
基盤課題Ｃ：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 【参考とする指標】
参１．個人の希望する子ども数、個人の希望する子ども数と出生子ども数の差

平均理想子ども数 平均出生子ども数
平均理想子ども数と

平均出生子ども数の差

1977 昭和52 2.61 2.22 0.39

1982 57 2.62 1.92 0.70

1987 62 2.67 1.95 0.72

1992 平成4 2.64 1.86 0.78

1997 9 2.53 1.84 0.69

2002 14 2.56 1.79 0.77

2005 17 2.48 1.77 0.71

2010 22 2.42 1.71 0.71

2015 25 2.32 1.94 0.38

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名
出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）
（国立社会保障・人口問題研究所）

２）算出方法
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基盤課題Ｃ：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 【参考とする指標】
参２．不慮の事故による死亡率（人口10万対）

0歳 1～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳 0～19歳

1950 昭和25 93.6 83.4 34.9 13.5 22.2

1955 30 100.5 76.1 30.7 14.2 18.7

1960 35 81.9 69.1 29.3 13.0 28.2

1965 40 62 54.4 24.4 11.3 24.4

1970 45 59.0 45.7 21.5 10.0 35.6

1975 50 49.9 34.5 16.0 6.5 26.4

1980 55 41.8 24.3 11.4 4.2 23.1

1985 60 31.5 16.7 8.6 4.1 25.2

1989 平成元 31.8 14.7 7.5 3.6 24.3

1990 2 28.3 13.8 7.0 3.8 25.0

1991 3 27.0 13.5 7.0 3.0 23.3

1992 4 27.4 12.7 6.5 3.4 23.3

1993 5 23.7 11.4 6.0 3.1 19.7

1994 6 25.8 11.7 6.5 3.3 18.9

1995 7 27.7 13.2 8.1 5.0 20.8

1996 8 22.3 10.1 5.2 3.1 18.0

1997 9 23.3 9.0 5.1 2.6 17.7

1998 10 22.4 9.3 5.8 3.0 16.4

1999 11 18.3 7.4 4.6 3.2 15.2 8.5

2000 12 18.2 6.6 4.0 2.6 14.2 7.7

2001 13 18.1 7.1 4.2 2.3 13.7 7.6

2002 14 14.5 6.3 4.7 2.8 12.7 7.3

2003 15 13.5 5.0 3.7 2.4 11.7 6.3

2004 16 13.4 6.1 3.5 2.5 10.6 6.1

2005 17 16.4 5.2 3.9 2.5 9.4 5.9

2006 18 13.6 4.7 6.5 1.8 9.6 5.2

2007 19 11.7 4.1 2.6 2.1 8.7 4.8

2008 20 13.2 3.8 2.2 1.9 7.7 4.4

2009 21 11.6 3.5 2.4 1.6 7.6 4.2

2010 22 10.5 3.6 2.3 2.1 7.0 4.1

2011 23 18.9 9.1 6.5 4.8 11.0 8.3

2012 24 9.0 2.9 1.9 1.6 5.7 3.4

2013 25 8.6 2.6 2.0 1.2 5.6 3.2

2014 26 7.7 2.7 1.9 1.5 5.3 3.1

2015 27 8.5 2.7 1.7 1.3 4.8 2.9

2016 28 7.5 2.2 1.3 1.2 5.1 2.8

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）調査名
人口動態統計
不慮の事故（ICD－10によるV01-X59）死亡数

２）算出方法
不慮の事故による死亡率＝不慮の事故による死亡数/人口×100,000
（０歳は出生10万対、０～19歳は０～19歳人口10万対の死亡率である。）
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H27年度 H28年度

