と
併
せ
て
子
育
て
に
役
立
つ
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
配
布

す
る
な
ど
に
よ
り
、
保
護
者
が
支
援
を
受
け
入
れ
や
す
く
す
る
取
組
を
進
め
る
。
国
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
取
組
を
行
う
市
町
村
を
支
援
す
る
。

目
的 市

町
村
（
特
別
区
含
む
）

実
施
主
体

国
：
１
／
２
、
市
町
村
：
１
／
２

補
助
率

令
和
2
年
度
予
算
案

18
3億

円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

補
助
基
準
額
（
案
）

１
家
庭
当
た
り
８
千
円

（
※
）

補
助
対
象
は
、
育
児
用
品
の
購
入
費
用
と
す
る
。
訪
問
に
要
す
る
人
件
費
等
は
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
等
で
補
助
を
行
う
た
め
、
本
事
業
の
対
象
外
。
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【
目
的
】

「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」
に
基
づ
き
、
地
域
と
つ
な
が
り
の
な
い
未
就
園
（
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定

こ
ど
も
園
等
へ
入
所
・
入
園
等
を
し
て
い
な
い
）
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
て
家
庭
を
訪
問
す
る
取
組
を
実
施
し
て
い
る
が
、
事
業
を
拡
充
し
、

育
児
不
安
の
あ
る
家
庭
等
に
対
し
て
継
続
的
に
訪
問
す
る
取
組
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
の
事
務
処
理
体
制
を
強
化
す
る
。

（
※
）
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成

30
年
7月

20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）

・
未
就
園
で
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
子
ど
も
に
、
地
域
の
目
が
届
く
よ
う
、
未
就
園
児
が
い
る
家
庭
を
訪
問
す
る
な
ど
の
取
組
を
進
め
る
。

（
※
）
令
和
元
年
度
予
算
に
お
い
て
事
業
を
創
設

【
拡
充
内
容
】

・
未
就
園
児
等
に
対
す
る
継
続
的
な
訪
問
に
対
し
て
支
援
を
行
う
た
め
、
補
助
を
拡
充
（
年
２
回
目
以
降
の
訪
問
も
補
助
対
象
に
拡
大
）

・
訪
問
対
象
家
庭
等
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
等
を
行
う
自
治
体
の
事
務
職
員
に
対
す
る
補
助
を
拡
充
（
１
自
治
体
当
た
り
１
名
分
→
２
名
以
上
）

【
実
施
主
体
】
市
町
村

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】

・
訪
問
家
庭
数
１
件
当
た
り

6
,0

0
0
円

→
訪
問
１
回
当
た
り

6,
00

0
円

×
訪
問
回
数

（
※
）
訪
問
は
委
託
す
る
こ
と
も
可
能

・
事
務
職
員
雇
上
費

１
日
当
た
り

6,
7
90
円

→
１
日
当
た
り

7,
0
00
円

×
事
務
職
員
数
（
複
数
名
の
雇
上
げ
が
可
能
）

【
補
助
率
】

国
：
１
／
２
、
市
町
村
：
１
／
２未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
【
拡
充
】

令
和
2年

度
予
算
案

1
83
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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概
要

市
町
村
・
児
童
相
談
所
へ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
に
つ
い
て

（
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
【
拡
充
】
）

【
目
的
】

・
児
童
相
談
所
及
び
市
町
村
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
の
対
応
に
当
た
る
職
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
①
児
童
相
談
所
に
お
け
る

ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
実
務
に
精
通
し
た
者
や
、
②
市
町
村
に
お
け
る
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
立
ち
上
げ
に
知
見
を
有
す
る
者
を
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、
各
自
治
体
に
派
遣
す
る
事
業
を
予
算
化
し
、
「
西
日
本
こ
ど
も
研
修
セ
ン
タ
ー
あ
か
し
」
が
自
治
体
へ
の

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
に
関
す
る
事
務
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
事
業
を
拡
充
す
る
。

【
実
施
主
体
】

西
日
本
こ
ど
も
研
修
セ
ン
タ
ー
あ
か
し
（
明
石
市
）

【
補
助
基
準
額
（
案
）
】

11
9,

1
49
千
円
（
拡
充
）

（
※
）
研
修
事
業
を
含
め
た
西
日
本
こ
ど
も
研
修
セ
ン
タ
ー
あ
か
し
へ
の
補
助
基
準
額
（
上
限
額
）

【
補
助
率
】
定
額
（
国
：

1
0/

10
相
当
）

西
日
本
こ
ど
も
研
修
セ
ン
タ
ー
あ
か
し

（
明
石
市
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
有
識
者
、
自
治
体
関
係
者
）

都
道
府
県
等

（
児
童
相
談
所
）

市
町
村

（
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
開
設

を
目
指
す
自
治
体
等
）

①
派
遣
依
頼

②
派
遣
に
関
す
る
連
絡
調
整
等

③
派
遣
（
自
治
体
へ
の
助
言
等
の
実
施
）

【
令
和
２
年
度
予
算
案
】
1
8
3
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
D
V
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）
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子家発 0801 第３号 

令和元年８月１日 

 

  都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長 

（公 印 省 略） 

 

 

要保護児童対策地域協議会構成員への参画について（依頼） 

 

 

児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一

途をたどっており、子どもの生命が奪われるなど重大な事件も後を絶たないな

ど依然として深刻な社会問題となっている。 

こうした中、虐待を受けている子どもをはじめ、要保護児童等の早期発見や適

切な保護を図るため、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会（以下「要対

協」という。）においては、関係機関で子どもとその家族に関する情報や支援方

針を共有し、適切な連携の下で対応していくこととしている。 

要対協の構成員については、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 25 条

の２第１項に規定する「関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従

事する者その他の関係者」とされており、具体的に想定される構成員について

「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について」（平成 17 年２月 25 日付

け雇児発 0225001 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）でお示ししている

ところである。しかしながら、個々のケースへの対応について、関係機関の連携

が十分でなく、深刻な事態に至ったケースも見受けられることから、要対協によ

る関係機関の協力・連携を徹底する必要がある。 

とりわけ、児童相談所、教育委員会及び警察は、児童虐待の通告、早期発見、

早期対応等に関与する機会が多い公的機関であり、要対協を構成する主たる機

関であること、また、配偶者暴力相談支援センターや福祉事務所は、児童虐待の

特性とＤＶの特性が相互に重複して発生することを踏まえて参画が求められる

機関であることから、各自治体におかれては、下記の点に留意の上、これら機関

には必ず参画いただくよう速やかな調整をお願いする。 
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また、都道府県におかれては、本通知の内容を了知いただくとともに、管内市

