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ひきこもりは「いのち」を守るため
ひきこもりの人を理解しようと思うなら

ば、ひきこもりは「いのち」に関わるというこ
となのです。今日まで多くの人に出会ってき
ましたが、「死を考えたことはない」と言う人
にはほとんど出会っていません。ひきこもり
は「いのち」を守るためのぎりぎりの選択で
す。今は外に出て行けないかもしれない。ひ
きこもっているかもしれない。でも、この世
で生きている、その「いのち」に「ありがとう、
生きていてくれてありがとう」を伝えること。
それが、ひきこもり支援の基本なのです。「い
のち」と、学校や会社を天秤にかければ、誰だっ
て｢いのち｣の方が重いと言います。だけどこ
の社会は、なかなかそうはいかないのです。
学校へ行けない、会社へ行けないだけで命を
絶っているのです。

ひきこもりから何とか引っ張り出してあげ
ようと、人は考えるかも知れない。でも彼ら
のひきこもりにはそれぞれの原因やきっかけ
があり、一括りにして語ることはできません。

「わかる、わかる」なんて、とても簡単には言
えません。彼らの相談の電話からは、何とか

その苦しみから抜け出したい、と苦悩する言
葉にならない叫びが、ひしひしと伝わってき
ます。ひきこもりの修羅場をくぐり抜けてき
た親たちは、よく口にします。｢生きてさえい
てくれれば｣ と。私たちが現場から発信した
いのもこのことなのです。他人の物差しや期
待でなく、自らの「いのち」を生きて欲しいの
です。そしてここを着地点として、私たちは
支援活動を続けています。

ひきこもりの長期化・高齢化
内閣府による全国のひきこもり実態調査の

推計では、調査の時期は異なりますが、15才
から39才までの人が54万人、40才から64才
までの人では61万人で、併せておよそ115万
人の人がいわゆる「ひきこもり状態」にある
とされています。そのなかで７年以上ひきこ
もりのまま経過した人が５割もいて、長期化
がはっきり見えてきました。そしてそれに伴
い、ひきこもりの高齢化が進み、50代の子を
80代の親が抱えて社会から孤立するという、
いわゆる8050問題が現実となっています。

昨年川崎市登戸で起きた通学児童殺傷事
件では、80代の伯父夫婦の家に同居していた
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ひきこもりの理解と対応
　～生きづらさの背景にあるもの～

講師　西野　博之 さん

認定ＮＰＯ法人フリースペースたまりば理事長
川崎市子ども夢パーク所長・フリースペースえん代表

2020 年２月２日（日）川崎市総合自治会館での講演の要約です。

精神保健福祉士。
1986 年より不登校児童・生徒や高校中退した若者の居場所づくりに関わり、
1991 年川崎市高津区に「フリースペースたまりば」を開設。
2003 年 7 月にオープンした川崎市子ども夢パーク内に、川崎市の委託によ
り公設民営の不登校児童・生徒の居場所「フリースペースえん」を開設、そ
の代表を務める。早稲田大学・神奈川大学非常勤講師。
川崎若者就労自立支援センター「ブリュッケ」総合アドバイザー。
著書は『居場所のちから―生きてるだけですごいんだ―』、『西野流「ゆる親」
のすすめ〈上・下〉』など。

西野　博之（にしの　ひろゆき）



51歳の加害者は長期間ひきこもり、周囲から
孤立していました。8050問題の典型例とさ
れている事件ですが、この加害者は犯行直後
に自刃して死亡しました。そしてその４日後、
元農林次官がひきこもりの長男を「川崎の事
件を見ていて、自分の息子も周りに危害を加
えるかもしれない」と不安に思って殺してし
まう悲しい事件が起きてしまいました。こう
した事件を個人の責任とか個人の問題と捉え
ると、親も子も追い詰められてしまいます。
だから安易にひきこもりと殺傷事件を結びつ
けず、これは社会が生み出している大きな問
題なのだと考えるべきです。

９月１日は特異な日
長い夏休み明けに子どもが「いのち」を絶つ。

子どもが最も多く「いのち」を絶つ日、その日
が９月１日です。厚生労働省が４年前に、そ
れが42年間ずっと続いていると発表して以
来、９月１日が特異な日として注目されてい
ます。私も「死ぬなよ」「大丈夫だよ」と公共放
送でメッセージを発信してきました。しかし、
壮絶ないじめなどで自尊感情を奪われた子ど
もは、９月１日の登校日に追い詰められた末
に死を選ぶのです。

