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Ⅰ 緒言 

開発途上国の子どもの死亡の多くは栄養不良に

起因すると言われている 1)。特にサブサハラ・ア

フリカにおける子どもの栄養不良率は高く、世界

子供白書によると、サブサハラ・アフリカにおけ

る 5 歳未満の子どもの低体重児率(Underweight)

は 19％、慢性的な栄養不良を表す低身長児率

(Stunting)は 36％となっている 2)。 

5歳未満の子どもの死亡の37％は生後28日未満

の新生児期に起こっており、そのうち 31％は未熟

性または低出生体重が原因とされ、早産で産まれ

た子どもはよりリスクが高い 3)。サブサハラ・ア

フリカで妊娠 37 週未満に出産する早産の割合は

12.3％と開発途上国平均の 8.6％を上回っており、

早産児の約 6割は南アジアとサブサハラ・アフリ

カの子どもである、と報告されている 4)。 

このような背景から本研究は、サブサハラ・ア

フリカに位置し、乳幼児死亡率が高いベナン共和

国のコトヌに住む 5歳までの子どもの栄養評価を

行い、早産で産まれた子どものその後の栄養状態

に影響する要因を検討することを目的として実施

した。 

 

Ⅱ 方法 

１． 対象 

 コトヌにあるラギューン母子大学病院センター

に、子どもの予防接種のために訪れた母子 300組

を対象とした。対象とする子どもは下痢や発熱な

どがなく、予防接種が受けられる健康状態である

と病院の看護師が判断した子どもとした。そのう

ち出生時の在胎週数を母子手帳で確認できた 260

組を分析対象とした。実施期間は 2017年 3～5月

である。 

 

2.  方法 

2.1. 子どもの身体計測 

 身体計測は標準的なプロトコル 5)に従って以下

のとおり実施した。2 歳未満の子どもの身長は仰

臥位にて測定した。子どもの体重は薄手の着衣で

測定した。 

 測定に使用した器具は、2 歳未満の子どもの身

長は 1mm 単位の乳幼児用体長計(210; Seca, 

Hamburg, Germany)、乳児の体重は 20g単位のデジ

タル体重計(No1583;Tanita,Tokyo, Japan)、2 歳

以上の子ども身長は1mm単位の身長計(213; Seca, 

Hamburg, Germany)、体重は 100g単位のデジタル

体重計(HD622; Tanita, Tokyo, Japan)を用いて測

定した。 

 

2.2. 母親への構造化面接 

 UNICEF資料 6)やベナンの統計資料 7)を参考に質

問票を作成し、構造化面接を実施した。面接は現

地研究協力者が現地語で実施し、フランス語に訳

して質問紙に記載した。質問項目は次の通りであ

る。 

 

1) 母親に関する情報  

 年齢、宗教、教育レベル、エスニック・グルー

プ、夫の職業と月収、自分の職業と月収、妊娠・

出産歴、子どもの数など 

 夫の月収については回答数が少なく、解析には

使用しなかった。 

2) 子どもに関する情報 

①出生時情報 

 性別、生年月日（不明時は年齢）、在胎週数、身

長、体重 

②予防接種 

 すべての子どもが必要な予防接種を接種済みで

あったため、解析には使用しなかった。 

③既往歴の有無 

④母乳栄養継続期間および母乳だけで育てた期間 

母乳に関しては、ほぼすべての母親が生後 6か

月まで母乳のみで育てている、現在まで母乳継続

中だと回答したため、解析には使用しなかった。 

⑤補完食について 

補完食に関しては、約 9割の母親が離乳食を生

後 6か月から開始している、または開始しようと
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思っていると回答した。補完食を開始している子

どもは全体の 37％であり、早産で生まれた子ども

では 14人（25.5％）であった。そのうち 4人は月

齢が 6～7 か月で離乳食を開始したばかりの子ど

もであったため、補完食に関しては解析には使用

しなかった。 

②手洗いの実施有無（調理の前、食事前、排泄後）、

食品の保存方法、飲用水、自宅の排泄場所 

ほぼすべての母親が手洗いを実施し、飲用水は

水道水を利用し、自宅の排泄場所は簡易または水

洗トイレを有していたことから、これらのデータ

は解析には使用しなかった。 

 