区町村（指定都市・中核市を除く。）に対して周知していただきたい。 

 なお、本通知に関しては、警察庁生活安全局、内閣府男女共同参画局及び文部

科学省初等中等教育局と協議済であることを申し添える。 

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

記 

 

１．児童相談所、教育委員会及び警察における要対協への参画について 

  現在、市町村に設置された多くの要保護児童対策地域協議会において、児童

相談所、教育委員会及び警察署等が構成員として参画しているが、児童相談所、

教育委員会及び警察署等が要対協の構成員となっていない自治体においては、

これら機関が必ず構成員となるよう速やかに調整を行うこと。 

 

（１）児童相談所 

児童相談所は、児童福祉の中核的な専門機関として、市町村における要

対協の設置や運営を支援するなど、関係機関等の連携に基づく地域援助

活動の展開において、市町村とともに中心的な役割を果たすことが求め

られている。 

また、要対協は、施設から一時的に帰宅した子どもや施設を退所した子

どもに対する支援に積極的に取り組むことが期待されているが、その際、

施設入所している子どもの養育状況等を適宜把握する児童相談所と連携

を図ることが重要である。さらに、要対協の重要な構成員として、会議の

進行に際しては助言者としての役割を求められることも多い。これらの

ことから、児童相談所に対し、要対協に必ず参画し、運営が適切に行われ、

支援が円滑に進むよう速やかに調整を行うこと。 

 

（２）教育委員会 

教育委員会は、教職員を通じて児童虐待を発見しやすい立場にあるこ

とから、虐待を受けたと思われる要保護児童の通告が早期に図られるよ

う、日頃から市町村や児童相談所との連携を十分図っておくことが求め

られる機関である。 

また、不就学（※）であり、関係機関も含め、目視による確認が取れな

い子どもについては、要対協での情報共有を通じて、市町村と連携・協力

して、児童の所在確認をすることが求められることも多い。このため、教
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育委員会に対し、要対協に必ず参画するよう速やかに調整を行うこと。 

なお、要対協への参画については、教育委員会のほか、小学校、中学校

等の代表者の参画が望まれるが、市町村の規模や関係機関の多寡によっ

ては、代表者会議や実務者会議に教育委員会が出席し、会議において提供

された情報を必要に応じて教育委員会から関係する全ての小学校、中学

校等に周知することとしつつ、個別ケース検討会議には、教育委員会に加

え、検討対象となるケースに直接関係する学校等の関係者を参画させる

といった手法も考えられる。 

 

※ 就学義務の免除又は猶予を受けている児童 

※ １年以上居所不明のため、学齢簿の編製上、就学義務の免除又は猶予を受けている

者と同様に、別に編製されている簿冊に記載（記録）されている児童 

※ 病気や経済的理由、不登校、家庭の事情等により長期欠席している児童 

 

（３）警察 

    警察は、１１０番通報等に基づき児童虐待事案対応に携わる機会が多

く、市町村や児童相談所等の関係機関と連携しながら子どもの安全確認、

保護を行う機関である。 

また、居所不明児童等であり、関係機関も含め、目視による確認が取れ

ない子どもについては、要対協での情報共有や行方不明者届等の受理を

通じて、市町村と連携・協力して、児童の所在確認をすることが求められ

ることも多い。このため、関係する警察署等に対し、要対協に必ず参画す

るよう速やかに調整を行うこと。 

 

２．配偶者暴力相談支援センター及び福祉事務所の要対協への参画について 

本年６月に公布された「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法

等の一部を改正する法律」において、ＤＶ対策との連携強化のため、配偶者

暴力相談支援センター及び福祉事務所が連携強化すべき関係機関として明

記された。 

児童虐待とＤＶの特性や、これらが相互に重複して発生していることを踏

まえ、要対協の活用などにより、児童相談所と配偶者暴力相談支援センター

及び福祉事務所の連携協力を更に強化し、個々の事案について、それぞれの

立場で考え得る対応を積極的に共有し、適切に対処することが求められてい

る。このため、配偶者暴力相談支援センター及び福祉事務所を設置する市町

村においては、これら機関が要対協に必ず参画するよう速やかに調整を行う

こと。 
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要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
の
調
整
担
当
者
研
修
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す
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取
組
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例

岡
山
県
の
取
組

【
研
修
科
目
】
（２
コ
マ
：
9
0
分
×
２
）

「
子
ど
も
家
庭
支
援
の
た
め
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」

（
ア
セ
ス
メ
ン
ト
か
ら
支
援
計
画
策
定
ま
で
の
実
践
）

・
講
義

（講
師
（元
大
学
教
授
）よ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
基
本
等
に
つ
い
て
説
明
）

・
演
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例
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説
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→
グ
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プ
ワ
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）
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＜
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＞
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、
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際
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セ
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メ
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支
援
計
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検
討
を
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う
。

平
成

2
8
年
の
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
お
い
て
、
要
保
護
児
童
対
策
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整
機
関
の
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整
担
当
者
へ
の
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修
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定
化
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整
担
当
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研
修
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講
が
義
務
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け
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て
い
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調
整
担
当
者
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専
門
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の
向
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の
た
め
、
効
果
的
な
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容
の
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
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重
要
で
あ
り
、
局
長
通
知
（
※
）
に
お
い

て
、
具
体
的
な
内
容
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定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
演
習
の
科
目
の
中
で
、
よ
り
実
践
的
な
内
容
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

（※
）
「児
童
福
祉
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び
要
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児
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家
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最
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振
り
返
り
・
ま
と
め
を
行
う
。
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子発 0131 第７号 

令和２年１月 31日 

 

   都道府県知事 

各  指定都市市長  殿 

   中核市市長 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

  

母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について 

 

 

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、子どもの生命が奪われるなどの重大な事件も後を絶たないなど依然として深