不登校の小中生徒数は、昨年10月の文科省
発表では全国で16万人を超えています。そし
て暴力行為の発生件数は小中高で約7万３千
件、なかでも小学生の暴力行為は過去最高の
３万７千件で低年齢化が進んでいます。いじ
めの認知件数でも全国54万件のおよそ８割
が小学校でのいじめで、２年生時のいじめが
最多となっています。15才から39才まで、ど
の年代においても死亡原因のトップは自死で、
それ自体世界で例のないことなのです。少子
化傾向にも拘わらず、子どもの自死は増え続
けています。

不登校から長期間ひきこもってきた20代
のある女性が、「私は死ぬことばかり考えて

きて、やっと気づいたことは生きたいという
こと。不登校は生きるための選択でした」と
話していました。ひきこもっている子どもに

「早く学校に戻りなさい」と指導していること
があります。学校の環境が変わっていないの
に、ただ登校しなさいでは子どもを追い詰め
るだけです。不登校は｢ダメではないよ｣、学
校へ行けない君は「出来損ないではないよ」と、
周囲の大人、教師は当然として誰もが認識す
べきなのです。それほど不登校というのは「い
のち」に関わることなのです。文科省はすで
に平成24年、「不登校を問題行動と判断して
はならない｣と通知しています。不登校は「い
のち」を守るために必要な行動ということな
のです。

不登校の延長線上にひきこもりがあるかと
いうとそうではありません。３割程度はある
かもしれませんが、どちらかというとひきこ
もっている人は就職試験の失敗だったり、退
職してからのひきこもりであったり、会社の
中で失敗経験の少ない人が、今まで味わった
ことの無い強い叱責や失敗があると、次の日
から会社に行けなくなりひきこもってしまう
のです。失敗経験が少ないから打たれ弱いの
で、早くから失敗をいっぱいさせておいた方
がよいと思うのです。

過干渉による生きづらさ
令和元年に出た内閣府の「子ども若者白書」

によると、自分自身に満足しているかという
問いに｢満足している｣ と答えたのは、韓国、
イギリス、ドイツでは30～40％。アメリカは
57.9％が自分に満足していると答えています。
でも日本の子どもは10％しか満足していな
い、そんな社会。「子どもの自信を奪っている
ものは何だ」これが私のライフテーマで、ずっ
と考えてきました。

そしてある時、それは｢大人たちの不安で
はないか｣ という仮説を立てました。教育熱
心な親が、勉強もスポーツも出来る子を求め
る。子はもとより、親も評価の対象になると
思い込み、それで早期教育にお金をかけるよ
うになる。子どもが落ちこぼれになる不安の
ため、先回りして保育園で逆上がりを教えた
りしている。幼児教育が広がり、子どもたち
も落ちこぼれないようにと、親の顔をみなが
ら頑張る。頑張ることが出来ない子は、子ど
もながら悲しいしつらい、弱音を吐けない。
その結果自分自身を追い込んでいくのです。

18 歳以下の日別自殺者数

平成 27 年版自殺対策白書から抜粋
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子どもはそうして生きづらさを抱えていきま
す。このような大人の事情が、小学校低学年
において校内暴力が最多となる背景にあるの
です。

貧困と格差
支援活動をしていて、炊飯器を持っていな

い親子に出会ったことがあります。鍋釜を持っ
ていない。包丁もまな板もない。何故かとい
うと、その家ではスーパーで弁当を買って来
て食べるので必要ないのです。その子は生ま
れてこの方、家でご飯を炊くという文化に出
会ってないのです。

家庭環境の格差は広がっています。少子化
による過干渉と、貧困によるネグレクトの増
加という二極化がさらに進行していて、この
10年で特に「貧困」は一気に加速し、子ども
の貧困率は13.9％、７人に１人の子どもが貧
困にあるという状態です。今の社会、一年間
に２千人の餓死者が出ています。我々が考え
てもみなかったことが起きています。

医療にかかれない子も多く、15才未満の子
どもの無保険は３万人以上になります（2008
年厚労省）。実際にはその何倍もの子どもた
ちが、医療を受けられない状態だと推測され
ます。支援活動の現場では、子どもの虫歯の
多さでネグレクトに気づかされます。風邪や
インフルエンザは寝ていれば治ることもあり
ますが、虫歯だけは歯医者さんへ行かないと
治らない。虐待・ネグレクトはそんな時に発
見できるのです。