2.3. 倫理的配慮 

本研究はベナンの研究実施施設(N°1201, 

2016/08/29)および沖縄県立看護大学研究倫理審

査会の承認を受け実施した(No. 15022, 

2016/03/08)。回答結果は抽象化して発表する、得

られた結果は目的以外には使用しない旨を伝え、

書面にて同意を得た。 

 

2.4. 分析方法 

子どもの栄養状態の評価は国際的に広く用いら

れている WHO Child Growth Standards 2006のＺ

スコアを使用して評価した。Ｚスコアは年齢に対

する身長、年齢に対する体重を WHO AnthropacR 

(Ver3.2.2)8)で算出した。解析に用いる子どもの

栄養状態は、在胎週数 37週未満に出生した 1歳未

満の早産の子ども(n= 49)に対しては修正月齢（出

産予定日を生後０日とする）を用いて評価した 9)。

評価基準は UNICEF同様のカットオフ値とし、Ｚス

コア -2 未満の子どもを低身長または低体重とし

た。 

次に、母子手帳で出生時の在胎週数が確認でき

た 260 組に対し、正期産(在胎週数 37 週以降 42

週未満, n= 205)と早産(在胎週数37週未満、n= 55)

の 2群に分けて、低身長および低体重と母親への

質問項目との関連を t検定またはフィッシャーの

正確検定で解析した。ベナンでは母子手帳は有料

のため、必ずしも母親全員が所持しているとは限

らない。また、妊娠週数についても最終月経が不

明瞭な場合はエコーで推測する場合もあるが、エ

コーを所持しない村落部の保健センターから移送

されたケースでは、出生時の在胎週数が不明な場

合もある。 

統計解析は JMP 12.2.0(SAS institute)を用い、

有意水準は 5％とした。 

Ⅲ 結果 

1. 対象者の概要 

対象となった母親の平均年齢は 29.3(±5.62)

歳で、約 8割の母親が有職者であった。母親の平

均月収は 58,873Fcfa（約 12,000 円）であり、最

高額は医師の 500,000Fcfa（約 100,000 円）であ

った（表 1,2）。 

対象となった子どもの平均月齢は 7.3 (±9.65) 

ヶ月、男女比はほぼ同数であった。早産で出生し

た割合は 21.2%（最小値 27 週）、2500ｇ未満の低

出生体重児は 18.1%（最小値 1060ｇ）であった（表

1,2）。 

母親の「食品の保存方法」についての回答は、

「冷蔵庫に保管」が 40.3%、「加熱、乾燥、燻製、

日陰におく」などが 58.1%であった（表 3）。 
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表 1. 対象者の社会・人口学的特性（連続変数）   

 
項目 

平均 (SD) 
単位 

n=260   正期産 n=205   早産 n=55 

【母親】 
 

  
 

母親の年齢 29.3 (5.62) 29.3 (5.43) 28.8 (6.00) 歳 

母親の平均月収 58873.7(66363.44) 56931.3 (65174.10) 62538.5 (70455.51) FCFA 

妊娠回数 2.8 (1.68) 2.8 (1.65) 2.9 (1.70) 回 

出産回数 2.3 (1.42) 2.3 (1.38) 2.3 (1.25) 回 

子どもの数 2.3 (1.34) 2.2 (1.33) 2.3 (1.25) 人 

【子ども】 
 

  

 子どもの月齢 7.3 (9.65) 7.1 (9.57) 4.8 (6.27) ヶ月 

子どもの出生時体重 2.9 (0.55) 3.0 (0.44) 2.3 (0.56) kg 

子どもの出生時在胎週数 38.0 (2.18) 38.9 (1.16) 34.7 (2.00) 週 

SD: Standard Deviation 

表 2. 対象者の社会・人口学的特性（カテゴリー変数） 
 

  

    n = 260 正期産 n=205   早産 n=55 

項目 カテゴリー n (%) 

【母親】 
  

  

宗教 カトリック 151 (58.1) 118 (57.6) 33 (60.0) 

 
Evangelique 42 (16.2) 31 (15.1) 11 (20.0) 

 
 イスラム教 27 (10.4) 22 (10.7) 5 (9.1) 