刻な社会問題となっている。 

 母子保健施策を通じた児童虐待防止対策に関しても、平成 28 年の児童福祉法等の一

部改正において、母子保健施策が児童虐待の発生予防や早期発見に資するものであるこ

とを母子保健法（昭和 40年法律第 141号）に明記するとともに、「母子保健施策を通じ

た児童虐待防止対策の推進について」（平成 30年７月 20日付け子母発 0720第１号厚生

労働省子ども家庭局母子保健課長通知）等において、乳幼児健康診査等の受診勧奨に応

じない又は反応がない場合には、児童福祉部門と連携して児童の状況確認に努めること

などを求めているところであるが、福岡県田川市で１歳男児が亡くなった事案を受け、

下記に掲げる取り組みについて改めてお願いする。 

 また、厚生労働省としても、今後、母子保健施策を通じた児童虐待防止対策等の先進

的な取組について調査研究を行い、好事例としてとりまとめ、全国の市町村への周知を

予定している。 

 都道府県におかれては、管内市町村（特別区を含む。）に対して周知いただきたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定に

基づく技術的助言である。 

 

 

 

 

資料43
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記 

 

１． 乳幼児健康診査未受診者等の発育状況等の適切な把握 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等への受診勧奨を継続

するとともに、身長や体重の推移が不明な乳幼児については、乳児家庭全戸訪問事

業等の保健福祉サービスの機会を通じて速やかに養育環境や発育状況等を確認す

ること。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握等

も行うこと。 

また、確認の結果、発育曲線の傾きの変化がいびつであるなど、養育不全の兆候

が疑われる場合には、虐待のおそれが想定されるため、速やかに虐待対応部署と連

携・情報共有すること。 

 市町村の母子保健担当部署が、発育の経過を把握するにあたっては、体重の増加

不良などの乳幼児期の気になる兆候を正確な計測と目視による確認により評価し、

その後の保健指導や支援に反映すること。 

 市町村の母子保健担当部署は、乳幼児健康診査未受診者等に対して、受診勧奨の

期間や受診勧奨に応じない場合の関係機関との連携・協力体制など具体的なフロ

ー図を作成するなど、組織として対応すること。 

 

２．要保護児童対策地域協議会におけるモニタリング体制の構築 

 合理的な理由なく乳幼児健康診査の受診勧奨に応じない家庭は、虐待のリスク

も高いと考えられることから、未受診の理由や背景が把握できない家庭に関して、

要保護児童対策地域協議会（以下「要対協」という。）において関係機関からの情

報を共有し、支援方針を協議する必要があるため、地域の関係機関の協力を得て養

育状況を把握するためのモニタリング体制を構築すること。 

 

 要対協では、モニタリングによる結果を踏まえ、事案の危険度や緊急度の判断、

主たる支援機関、関係機関の役割分担、支援方法などを適時適切に協議すること。 

 

３．市町村職員の専門性強化のための研修の実施 

 都道府県（指定都市及び中核市を含む。）は、市町村職員等を対象として、乳幼

児健康診査や妊婦健康診査の受診勧奨に応じない子どもとその家族への対応につ

いてのアセスメント力の向上等を図るため、母子保健施策を通じた児童虐待防止

対策に資する模擬事例を用いた演習等による研修を実施すること。 

また、この研修の実施に当たっては、虐待対応部署とともに母子保健担当部署も

含めて、支援に携わる職員が幅広く参加し、虐待に関する認識を深めること。 

 

 なお、実施に当たっては、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金における

児童虐待防止対策研修事業（児童相談所及び市町村職員専門性強化事業）を活用さ

れたい。 
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【関係する通知等】 

 

１．母子保健施策を通じた乳幼児に対する虐待の予防及び早期発見 

 

○母子保健法（昭和40年法律第141号）（抄） 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第五条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努

めなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する

施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び早期

発見に資するものであることに留意するとともに、その施策を通じて、前三条に規

定する母子保健の理念が具現されるように配慮しなければならない。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について（抄） 

（平成30年７月20日子家発0720第５号、子母発0720第３号厚生労働省子ども家庭局家

庭福祉課長、母子保健課長連名通知） 

 

１ 保健・福祉サービスや学校保健を受けていない家庭など虐待発生リスクが高い家

庭への対応 

乳幼児健康診査、予防接種などの保健・福祉サービスや、就学時の健康診断な

どの学校保健において、受診勧奨を行っても未受診であるなど合理的理由なく受

診しない子どもの家庭（兄弟姉妹が未受診の家庭も含む）については、虐待発生

のリスクが高く、支援について検討が必要な家庭と考えられる。このため、市区

町村の母子保健担当部署及び教育委員会においては、こうした家庭への対応に関

し、「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」（平成24年11月

30日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）及

び「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の徹底について」（平成25年

6月11日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知）

に基づく、児童虐待担当部署との情報共有、連携した支援について今一度点検・

確認を行い、万全の体制を構築するようお願いする。 

 

○母子保健施策を通じた児童虐待防止対策の推進について（通知）（抄） 

（平成30年７月20日子母発0720第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知） 

 

２．妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

参 考 
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（１）母性、乳幼児の健康診査及び母子保健指導の実施 

母子保健法においては、都道府県及び市町村の役割として、母性等の保持及び

増進のため、妊娠・出産・子育てに関し、相談に応じ、個別的又は集団的に必要

な指導及び助言等を行い、知識の普及に努めることとされている。 

また、市町村は妊産婦若しくは その配偶者等に対して、妊娠・出産・子育てに

関し、必要な保健指導等を行うこととされている。これらの実施にあたっては、

母子の心身の健康を 共に 保持増進させることを基本として支援を行う必要が

あり、健康診査及び保健指導に当たっては、これを踏まえつつ、対象者の特徴並

びにその家庭及び地域社会の諸条件に留意の上行うよう配慮すべきである。 

また、近年の児童虐待に関する問題の深刻化に伴い、母子保健担当部門は児童

虐待担当部門等と協力のもと、母子保健活動や地域の医療機関等との連携を通じ

て、妊産婦及び親子の健康問題、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、こうした要因がある場合、保健師の家庭

訪問等による積極的な支援を実施すること。 

 