親が変われば子どもは変わる
ひきこもりの人たちは、オンラインゲーム

などでかろうじて外と繋がっている場合があ
ります。そんな時、父親がいきなりゲーム機
を取り上げたり壊したりするのは、生きるた
めのツールを取り上げることになりかねませ
ん。一方母親は「この子を置いて死ねない」と
思うかも知れない。だから私は親御さんに言
います「この子を道連れに死のうなんて、考
えないでください」と。そんな親御さんたち
の焦りや不安に寄り添って支えていくことが
必要です。支援の場では、ひきこもりの本人
に会えないことが多いこともあります。会え
ない本人をどうやって支えていくかというと、
一番身近にいる親を支えていくことになります。

親を支えていき、親の考え方が変わってい
くとそこから光が見えてくることがあります。

親が子のありのままを受け入れ、こんな有様
でもこの子は生きていてくれることがありが
たいと覚悟を決めると、子どもは生きていけ
るようになります。「親自らが変わること」が
大切です。そのための支援が必要なのです。

生きていることは素晴らしい
自立が叫ばれるようになって孤立が増えた

ともいわれています。ひきこもりに至った理
由はそれぞれ異なり、それをすべて理解する
のは困難です。しかしそうだからといって、
その場を立ち去ることは我々にはできません。

哲学者の鷲田清一は「自分のことを分かろ
うとする相手が、自分に関心を持ち続けてい
てくれることを、相手の言葉や振る舞いのう
ちに確認できた時、人は分かって貰えたと感
じるだろう」と言っています。

ひきこもる人を理解出来なくても、何とか
分かろうとする人がいること。的外れかも知
れないけれど「こんな私を見放さない人がいる。
一生懸命理解しようとしている」ということ
を感じる時、人は安心し、そして動き出します。
私たちがひきこもり支援を行っていて、よく
経験することですが、親がいろいろ手を尽く
して、動かそうとしても動かない。とうとう
底をついて「まあ、生きていてくれさえすれ
ばいいか、何とかなるさ」と腹を括った時に、
人は見事に動き出します。だから子どもを変
えようとか、何とかしようとか、追い詰めな
いことが大事なのです。

自立とは、一人で何でも出来ることではな
いのです。「助けて」が言えること。つまり適
度に人に依存できる力を持つこと。それで初
めて自立できるのです。就労がひきこもり支
援の最終目的ではないのです。一歩間違うと

「父さん母さん、学校へ行けない、働けない、
そんな私はダメですか。生きている価値はな
いですか」という悲痛な叫びに変わります。
だから彼らを支援するためには、「生まれて
くれてありがとう」「あなたがいてくれて幸せ
だよ」「生きているだけで凄いことなのだよ」
というまなざし、これだけでいいのです。そ
んなまなざしを受け取れた子は、「こんな私
でも大丈夫なのだ」と思えるようになり、自
分から動けるようになっていくのです。自立
して、就労することが支援のゴールではない
のです。まず生きることそのものを支援して
いく基本的な活動を、今後も続けていきたい
と思っています。



◎依然深刻な状況にある若い世代の自殺
令和元年版自殺対策白書（厚生労働省）から　

年齢階級別の自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者
数）の推移を見てみると、1998年（平成 10年）の自殺者数
の急増に伴い上昇したが、近年、40歳代・50歳代・60歳
以上では大幅に低下している。一方、20 歳未満では概ね横
ばいで、20 歳代や 30 歳代では低下が見られるものの減少
率は 40歳以上と比べると小さくなっている。
また、国際的に見て若い世代 (15 ～ 34歳 ) の死因の第 1

位が自殺となっているのは、先進国（Ｇ7）では日本のみであ
り、その死亡率も他の国に比べて高くなっている。（右表参
照）

アフガニスタンの地で凶弾に倒れられた中村哲さんに哀悼の意を表します。
広報部では、紛争の続く地域で人々の「いのち」を支える活動を続けてこられた中村哲さんに話を伺い、

特集を組めないものかと、川崎で講演会が開催された折に、主催団体に相談をしていました。 しかし、
中村哲さんが亡くなられたことによりその企画は断念せざるを得なくなりましたが、講演会の主催団体
から追悼文が寄せられましたので掲載します。

若い世代（15～34歳）における自殺死亡率

（死亡率）
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2019 年の 9 月 9 日にエポックなかはらにて中村
哲さんの講演会が開催されました。かわさき国際交
流民間団体協議会の設立 25 周年を記念して、川崎
市国際交流協会との共催で行われたのです。