 
プロテスタント 12 (4.6) 10 (4.8) 2 (3.6) 

 
その他 28 (10.7) 24 (11.8) 4 (7.3) 

母親の教育レベル 小学校卒業以下 88 (33.9) 67 (32.7) 21 (38.2) 

 
高校卒業以下 97 (37.3) 78 (38.0) 19 (34.5) 

 
高校卒業より上 75 (28.8) 60 (29.3) 15 (27.3) 

エスニック・グループ Fon 82 (31.5) 62 (30.2) 20 (36.4) 

 
Goun 26 (10.0) 22 (10.7) 4 (7.3) 

 
Mina 22 (8.5) 17 (8.3) 5 (9.0) 

 
その他 130 (50.0) 104 (50.8) 26 (47.3) 

職業の有無（母親） 有 212 (81.5) 166 (81.0) 46 (83.6) 

                                     無 48 (18.5) 39 (19.0) 9 (16.4) 

母親の月収 35,000Fcfa以上 87 (33.5) 69 (33.7) 18 (32.7) 

 
35,000Fcfa未満 83 (31.9) 62 (30.2) 21 (38.2) 

 
無回答 90 (34.6) 74 (36.1) 16 (29.1) 

【子ども】 

  

  

子どもの性 男 132 (50.8) 109 (53.2) 23 (41.8) 

 

女 128 (49.2) 96 (46.8) 32 (58.2) 

子どもの出生時体重 2.5kg未満 47 (18.1) 12 (5.9) 35 (63.6) 

 

2.5kg以上 203 (78.1) 184 (89.8) 19 (34.5) 

 

無回答 10 (3.8) 9 (4.3) 1 (1.9) 

子どもの出生時在胎週数 36週以下 55 (21.2) 0 (0.0) 55 (100.0) 

 37週以上 205 (78.8) 205 (100.0) 0 (0.0) 

子ども既往歴 あり 65 (25.0) 52 (25.4) 13 (23.6) 

 なし 192 (73.8) 150 (73.2) 42 (76.4) 
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表 3. 対象者の食品衛生行動 
 

  

    n = 260 正期産 n=205 早産 n=55 

項目 カテゴリー n (%) 

手洗いの実施機会 調理・食事前、排泄後 248 (95.4) 194 (94.6) 54 (98.2) 

 
食事前、排泄後 11 (4.2) 10 (4.9) 1 (1.8) 

 
無回答 1 (0.4) 1 (0.5) 0 (0.0) 

食品の保存方法 冷蔵庫 105 (40.3) 90 (44.4) 15 (27.3) 

 
加熱・乾燥など 151 (58.1) 111 (53.7) 40 (72.7) 

 
無回答 4 (1.6) 4 (1.9) 0 (0.0) 

飲用水 水道 246 (94.6) 192 (93.7) 54 (98.2) 

 
井戸 8 (3.1) 7 (3.4) 1 (1.8) 

 
ミネラルウォーター 5 (1.9) 5 (2.4) 0 (0.0) 

 
無回答 1 (0.4) 1 (0.5) 0 (0.0) 

自宅の排泄場所 水洗トイレ 73 (28.1) 59 (28.8) 14 (25.5) 

 
簡易（穴式）トイレ 180 (69.2) 140 (68.3) 40 (72.7) 

 
なし 6 (2.3) 5 (2.4) 1 (1.8) 

  無回答 1 (0.4) 1 (0.5) 0 (0.0) 

 

 

  無回答 3 (1.2) 3 (1.4) 0 (0.0) 
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２．子どもの栄養評価 

出生時の在胎週数が確認できた子どもの栄養状

態は、暦月齢では低身長の子どもの割合は 16.5%、

低体重は 17.7%であり、修正月齢では低身長が

11.2%、低体重は 13.9%であった（表 4）。Zスコア

が+2以上の過体重の子どもは 2名であった。 

 

３．子どもの栄養状態と母親の質問項目との関連 

早産で生まれた子どもの低身長と関連のあった

変数は、➀出生時体重(p = 0.008)、②母親の教育

レベル(p = 0.004)、③食品の保存方法(p = 0.012)