３．養育支援を必要とする家庭の把握及び支援 

（２）乳幼児健康診査、予防接種を受けていない家庭等への支援 

乳幼児健康診査、予防接種や新生児訪問は、子どもの健康状態や母親等の育児

の悩み等について確認できる機会であることから、これらの機会を積極的に活用

して、子どもや家庭の状況の把握に努めること。 

また、乳幼児健康診査等を受けていない家庭に対しては、電話、文書、家庭訪

問等により、受診等に結びつけるよう努めること。受診等の勧奨に対し、拒否す

る又は反応のない場合等には、市町村の児童福祉担当部門と母子保健担当部門が

連携して、関係機関から情報を集め、安全確認等の必要性について検討し、必要

な場合には、児童の状況の確認に努めること。 

また、児童の状況が確認できない場合や、必要な支援について検討すべきと思

われる場合には、要対協へのケース登録を行うなど、児童相談所や関係機関と連

携して対応すること。なお、保育所等に所属していない乳幼児の場合には、特に

留意し早期に対応する必要がある。 

更に、転入家庭が未受診等である場合には、前居住地の市町村から転居前の家

庭の状況や過去の受診状況等を確認した上で、継続的な支援の必要性を検討する

こと。他方、未受診等の家庭が対応中に転居したことを把握した場合には、転居

先の市町村へ情報提供し、継続した支援を依頼すること。なお、本通知とは別途、

「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援の更なる徹底について」（平成

30年７月20日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長、母子保健課長）も発出

されているところであり、未受診の家庭等への対応については万全を期すこと。 

-　308　-



○乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等の周知について（抄） 

（令和元年８月１日付け子母発0801第１号厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通

知） 

 

別添 乳幼児健康診査未受診者等に対する取組事例等  

 第１ 調査研究等を踏まえた取組のポイント 

  1．未受診者への対応 

   ①対応方針の策定 

    ○未受診者に対する受診勧奨の期限、間隔、手法を事前に定め、把握期限を

設定する。 

    ○その際、子どもに会えない、家庭訪問ができないなど、情報を把握できな

い場合を想定した対応方針や、要保護児童対策地域協議会に情報を提供す

るタイミング、期限を含め、事前に対応方針を決めておく。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成24年11月30日付け雇児総発第1130第１号、雇児母発1130第１号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長連名通知） 

 

２ 養育支援の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 

その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。（以下略） 

 

○子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第15次報告）（抄） 

（令和元年８月 社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会） 
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２ 課題と提言 

（１）地方公共団体への提言 

   ①虐待の発生予防及び早期発見 

    イ 乳幼児健診未受診等の家庭の把握と支援の調整 

（前略） 

乳幼児健診や予防接種、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問事業等は、子ども

や母親等の心身の健康を確認したり、育児の悩みを相談したりする機会であ

り、そのような機会のない家庭は、育児支援が十分に届いていない可能性も

ある。 

市町村の母子保健担当部署は、受診の勧奨に応じない未受診等の家庭に対

しては、家庭訪問の実施とともに、市町村の児童福祉担当部署等と連携し、

関係機関から情報収集を行うことにより、子どもの状況を把握する必要があ

る。その際、当該家庭にきょうだいがいる場合は、きょうだい児の状況把握

等も必要である。（以下略） 

 

２．発育状況等の適切な把握 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第６章 診断・判定及び援助方針の決定をどのように行うか 

１． 各種診断はどのように行うか 

（１） 社会診断 

(i)成長曲線・乳児の身長体重曲線・身体発育曲線 

虐待を疑っている子どもの発育曲線の体重や身長の推移を把握すること

は必須である。体重や身長の曲線の傾きの変化は虐待の重要な所見となり得

る。 

 

参考資料 

２． 調査において有用な身体医学的知識 

（１） 発育や発達の障害 

基礎疾患のない低身長・低体重といった乳幼児の発育障害は Non-organic 

Failure to Thrive(NOFTT) と呼ばれ、虐待と考えるべきものである。適切な

栄養を与えていない場合もあれば、親子関係の問題から子どもが望む形で栄養

を与えることができずに成長障害となることもある。また、恐怖が続いて子ど

もが食事を拒否することも稀にある。成長曲線が正常な曲線からかい離してい
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き、入院や施設入所によりキャッチアップすることが多い。NOFTT は身体的虐

待を合併してくることも多く、リスクが高い虐待の形と考える必要がある。ま

た、年長児では低身長となることが多い。 

（以下略） 

 

○乳幼児健康診査身体診察マニュアル （抄） 

（平成30年３月、平成29年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「乳幼児健康診

査のための「保健指導マニュアル（仮称）」及び「身体診察マニュアル（仮称）」

作成に関する調査研究） 

 

第２章 乳幼児健康診査 

  第３節 １か月児健康診査（新生児の診かた) 

17．その他の異常（児童虐待など） 

１）所見の取り方 

身体の視診にて傷跡、打撲痕、出血斑、やけど痕などに留意する。とくに

目立たない臀部や大腿内側に注意し、皮膚の汚れの有無にも留意する。 

２）判定と対応 

複数の傷や傷跡があったり、皮膚の汚れが目立ったりする場合、体重増加

不良を伴うなどの場合には育児支援の必要度が高いと判定する。母子保健行

政担当者と相談の上、子ども家庭相談センター等へ連絡する。 

※１歳６か月児健康診査までは、ほぼ同様の記載あり 

 

○標準的な乳幼児期の健康診査と保健指導に関する手引き～「健やか親子21（第2次）」

の達成に向けて～」（抄） 

（平成27年３月、平成26年度厚生労働科学研究費補助金 乳幼児健康診査の実施と

評価ならびに多職種連携による母子保健指導のあり方に関する研究） 

 

第４章 健康診査の実施 

４．４ 発育と発達の評価 

   １）発育評価 

    （２）発育評価の判定項目の例示 

判定区分を標準化する際の考え方を例示する。 

①パーセンタイル区分  

身長、体重、頭囲、胸囲の判定は、乳幼児身体発育曲線を用いて、パ

ーセンタイル値で判定する。早期産児の場合は、修正月齢を用いて判定

する。修正月齢は、出産予定日で修正した月齢であり、出生体重や在胎
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週数により修正月齢で判断する期間が異なる。（略） 

個々の値を母子健康手帳の乳幼児身体発育曲線にプロットして発育

曲線を作成する。それぞれの増加割合が身体発育曲線のカーブに沿って

いるか確認し、身体発育不良など発育状況の判定に用いる。（以下略） 

 

３．要対協におけるモニタリング体制の構築 

 

○子ども虐待対応の手引き（抄） 

（平成 11年 3月 29日付け児企第 11号厚生省児童家庭局企画課長通知） 

 

第１４章 虐待重大事例に学ぶ 

２．虐待対応上の主なポイント 

（２） 乳幼児期における予防的支援 

② 家庭の養育能力が低い、必要な健診を受けさせていないなどの要支援ケ

ースは、放置すると深刻な虐待につながるおそれがある。このため、養育

状況の把握（モニタリング）や時宜に適ったリスクアセスメント、さらに

母子保健事業や養育支援訪問事業等も活用した積極的な支援が必要であ

る。また、要支援児童として要保護児童対策地域協議会を活用するなど、

モニタリング体制の構築や関係機関間の情報共有、様々な地域資源を活用

した支援のあり方を検討することが重要である。 

 