中村哲さんは、84 年にパキスタンのペシャワー
ルに赴任して以来、86 年からアフガニスタンの難
民のための医療チームを結成して活動を開始し、
2000 年の大旱魃に見舞われてからは、アフガニス
タン国内の井戸掘削と灌漑用水路の建設を進めま
す。日本で国際交流が活発になるのは、89 年以降、
全国の地方自治体が地域国際化協会を設立して、地
域の国際化が推進されるようになってからですが、
それ以前から中村医師は活動を始めていました。

9 月の講演会では、台風の直後でしたが、700 人
以上の方々が来場され、ロビーで販売された本は完
売でした。それから 3 か月も経たない 12 月 4 日に
現地アフガニスタンで襲撃され亡くなられたこと
は、大変な衝撃を私たちスタッフに与えました。
2020 年１月 25 日に福岡市で開催された中村哲医師
お別れ会に協議会の山本会長と参加しました。

西南学院大学のチャペルで行われましたが、多く

の人は、教室の
モ ニ タ ー で 一
部 始 終 を 見 守
りました。 参列
者 は 5000 人
以上だったそう
です。どれほど、
福岡の人々から
敬愛されていた
のでしょうか。
ペシャワール会を引き継いだ村上会長もモハバッ
ト駐日アフガニスタン大使も涙ながらに弔辞を読
まれていました。 長女の秋子さんが、アフガニスタ
ンに迎えに行ったときのことを話してくれました
が、空港でもどこでも、大統領を始めたくさんの人
が、会いに来て悲しんで感謝してくれたことに驚
き、感謝の言葉を返してきたそうです。

最後に中村哲医師の言葉の朗読がありました。ひ
とつだけ紹介すると「私たちが己の分限を知り、誠
実である限り、天の恵みと人のまごころは信頼に足
るということです」。

中村 哲 医師と出会い、そして別れ

特別寄稿

川崎市国際交流協会　中村　高明

資料：世界保健機関資料 (2018 年 9月 ) より厚生労働省自殺対策推進室作成



 寄付感謝報告　2020 年１月～
2020 年４月 　川崎いのちの電話のために、温かい資金援助をいただきました。心から感謝し、ご報告

いたします。この事業の発展にこれからもご協力くださいますようお願い申し上げます。

［団体］
おくせ医院　　　　　　　　　　　　川崎教会教会学校　　　　　　　鷺沼ビル管理㈱　　　　　　　　宗教法人潮音寺
㈱ホリデン　　　　　　　　　　　　高津区鎮座白髪神社　　　　　　㈱アドバンストホーム　　　　　元住吉教会教会学校
㈲太平商事　　　　　　　　　　　　国際ソロプチミスト川崎　　　　日本基督教団新丸子教会　　　　石原工業㈱
ケイ・アイ商事㈱　　　　　　　　　学校法人捜真学院　　　　　　　㈱由貴工務店　　　　　　　　　川崎境町教会
㈳神奈川県精神保健福祉協会　　　　㈱美幸軒　　　　　　　　　　　カリタス学園同窓会　　　　　　書道部　　　　　　　　　募金箱

［10 万円以上の個人・法人及び各種団体］
㈳生命保険協会神奈川県協会（15 万円）　　　　新ゆり製作部（10 万円）　　　　センター製作部（25 万円）

合計　1,849,978 円

［個人］
（1 月）
阿 部 孝 夫
山 田 美 和 子
吉 野 八 重 子
井 上 美 千 代
越 水 正 明
中 島 泰 己
門 脇 美 智 子
金 子 　 顕
碓 井 正 之
加 藤 ト ミ 子
鈴 木 　 清

安 田 享 二
藤 嶋 と み 子
亀 ヶ 谷 　 修
中 里 君 江
山 鹿 文 子
梶 田 み ど り

（2 月）
常 松 　 恭 子
碓 井 　 俊 昭
漆 原 　 敦 子
森 　 　 清
小 林 英 機

白 石 弘 巳
山 田 美 和 子
岡 安 敬 夫
山 本 苑 子
金 子 圭 賢
加 藤 紹 大
庄 嶋 弘 介
大 澤 陽 子
大 谷 喜 代 司
山 田 長 満
鍵 屋 清 作
河 合 　 束

（3 月）
松 島 太 郎
藤 野 竹 子
高 橋 　 勉
志 田 美 奈 子
中 島 美 明
石 原 敏 光
馬 場 邦 枝
立 川 典 子
酒 井 初 代
那 須 妙 子
三 國 祥 子

小 松 終 子
鈴 木 恵 子
澤 　 洋 子
石 原 淳 子
宍 戸 信 次 郎
肥 塚 由 美
山 田 美 和 子
小 島 良 子
瀬 森 尚 羊
櫻 井 貴 裕
岩 田 良 子
柳 　 雅 之