であった（表 5）。また、早産で生まれた子どもの

低体重と関連のあった変数は、➀出生時体重(p = 

0.001)、②母親の教育レベル(p = 0.001)、③母親

の職業の有無(p = 0.022)、④食品の保存方法(p = 

0.012)であった（表 6）。 

正期産で生まれた子どもに関しては、低身長は

月齢(p = 0.009)、低体重は食品の保存方法(p = 

0.001)と関連がみられた。
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表 5 早産の子どもの低身長と関連要因(有意差がみられた変数のみ抜粋） 

      

          n = 55 

   

子どもの栄養状態 

 
項目 カテゴリー Total 

Z-score ≥ -2 

(ｎ = 42) 

Z-score < -2 

(ｎ = 13) p 

出生時体重 2.5kg未満 35 22(62.9) 13(37.1) 0.008* 
 2.5kg以上 19 19(100.0) 0(0.0) 

  無回答 1 1(100.0) 0(0.0) 
 母親の教育レベル 小学校卒業以

下 21 11(52.4) 10(47.6) 0.004* 
 高校卒業以下 19 17(89.5) 2(10.5) 

  高校卒業より上 15 14(93.3) 1(6.7) 
 食品の保存方法 冷蔵庫 15 15(100.0) 0(0.0) 0.012* 

  加熱・乾燥など 40 27(67.5) 13(32.5)   

＊ p < 0.05 

     ＊フィッシャー正確検定, n (%) 

     

 

表 6 早産の子どもの低体重と関連要因(有意差がみられた変数のみ抜粋） 

      

          n = 55 

   

子どもの栄養状態 

 
項目 カテゴリー Total 

Z-score ≥ -2 

(ｎ = 37) 

Z-score < -2 

(ｎ = 18) p 

出生時体重 2.5kg未満 35 17(48.6) 18(51.4) 0.001* 

 

2.5kg以上 19 19(100.0) 0(0.0) 
 

 

無回答 1 1(100.0) 0(0.0) 
 

母親の教育レベル 

小学校卒業以

下 21 8(38.1) 13(61.9) 0.001* 

 

高校卒業以下 19 16(84.2) 3(15.8) 
 

 

高校卒業より上 15 13(86.7) 2(13.3) 
 母親の職業の有無 あり 46 28(60.9) 18(39.1) 0.022* 

 

なし 9 9(100.0) 0(0.0) 
 食品の保存方法 冷蔵庫 15 14(93.3) 1(6.7) 0.012* 

  加熱・乾燥など 40 23(57.5) 17(42.5)   

＊ p < 0.05 

     ＊フィッシャー正確検定, n (%) 
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Ⅳ 考察 

１．子どもの栄養評価 

修正月齢による栄養評価では、低身長が 11.2%、

低体重は 13.9%であった。今回、対象となった子

どもの平均月齢は 7.3 (±9.65) ヶ月であり、ベ

ナンの統計データ7)による生後6～8か月児の低身

長率 32.3％、低体重児率 17.3%と比較すると低い

が、同資料による都市部の 5歳未満の子どもの栄

養不良率は低身長、低体重とも全国平均の 3分の

１の値となっている。調査地のコトヌが都市部で

あることを考慮すると、本調査の対象集団は低身

長率が同程度、低体重率は約 2倍であると考えら

れる。 

低身長は慢性の栄養状態を表す指標とされてお

り、2 歳以降に割合が高くなる 10)。カメルーンや

中央アフリカの先行研究でも年齢が高い子どもに

低身長が有意に多く見られている 11)12)。ベナンの

データ 7)でも、5 歳未満児の低体重率は生後 6 か

月から 17～19％で推移しているのに対し、低身長

率は 1歳以降から上がり始め、2歳以降では 47～

49％に増加している。身長の伸びに必要な成長ホ

ルモンはアミノ酸で作られ、そのアミノ酸を作る

ためにはたんぱく質が必要だが、長期に渡り不足

すると発育が阻害される 13)。今回の調査で栄養状

態が不良ではなかった子どもも年齢があがると栄

養の欠乏が蓄積され、低身長となることが推測さ

れる。 

 低体重率が全国データから推測されるコトヌの

平均値より高かったのは、対象となった子どもの

21.2%が早産児、18.1%が低出生体重児であったこ

とが要因だと考える。国の統計 7)に早産児率のデ

ータはないが、低出生体重児率は 13.0%である。

今回のデータ収集施設は NICU(neonatal 

intensive care unit)を持つ 3次医療のレファラ

ル病院であるため、早産児率が高く、それに伴い

低出生体重児率が高くなっていると考える。出生

時体重との関連は次の項で述べる。 

 