○養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について（抄） 

（平成 24年 11月 30日付け雇児総発 1130第１号雇児母発 1130第１号厚生労働省雇

用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知） 

 

２ 要支援児童の把握及び情報収集 

乳幼児等を対象とする保健・福祉サービス（乳幼児健康診査、予防接種、乳児家

庭全戸訪問事業など）は、児童の健康状態や母親等の育児の悩み等について確認し、

必要な支援につなげる貴重な機会であって、児童が健やかに成長するために欠かせ

ないものである。また、これらを受けていない家庭では、受けている家庭よりも虐

待発生のリスクが高いものと考えられる。 

このため、市区町村は、これらの未受診等の家庭（兄弟姉妹を含む。）の状況を

把握し、勧奨により適切な受診等に結びつけるとともに、これらの保健・福祉サー

ビスの提供を通じて、その後の支援について検討するために必要な情報を得ること

が必要である。 
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その上で、支援に関して検討を要する家庭については、要保護児童対策地域協議

会において関係機関で情報を共有し、支援の必要性や支援方針を協議する必要があ

る。 

特に、家庭訪問等による勧奨にもかかわらず、合理的な理由なくこれらを受けな

い家庭や、必要な調査を行っても居住実態が把握できない家庭は、虐待発生のリス

クが高い家庭として位置づけ、必要に応じ、児童相談所と対応や支援について相談・

情報共有を行うなど児童相談所と連携して対応する必要がある。 

 

○要保護児童対策地域協議会設置・運営指針について（抄） 

（平成17年２月25日付け雇児発第0225001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知） 

 

第３章 要保護児童対策地域協議会の機能 

（１）業務内容 

② 実務者会議 

・ 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議におけ

る協議事項としては例えば次のようなものが考えられる。 

ア  すべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、

支援方針の見直し等 

イ 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検

討 

ウ 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 

エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動 

オ 地域協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 

 

・ また、子ども虐待への対応は、多数の関係機関が関与し、児童相談所と市町村

の間の役割分担が曖昧になるおそれもあるため、市町村内におけるすべての虐待

ケースに関して地域協議会において絶えず、ケースの主担当機関及び主たる支援

機関をフォローし、ケースの進行管理を進めていくことが必要である。こうした

観点から地域協議会の調整機関において、全ケースについて進行管理台帳（別添

１参照）を作成し、実務者会議等の場において、定期的に（例えば、３か月に１

度）、状況確認、主担当機関の確認、支援方針の見直し等を行うことが適当であ

る。 

○主担当機関 ：児童相談所又は市町村のうち、全体の進行管理の責任主体として

の機関を指す。 

○主たる支援機関：支援対象児童等に対して、必要な支援を主に行う機関を指す。 
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③ 個別ケース検討会議 

・ 個別の支援対象児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わ

りを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該支援対象児童等に

対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催される。その対象

は、当然のことながら、虐待を受けた子どもに限られるものではない。 

・ （中略） 

・ 個別ケース検討会議においては、関係機関が対応している事例についての危

険度や緊急度の判断、支援対象児童等に対する具体的な支援の内容について

検討を行うことが適当であり、子どもの権利を守るための支援方針や支援の

内容を具体的に実施していくための支援計画を作成するために、可能な限り

子ども、保護者及び妊婦の意見や参加を求め、保護者に左右されずに子ども

の意見を聞く配慮が必要である。 

（中略） 

 

・ 会議における協議事項としては次のようなものが考えられる。 

ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断 

イ 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 

ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

エ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

オ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定 

カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール（支援計画）の検討 

キ 次回会議（評価及び検討）の確認 
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○
子
ど
も
の
身
体
、
特
に
、
顔
や
首
、
頭
等
に
外
傷
が
認
め
ら
れ
る

○
一
定
期
間
の
体
重
増
加
不
良
や
低
栄
養
状
態
が
認
め
ら
れ
る

○
子
ど
も
が
保
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所
等
に
来
な
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な
っ
た

○
施
設
等
へ
の
入
退
所
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繰
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い
る
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家
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６
か
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以
内
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死
亡
事
案
が
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い
）

○
き
ょ
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だ
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に
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あ
っ
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○
子
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が
保
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め
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る

○
児
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、
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隣
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等
か
ら
様
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気
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か
か
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提
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あ
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○
生
活
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ら
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困
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○
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居
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孤
立
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い
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関
や
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係
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署
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握
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い
る
情
報
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有
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ず
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情
報
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合
し
虐
待
発
生
の
リ
ス
ク
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認
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で
き
な
か
っ
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○
要
保
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児
童
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策
地
域
協
議
会
（
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ど
も
を
守
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地
域
ネ
ッ
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ワ
ー
ク
）
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け
る
検
討
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象
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例
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な
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て
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な
か
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た

○
家
族
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え
た
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セ
ス
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危
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が

希
薄
で
あ
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た

○
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
結
果
を
必
要
な
支
援
や
迅
速
な
対
応
に
結
び
つ
け
て