松 久 順 子
中 里 君 江
瀧 野 　 修
早 崎 悦 子
西 谷 田 鶴 子
粟 澤 由 利 子
今 野 タ ネ 子
持 田 喜 久 代
柴 田 武 子
金 子 美 代 子
広 島 晴 美
原 　 勝 代

佐 々 木 陽 子
金 子 圭 賢
安 達 成 功
井 田 光 政
安 藤 雅 彦
濱 田 　 徹
村 上 カ ズ コ
小 林 直 人
齋 藤 　 正
星 出 光 俊
匿 名 5 名

（4 月）
高 木 弘 美
武 田 信 平
高 村 　 真
倉 片 孝 行
津 田 さ ち 子
松 平 生 代
大 石 眞 理
森 　 光 子
早 崎 悦 子
都 髙 真 道
廣 田 健 一

コロナ感染防止のため外出を自粛した。家を出るのは、買い物と
運動不足解消のための散歩のみ。じっとしているのが苦手な私に
とっては辛い日々だった。

引きこもっている人は、なぜ外に出ないでいられるのだろう。私
とは逆に、外に出ることの方が辛いのだろう。きっと、家を出るの
が怖い何かがあるのだろう。 （YY）

先日テレビで、病んで咲かなくなった桜の木が人々のこころを込
めた手当で甦り、枝一杯に咲き誇って訪れる人を迎え入れていると
報じていた。

人間も同じこと。「生きてさえいれば」と。枯れ木に花を咲かせた、
あの童話のお爺さんのように、温もりのある笑顔や眼差しを忘れず
に寄り添うことができればと思う。 （Ｓ）

 インフォメーション　

資金ボランティアとしてのご支援を！
川崎いのちの電話の活動は皆様の温かい支援によって運営されております。多くの方のご協力をお願いいたします。
賛助会費・一般寄付金とも所得控除など税制上の優遇措置の対象となります。

① 賛助会員（年会費）
法人 10 万円 5 万円 3 万円 1 万円
個人 5 万円 3 万円 1 万円 5 千円 3 千円

② 一般寄付（金額、回数を定めません）

【振 込 先】　■郵便振替　００２４０－２－３６７９８
　　　　　　　社会福祉法人　川崎いのちの電話

【問い合わせ】　川崎いのちの電話事務局
TEL：044-722-7121（平日 10:00 ～ 17:00）

こころの健康セミナー延期のお知らせ
　毎年秋に開催している「こころの健康セミナー」は、新型コロ
ナウイルス感染防止のため、2021 年 3 月に延期します。詳細が
決まり次第ホームページなどでお知らせします。

[ 問い合わせ ]　川崎いのちの電話事務局
　　　　　TEL：044-722-7121（平日 10:00 ～ 17:00）
　　　　　ホームページ　http://kawasaki-inochinodenwa.jp/

チャリティーコンサート延期のお知らせ
　毎年秋恒例の「チャリティーコンサート」は、準備を進めて来ま
したが、新型コロナウイルス感染防止のため、2021 年 10 月に延期
します。詳細が決まりましたらホームページなどでお知らせします。

[ 問い合わせ ]　川崎いのちの電話事務局
　　　　　TEL：044-722-7121（平日 10:00 ～ 17:00）
　　　　　ホームページ　http://kawasaki-inochinodenwa.jp/

　　「リサイクル募金 きしゃぽん」でご寄付を
　川崎いのちの電話の新しい寄付方式「リサイクル募金 きしゃ
ぽん」が始まりました。眠っている書籍・ＣＤ・ゲーム・切手・
ハガキなどが相談電話の運営に役立てられます。

　皆様からのご支援をお待ちしております。詳細はホームページ
をご覧ください。
ホームページ　kishapon.com/kawasaki-inochinodenwa

　　赤い羽根共同募金会より助成金
　赤い羽根共同募金の助成金により、2019 年度は、センター内
の空調機器を新しくしました。

＊赤い羽根共同募金は、民間の地域福祉の推進のために使われて
おり、「川崎いのちの電話」もその対象になっています。

ライオンズクラブから 100 万円の寄付
　5 月 19 日、ライオンズクラブ国際協会 330 － B 地区の山本直正ガバナーを始め
メンバーの方が、川崎いのちの電話事務局を訪れ、金子圭賢理事長に寄付金 100 万円
を手渡されました。
　ライオンズクラブは様々な奉仕活動を行っており、自殺予防の活動支援もその一つ
になっています。


