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マルトリートメント（マルトリ）が
脳に与える影響
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こんな事も脳を変形させる「マルトリ」

子どもを 一人で留守番 させる

▼アメリカの多くの州では小学生以下の子どもを

一人で留守番させると ネグレクト として法律で罰せられ

場合によっては逮捕される



こんな事も脳を変形させる「マルトリ」

お風呂からでてきた父親が裸でウロウロ している

▼アメリカでは親子が一緒にお風呂に入るのは

性的マルトリとされている

▼子どもが嫌がっているのに、頻繁にこれを行うことで

視覚野に障がいが出ることがわかっています

• 
• 

”

PTSD

(Teicher et al., 2016)



マルトリと成長後のこころのトラブル

(PTSD)
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(Dube et al., 2003; Chapman et al., 2004; Anda et al., 2006)
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暴言で変形
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ことばの暴力とは？

言葉の暴力スコア
Parental Verbal Aggression Scale 

叱りつけ・はやし立て・侮辱・非難・おとしめ・
恐怖を与える・卑しめる・あざ笑う・過小評価

(Tomoda et al., 2011)
聴覚野の皮質容積異常

子ども時代の言葉の暴力による脳への影響



“ことばの暴力”による虐待を侮らないで！

1455名の中からスクリーニングされた

被厳格体罰者 21名と健常者 17名

小児期の体罰が脳の発達に与える影響



両親間のＤＶを目撃した子どもの脳発達

2004年 児童虐待防止法の改正

子どもの目の前でＤＶが行われることは

マルトリに含まれる
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子どもに望ましい影響などもたらしません

「親による体罰」の影響

ネガティブな親子関係

精神的な問題（成人後）

精神的な問題（小児期）

反社会的な行動（成人後）

反社会的な行動（小児期）

強い攻撃性（小児期）

←望ましい影響 望ましくない影響→

-0.3 0 0.3 0.6

（延べ111件の調査の結果を統合し、約16万人分の子どものデータを分析し直した研究）

(厚生労働省)

体罰は百害あって一利なし！



ＤＶ家庭に育った子どもの健康

情緒・行動的発達に深刻な影響

・心的外傷後ストレス障害（PTSD）

・うつ病
・不安症
・攻撃的行動
・自殺企図・念慮
・摂食障害・睡眠障害
・認知・行動発達の遅れ

(WHO, 2010; Vu et al., 2016; Wathen et al., 2013; Campbellet al., 1997；
Satyanarayana et al., 2015; MacFarlane et al., 2003; Rahman et al., 2012)

視覚野 (18野) の容積減少 −6.1 % (Tomoda et al., 2012)

子ども時代に「ＤＶを見聞きしたこと」による脳への影響

DV
DV vs. DV



両親間の身体的な暴力よりも怒声や暴言の方が、
子どもの脳に深刻な影響を与える

暴言DV

見聞き

3.2 %

19.8 %

身体DV

見聞き

身体DVに限定する理解は
被害を見えなくする！

両親からの

暴言

貧困の

影響
親の学歴

脳
へ
の
影
響

(Tomoda et al., 2012)
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内向きタイプ

●他人に対して無関心 ● イライラしやすい● 用心深い

● 多動 ● 友達とのトラブルが多い ● 人見知りがない

外向きタイプ

(Takiguchi & Tomoda et al., 2015)

がい

愛着障がいの子どもは
意欲・喜び・ご褒美への脳活動が弱い

マルトリ・ストレスの感受性期

脳活動
低下

マルトリを受けた年齢（歳）

p＜0.001

正常 121050

1歳ごろにマルトリを受けると
ご褒美への脳活動がもっとも低下



身長が伸びた！

体重が増えた！

施設入所

施設入所

愛着の再形成で
成長の遅れが回復する

愛着障がい（12歳頃の男児）脳活動の回復



osekkai

2015-18

「虐待を防ぐ方法」だけでなく
「子育て困難に対する対策」を！

母親７人中１人が臨床域の抑うつ気分を呈す

(American Congress of Obstetricians&Gynecologists, 2015; Horwitz et al., 2007)

就学前の子どもの養育者になることは、
臨床域･抑うつ気分を引き起こすリスク因子

少子化･核家族化･地域のつながりの希薄化など、養育環境が変化

する中で、子育てが孤立化し閉塞感が増加している

養育者(母親)の育児の孤立化 (閉塞感の増加)

子育ての悩みを

相談できる人がいる

子どもを

預けられる人がいる

子どもを

叱ってくれる人がいる

2002
2014

2002
2014

2002
2014

(厚生労働省委託･三菱UFJ ﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ｢子育て支援策等に関する調査｣, 2014)



予防的な養育者支援を目指して

RISTEX 2015-18

(Shimada & Tomoda et al., 2018)

2017-39071

とも育て（きょうどう子育て）に重要な社会脳（母親）

その家族の脇にいて共に（伴に）寄り添う

両親の家族

保健所・
保健センター

幼稚園・保育園

児童相談所
仕事・仲間
ご近所・社会

学校

とも育て（きょうどう子育て）が必要