い
な
か
っ
た

○
転
居
時
に
十
分
な
引
継
ぎ
が
行
え
て
い
な
か
っ
た

○
妊
娠
の
届
出
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
母
子
健
康

手
帳
が
未
発
行
で
あ
る

○
妊
婦
健
康
診
査
が
未
受
診
で
あ
る
又
は
受
診
回
数

が
極
端
に
少
な
い

○
関
係
機
関
か
ら
の
連
絡
を
拒
否
し
て
い
る

（
途
中
か
ら
関
係
が
変
化
し
た
場
合
も
含
む
）

○
予
期
し
な
い
妊
娠
／
計
画
し
て
い
な
い
妊
娠

○
医
師
、
助
産
師
の
立
会
い
な
く
自
宅
等
で
出
産

○
乳
幼
児
健
康
診
査
や
就
学
時
の
健
康
診
断
が
未

受
診
で
あ
る
又
は
予
防
接
種
が
未
接
種
で
あ
る

（
途
中
か
ら
受
診
し
な
く
な
っ
た
場
合
も
含
む
）

○
精
神
疾
患
や
抑
う
つ
状
態
（
産
後
う
つ
、

マ
タ
ニ
テ
ィ
ブ
ル
ー
ズ
等
）
が
あ
る

○
過
去
に
自
殺
企
図
が
あ
る

○
養
育
者
が
D
V
の
問
題
を
抱
え
て
い
る

○
子
ど
も
の
発
達
等
に
関
す
る
強
い
不
安
や
悩
み
を

抱
え
て
い
る

○
家
庭
と
し
て
養
育
能
力
の
不
足
等
が
あ
る
若
年

（
1
0
代
）
妊
娠

○
子
ど
も
を
保
護
し
て
ほ
し
い
等
、
養
育
者
が
自
ら

相
談
し
て
く
る

○
虐
待
が
疑
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
養
育
者
が

虐
待
を
否
定

○
訪
問
等
を
し
て
も
子
ど
も
に
会
わ
せ
な
い

○
多
胎
児
を
含
む
複
数
人
の
子
ど
も
が
い
る

※
子
ど
も
が
低
年
齢
で
あ
る
場
合
や
離
婚
等
に
よ
る
ひ
と
り
親
で
あ
る
場
合
に
、
上
記
ポ
イ
ン
ト
に
該
当
す
る
と
き
に
は
、
特
に
注
意
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。

養
育
者
の
側
面

子
ど
も
の
側
面

生
活
環
境
等
の
側
面

援
助
過
程
の
側
面

第
1
次
か
ら
第
１
５
次
報
告
を
踏
ま
え
て

子
ど
も
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
等
を
防
ぐ
た
め
の
リ
ス
ク
と
し
て
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト

※
下
線
部
分
は
、
第
1
５
次
報
告
よ
り
追
加
し
た
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
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○
平
成

1
6
年
か
ら
毎
年

1
1
月
を
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
と
位
置
付
け
、
自
治
体
、
関
係
府
省
庁
、
関
係
団
体
等
と

連
携
し
た
集
中
的
な
広
報
・
啓
発
活
動
を
実
施
。

○
月
間
の
開
始
に
あ
た
り
、
毎
年
閣
議
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
各
大
臣
に
対
し
、
月
間
へ
の
積
極
的
な
協
力
と

「
W
リ
ボ
ン
バ
ッ
ジ
」
の
着
用
を
依
頼
（
閣
議
日
：

1
1
月
１
日
（
金
）
）
。

令
和
元
年
度
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
の
主
な
取
組
に
つ
い
て

１
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム

in
  
み
や
ぎ
」
の
開
催
【
令
和
２
年
度
の
予
定
に
つ
い
て
は
別
紙
２
参
照
】

令
和
元
年

1
1
月

1
6
日

(土
)、

1
7
日
（
日
）
鳥
取
県
倉
吉
市
の
倉
吉
未
来
中
心
に
お
い
て
開
催
。

主
催
：
厚
生
労
働
省

共
催
：
鳥
取
県
、
倉
吉
市
、
三
朝
町
、
湯
梨
浜
町
、
北
栄
町
、
琴
浦
町

２
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」
標
語
の
募
集
・
決
定
・
公
表

（
令
和
元
年
度
最
優
秀
作
品
）
『
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

ち
い
さ
な
命
に

待
っ
た
な
し
』

石
居

く
る
み

さ
ん
（
東
京
都
）
の
作
品

※
全
国
か
ら
の
応
募
総
数

4
,8

0
4
作
品
の
中
か
ら
最
優
秀
作
品
を
選
考
し
、
最
優
秀
作
品
の
応
募
者
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
賞
を
授
与
。

厚
生
労
働
省
や
自
治
体
等
が
作
成
す
る
各
種
広
報
媒
体
に
掲
載
。

３
広
報
啓
発
ポ
ス
タ
ー
等
の
全
国
配
布
【
別
紙
１
参
照
】

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）
」
等
の
周
知
を
図
る
ポ
ス
タ
ー
・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
全
国

の
自
治
体
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
に
配
布
。

４
一
般
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
等
に
よ
る
広
報
啓
発

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
政
府
広
報
（
ラ
ジ
オ
番
組
、
新
聞
突
き
出
し
広
告
の
掲
載
等
）
を
活
用
し
、
周
知
・
啓
発
を
図
る
。

５
厚
生
労
働
省
庁
舎
の
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
ド
レ
ス
ア
ッ
プ

室
内
照
明
に
よ
り
厚
生
労
働
省
の
庁
舎
（
中
央
合
同
庁
舎
５
号
館
）
の
窓
ガ
ラ
ス
に
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
が

浮
か
び
上
が
る
よ
う
ド
レ
ス
ア
ッ
プ
を
実
施
。

６
自
治
体
・
関
係
団
体
等
の
取
組
の
取
り
ま
と
め
・
公
表

自
治
体
、
関
係
団
体
、
関
係
府
省
庁
に
お
け
る
児
童
虐
待
防
止
に
向
け
た
広
報
・
啓
発
活
動
の
実
施
状
況

を
取
り
ま
と
め
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
。

（
例
：
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
啓
発
物
品
の
作
成
・
配
布
、
民
間
企
業
等
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
企
画
の
実
施

等
）

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
ド
レ
ス
ア
ッ
プ
（
イ
メ
ー
ジ
）

資料45
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令
和
元
年
度
に
全
国
配
布
し
た
広
報
・
啓
発
物
品
に
つ
い
て

○
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
児
童
虐
待
防
止
、
児
童
虐
待
の
相
談
窓
口
等
を
周
知
す
る
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
全
国
の

自
治
体
、
関
係
府
省
庁
及
び
関
係
団
体
等
に
配
布
。
公
共
施
設
や
保
育
所
、
学
校
等
に
掲
示
。

別
紙
１

☆
広
報
啓
発
用
ポ
ス
タ
ー
（

B
2
サ
イ
ズ
）

約
1

1
万
枚
配
布

☆
ま
ち
か
ど
ポ
ス
タ
ー
（

A
3
サ
イ
ズ
）

約
3

0
万
枚
配
布

※
こ
の
ほ
か
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
（

A
4
サ
イ
ズ
両
面
、
デ
ザ
イ
ン
は
ま
ち
か
ど
ポ
ス
タ
ー
と
概
ね
同
一
）
約

2
0
0
万
枚
も
作
成
・
配
布
。
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厚
生
労
働
省
で
は
、
児
童
虐
待
問
題
に
対
す
る
理
解
を
国
民
一
人
一
人
が
深
め
、
主
体
的
な
関
わ
り
を
持
て
る
よ
う
、
毎
年