２．早産で産まれた子どもの栄養状態に影響する

要因 

１）出生時体重 

 低出生時体重で産まれた子どもの栄養状態につ

いて先行研究では、低出生体重児は 2500ｇ以上で

産まれた子どもに比較して免疫機能がより未熟な

ため、感染症にかかり易く、新生児死亡の大きな

要因となっている、と報告している 14)。 

 また、低出生体重児は生まれた時点ですでに栄

養が不足している状態であり、その時期に必要な

エネルギー量やタンパク質を与えるだけでは不足

分を補うことは出来ない。不足分が補われるには

ある程度の期間が必要となる。今回、対象となっ

た子どもの 18.1%が低出生体重児であり、そのう

ち 7割は早産児であった。早産児の成長のキャッ

チアップについて、出生時の状況やその後の環境

にもよるが、通常、１～2 年で実年齢の成長に追

いつく、と報告されている 15)。さらに在胎週数 28

週未満の子どものキャッチアップにはさらに数年

かかる、とも述べられており、今回の対象者児の

平均月齢が約 7か月と低年齢であったことから、

まだキャッチアップが完了していないため、「出

生時体重」が影響していると考える。 

 

１）母親の教育レベル 

先行研究やベナンの統計データ 7)でも本研究結

果と同様に、教育レベルの高い母親の子どもに有

意に栄養不良の子どもが少なかったと報告されて

いる 16)17)。 

教育レベルが高い母親は、適切な育児や栄養に

ついて情報を入手および活用することが可能であ

ることから、子どもの栄養状態に影響していると

考える。 

 

２）食品の保存方法 

今回の対象者の特徴として、ほぼすべての母親

が食前や排泄後の手洗いを実施している、約 9割

の母親が離乳食を WHOが推奨している生後 6か月

から開始しているまたは開始しようと思っている、
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そして、子どもの予防接種を受けに来ているとい

うことから、健康意識の高い集団であることが分

かった。 

また、「食品の保存方法」についての質問には約

４割が「冷蔵庫に保管している」と回答している。

ベナン国の統計資料 7)によると都市部での冷蔵庫

を保有している家庭の割合は 13.7%であり、テレ

ビの 62%、ラジオの 78%と比較してかなり低い。先

行研究によると、乳幼児期の栄養不良は下痢によ

るものが多く、その約 70％は食品汚染によるもの

である 18)。特に、母乳から補完食に移行した時期

にリスクが高い、と報告されている。抵抗力の弱

い乳児に与える補完食の調理に使用する食品を、

細菌汚染を防ぐことが出来る冷蔵庫を使用してい

る家庭の子どもは栄養不良のリスクが低いと考え

られる。 

また、先行研究では「冷蔵庫」や「テレビ」を

保有していることが経済的要因として栄養状態に

関連していると述べている 19)20)。しかし、今回の

調査では、「冷蔵庫の保有の有無」を聞いたのでは

なく、「食品の保存はどのようにしているか」と母

親の食品衛生行動について質問している。「食品の

保存方法」で有意な差がみられたことは、経済的

要因としてだけではなく、母親の食品衛生への認

識とも捉えることができると考えられる。しかし、

冷蔵庫に保存している食品についてのデータや、

加熱などで処理した後の保管方法についての情報

が不足している。これらについては本研究の限界

である。 

 

Ⅴ 結語 

早産で産まれた子どものその後の栄養状態に影

響する要因として、「出生時体重」や「母親の教育

レベル」は先行研究を支持するものであった。「食

品を冷蔵庫に保存している」については経済的要

因としてだけではなく、母親の食品衛生への認識

とも捉えることができると考える。今回、早産児

であっても食品を「冷蔵庫」に保存していた母親

の子どもに有意に栄養不良が少なかったことから、

母親の食品衛生行動が、出生後の子どもの栄養状

態に影響を与えることが示唆された。 
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