1
1
月
の

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
に
合
わ
せ
、
厚
生
労
働
省
が
主
催
、
開
催
地
の
関
係
自
治
体
が
共
催
と
な
っ
て
、
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推

進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
を
開
催
し
て
い
る
。

令
和
２
年
度
は
以
下
の
と
お
り
開
催
を
予
定
し
て
い
る
。

【
令
和
２
年
度
開
催
予
定
】

子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム

in
 こ

う
ち
（
仮
称
）

日
程
：

令
和
２
年

1
1
月
７
日
（
土
）
、
８
日
（
日
）

会
場
：

高
知
県
高
知
市
内

内
容
：

児
童
虐
待
対
策
を
テ
ー
マ
と
し
た
基
調
講
演
、
複
数
の
分
科
会
、
「
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
」

標
語
最
優
秀
作
品
の
表
彰

等

令
和
２
年
度
「
子
ど
も
の
虐
待
防
止
推
進
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
開
催
に
つ
い
て

（
参
考
）
こ
れ
ま
で
の
開
催
地

※
台
風
の
影
響
に

よ
り
中
止

別
紙
２

平
成
1
7
年

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

平
成
2
5
年

大
分
県
別
府
市

平
成
1
8
年

静
岡
県
静
岡
市

平
成
2
6
年

和
歌
山
県
和
歌
山
市

平
成
1
9
年

熊
本
県
熊
本
市

平
成
2
7
年

神
奈
川
件
横
浜
市

平
成
2
0
年

滋
賀
県
大
津
市

平
成
2
8
年

福
井
県
福
井
市

平
成
2
1
年

新
潟
県
妙
高
市

平
成
2
9
年

　
　
　
高
知
県
高
知
市

平
成
2
2
年

広
島
県
広
島
市

平
成
3
0
年

宮
城
県
仙
台
市

平
成
2
3
年

東
京
都
世
田
谷
区

令
和
元
年

鳥
取
県
倉
吉
市

平
成
2
4
年

北
海
道
札
幌
市

-　319　-



2020年度虐待対応研修一覧（実施月別） 

 ＊○法：法定研修。都道府県市との委託契約による研修   ○新：新規実施    

※ あくまで予定であり、変更になることがあります。 

 

 研 修 名 受  講  対  象 実施時期 定員 

4 

月 
児童相談所長研修＜前期＞ ○法 

新任児童相談所長 

（児童福祉法第12条の3に受講が義務づけられています） 

4月21日（火）  ～23日（木） 
80名 

5 

月 

講師等養成研修        
研修講師となる県職員・市区町村職員・児童福祉施設職員、研

修企画担当者等 

5月13日（水） 

～15日（金） 
80名 

児童相談所児童福祉司   ○法 

スーパーバイザー義務研修A＜前期＞  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（児童福祉法第13条第8項に受講が義務づけられています） 

5月26日（火） 

～28日（木） 
80名 

6 

月 

児童相談所児童福祉司   ○法 

スーパーバイザー義務研修B＜前期＞ 

児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（児童福祉法第13条第8項に受講が義務づけられています） 

6月9日（火） 

～11日（木） 
80名 

児童相談所医師研修  
児童相談所に勤務する医師（勤務形態は問わず、非常勤や嘱託

を含む） 
6月24日（火） 30名 

7 

月 

児童虐待対応母子保健関係職員 

指導者研修  

市区町村の母子保健活動、子育て支援、児童虐待防止対策に携わる指導

的立場にある保健師、助産師、看護師で、児童虐待関連業務経験通算5

年を満たした者 （保健所や児童相談所に勤務する者を含む） 

7月1日（水） 

～3日（金） 
80名 

児童相談所児童心理司指導者研修 
児童相談所児童心理司経験通算5年を満たした児童心理司 

（スーパーバイザー含む） 

7月15日（水） 

  ～17日（金） 
80名 

8 

月 

医師専門研修  
児童相談所、児童福祉施設、保健機関、医療機関等に勤務し

ている児童虐待の対応に携わる医師 

8月6日（木）  ～7日（金） 
30名 

教育機関・児童福祉関係職員合同研修 

学校や教育委員会で児童虐待関連業務に携わる者（経験年数の枠な

し）、市区町村職員で児童虐待関連業務経験通算3年を満たした者、

児童相談所職員で児童虐待関連業務経験通算5年を満たした者  

＊教育機関40名、児童相談所35名、市区町村35名（各機関1名） 

8月18日（火） 

～19日（水） 
110名 

9 

月 

児童心理治療施設職員指導者研修 
児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉

施設経験通算3年を満たした者 

9月9日（水） 

～11日（金） 
60名 

児童養護施設職員指導者研修 
児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉施設

経験通算7年を満たした者 （各施設1名） 

9月23日（水） 

 ～25日（金） 
80名 

10 

月 

児童相談所長研修＜後期＞ ○法 
新任児童相談所長 

（前期研修と後期研修を通して受講してください） 

10月6日（火）  ～8日（木） 
80名 

児童相談所児童福祉司   ○法 

スーパーバイザー義務研修A＜後期＞  児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（前期研修と後期研修を通して受講してください） 

10月20日（火） 

～22日（木） 
80名 

11 

月 

児童相談所児童福祉司   ○法 

スーパーバイザー義務研修B＜後期＞ 

児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（前期研修と後期研修を通して受講してください） 

11月4日（水） 

～6日（金） 
80名 

児童相談所職員合同研修 
児童相談所の児童福祉司、児童心理司、一時保護所職員、保健

師で、児童相談所経験通算3年を満たした者 

11月17日（火） 

～19日（木） 
90名 

公開講座「英国の児童保護改革から学ぶ」○新 
児童虐待の対応に関係する専門職で、各所属機関で指導的立場

にある者（各機関1名） 
11月24日（火） 200名 

12 

月 

母子生活支援施設職員指導者研修 
母子生活支援施設で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉

施設経験通算3年を満たした者  

12月9日（水）  ～11日（金） 
80名 

市区町村虐待対応指導者研修 

市区町村家庭児童相談室及び要保護児童対策地域協議会にお

いて指導的立場にあり、児童虐待関連業務経験通算5年を満た

した者（各機関1名） 

12月22日（火）  
 ～24日（木） 

80名 

‘21年 

1 

月 

児童福祉施設指導者合同研修 

乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、フ
ァミリーホーム、自立援助ホーム等で基幹的職員等指導的立場にあ
る職員で、児童福祉施設経験通算7年を満たした者  

＊乳児院18名、その他の施設92名（各施設1名） 

1月13日（水） 

～15日（金）
110名 

児童相談所弁護士専門研修  
児童相談所に勤務している弁護士（常勤・非常勤・嘱託を問わ
ない） 

1月26日（火） 

～27日（水） 
30名 

2 

月 

乳児院職員指導者研修 
乳児院で基幹的職員等指導的立場にある主任保育士や家庭支

援専門相談員等で児童福祉施設経験通算5年を満たした者 

2月2日（火） 

～5日（金） 
80名 

児童福祉施設心理担当職員合同研修 

児童養護施設、児童心理治療施設で児童福祉施設心理職経験通算5

年を満たした心理職／児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施

設、児家セン、自立援助ホームで児童福祉施設心理職経験通算2年

を満たした心理職                

＊乳児院20名、母子20名、その他の施設70名（各施設1名） 

2月17日（水）

～19日（金）
110名 

3 

月 

テーマ別研修 

「親の精神疾患と子どもの育ち」 

この問題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立場にあり、

児童虐待関連業務経験通算3年を満たした者（各機関1名） 

3月2日（火） 

～3日（水） 
160名 

年間 児童福祉関係職員通年研修（Web研修）       

児童福祉施設で基幹的職員等指導的立場にある職員で、高度

専門的な知識・実務を継続的に学びたい者、かつ、当センター

の施設関連研修の受講歴がある者 

6月4~5日 

月1回 

3月11~12日 

8名 

子どもの虹情報研修センター  
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西日本こども研修センターあかし 

2020年度 虐待対応研修一覧 

 ＊○法：法定研修。都道府県市との委託契約による研修  ○新：新規実施  【共】：子どもの虹情報研修センターとの共催 

 研 修 名 受  講  対  象 実施時期 定員 

5 
月 

児童養護施設職員指導者研修 
児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉施設

経験通算7年を満たした者 （各施設1名） 

5月19日（火） 

 ～22日（金） 
80名 

6 

月 

児童相談所児童福祉司      ○法 
スーパーバイザー義務研修A＜前期＞   

児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（児童福祉法第13条第8項で受講が義務づけられています） 
6月2日（火） 

～4日（木） 
80名 

7 

月 

○新  

児童相談所児童心理司指導者研修【共】 
児童相談所児童心理司経験通算5年を満たした児童心理司 

（スーパーバイザーを含む） 

7月15日（水） 

～17日（金） 
80名 

児童相談所児童福祉司      ○法 

スーパーバイザー義務研修B＜前期＞ 
児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 
（児童福祉法第13条第8項で受講が義務づけられています） 

7月29日（水） 
 ～31日（金） 

80名 

8 

月 

○新   

教育機関・児童福祉関係職員合同研修 

学校・園や教育委員会で児童虐待対応に携わる者（経験年数の
制限なし）、市区町村職員で子ども虐待対応経験通算 3年を満
たした者、児童相談所職員で子ども虐待対応経験通算5年を満
たした者 、スクールソーシャルワーカー、 
＊教育機関40名、児童相談所30名、市区町村30名（各機関1名） 

8月20日（木） 

～21日（金） 
100名 

9 

月 
乳児院職員指導者研修      ○新  乳児院で基幹的職員等指導的立場にある主任保育士や家庭支

援専門相談員等で児童福祉施設経験通算5年を満たした者 

9月8日（火） 

～11日（金） 
80名 

10 

月 

児童相談所弁護士等専門研修   ○新  児童相談所に勤務している弁護士(常勤･非常勤･嘱託を問わ
ない) 

10月8日（木） 

～9日（金） 
40名 

市区町村子ども家庭支援指導者研修 

市区町村の子ども家庭支援業務において指導的立場にある者 

都道府県において市町村への助言指導を担当する者、 
市区町村において子ども家庭支援拠点設置にかかる準備・検
討を担当する者、 
中核市等において児童相談所設置にかかる準備・検討を担当
する者等 

A日程 

10月20日（火） 
～23日（金） 

B日程 
10月23日（金） 

100名 

11 

月 

児童相談所児童福祉司      ○法 
スーパーバイザー義務研修A＜後期＞   

児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（前期研修と後期研修を通してA日程で受講してください） 

11月18日（水） 

～20日（金） 
80名 

12 

月 

児童相談所児童福祉司      ○法 
スーパーバイザー義務研修B＜後期＞ 

児童福祉司スーパーバイザーとして職務を行う者 

（前期研修と後期研修を通してB日程で受講してください） 

12月9日（水） 

～11日（金） 
80名 

2021 

年 

1 

月 

こころのシリーズ        ○新  

「虐待を受けた子どものこころの支
援」 

子どもの支援に関わる専門職 

機関：児童相談所、児童福祉施設（障害児施設、母子生活支援
施設、保育所を含む）、市区町村、教育機関、医療機関、警察・
司法等 

職種：心理職、ケアワーカー、里親、社会福祉職、施設職員、
教員、スクールカウンセラー、医師、看護師、弁護士等 

（常勤・非常勤を問わない） 

1月13日（水） 

～15日（金） 
80名 

2 

月 

一時保護所指導者研修 
児童相談所一時保護所職員の勤務経験が５年以上あり、指導的
立場にある者、もしくは、一時保護専用施設等の指導的立場に
ある者 

2月3日（水） 
～5日（金） 

80名 

○新  

子ども虐待対応母子保健関係職員 

指導者研修 

市区町村、保健所の母子保健活動、子育て支援、子ども虐待防
止対策に携わっている指導的立場にある保健師、助産師、看護
師で、子ども虐待対応関連業務経験通算5年を満たした者 

2月16日（火） 

～19日（金） 
80名 

3 

月 

健康障害のシリーズ       ○新  

「最新の虐待医学から学ぶ」 

児童相談所（保健師・医師・弁護士・児童福祉司・児童心理司
等）、市区町村（福祉・保健）、保護された子どもの回復をケア
する一時保護所・児童福祉施設（ケアワーカー・児童指導員・
嘱託医・看護師）、里親、日常的に子どもと接する学校・幼稚
園・保育所（教員・養護教諭・保育士等）、警察・司法等の指
導的立場にある者 

3月4日（木） 

～5日（金） 
100名 
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