都道府県 市区町村数
選択肢②と③の
取組を両方行って
いる市区町村数

％ 市区町村数
選択肢②と③の
取組を両方行って
いる市区町村数

％

全国 1,741 62 3.6 1,741 60 3.4

北海道 179 3 1.7 179 2 1.1

青森県 40 2 5.0 40 4 10.0

岩手県 33 1 3.0 33 2 6.1

宮城県 35 1 2.9 35 0 0.0

秋田県 25 0 0.0 25 0 0.0

山形県 35 2 5.7 35 2 5.7

福島県 59 1 1.7 59 0 0.0

茨城県 44 2 4.5 44 1 2.3

栃木県 25 0 0.0 25 0 0.0

群馬県 35 1 2.9 35 2 5.7

埼玉県 63 3 4.8 63 3 4.8

千葉県 54 5 9.3 54 2 3.7

東京都 62 5 8.1 62 5 8.1

神奈川県 33 6 18.2 33 4 12.1

新潟県 30 2 6.7 30 2 6.7

富山県 15 0 0.0 15 1 6.7

石川県 19 0 0.0 19 0 0.0

福井県 17 0 0.0 17 0 0.0

山梨県 27 2 7.4 27 1 3.7

長野県 77 1 1.3 77 4 5.2

岐阜県 42 0 0.0 42 0 0.0

静岡県 35 0 0.0 35 1 2.9

愛知県 54 2 3.7 54 4 7.4

三重県 29 0 0.0 29 0 0.0

滋賀県 19 1 5.3 19 1 5.3

京都府 26 1 3.8 26 0 0.0

大阪府 43 5 11.6 43 4 9.3

兵庫県 41 0 0.0 41 0 0.0

奈良県 39 2 5.1 39 1 2.6

和歌山県 30 2 6.7 30 2 6.7

鳥取県 19 1 5.3 19 0 0.0

島根県 19 1 5.3 19 0 0.0

岡山県 27 0 0.0 27 1 3.7

広島県 23 1 4.3 23 1 4.3

山口県 19 0 0.0 19 0 0.0

徳島県 24 1 4.2 24 0 0.0

香川県 17 2 11.8 17 1 5.9

愛媛県 20 1 5.0 20 1 5.0

高知県 34 0 0.0 34 1 2.9

福岡県 60 2 3.3 60 1 1.7

佐賀県 20 0 0.0 20 0 0.0

長崎県 21 0 0.0 21 2 9.5

熊本県 45 0 0.0 45 1 2.2

大分県 18 1 5.6 18 1 5.6

宮崎県 26 0 0.0 26 0 0.0

鹿児島県 43 2 4.7 43 2 4.7

沖縄県 41 0 0.0 41 0 0.0

基盤課題Ｃ：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 【参考とする指標】
参３．事故防止対策を実施している市区町村の割合

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査後
母子保健課調査（市町村用） （毎年度調査）
設問
乳幼児健康診査の際に事故防止対策事業を実施していますか。該当するもの全てに〇をつけてください。
① パンフレットの配布、健診会場のパネル展示・ビデオ放映などにより啓発している。
② 事故防止のための安全チェックリストを使用した普及啓発活動を行っている。
（例．チャイルドシートの使用、自転車に乗るときのヘルメットの着用、浴槽に残し湯をしないことなど）

③地域住民を広く対象とした健康教育を実施している。
④子どもの親を対象とした健康教育を実施している。
⑤ 地域の子どもの事故発生状況を定期的に把握している。
⑥ 部局を超えて、子どもの事故予防対策の視点で街づくりを検討し協議する場がある。
（公園の遊具等の安全性の確認、交通事故防止のための歩道の整備など）

⑦その他の事故防止対策（ ）
⑧ 特に取り組みはしていない。

２）算出方法
選択肢②と③の取組を両方行っている市区町村数/全市区町村数×100
※算出方法に記載していない選択肢①・④・⑤・⑥の設定理由は、下記の通り。
・選択肢①と④：「健やか親子２１」からのデータを継続的に比較評価するため。
・選択肢⑤と⑥：現状では全ての地方自治体での実施は困難と考えられるが、今後の取組の方向性や目標を示すた
め。中間評価時に取組の状況を踏まえ、算出方法を再検討することが望まれる。
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基盤課題Ｃ：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 【健康行動の指標】
参４．乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう
工夫した家庭の割合

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 44.3% 377,361 45.1% 662,051
北海道 43.3% 9,618 43.6% 18,559
青森県 53.9% 7,481 51.3% 8,007
岩手県 40.2% 1,540 42.5% 7,615
宮城県 41.8% 14,862 43.2% 17,224
秋田県 42.3% 5,311 40.8% 6,212
山形県 42.3% 4,506 43.2% 7,446
福島県 46.0% 12,387 48.6% 12,688
茨城県 46.1% 18,320 45.9% 19,989
栃木県 50.8% 12,697 54.3% 14,795
群馬県 46.0% 10,786 45.6% 13,635
埼玉県 44.6% 35,408 45.5% 38,642
千葉県 45.4% 16,041 43.4% 14,935
東京都 42.3% 7,100 42.4% 32,759

神奈川県 46.0% 4,145 44.8% 19,291
新潟県 41.8% 5,441 42.5% 11,613
富山県 41.8% 6,814 43.9% 7,202
石川県 38.2% 5,547 41.4% 8,405
福井県 35.6% 4,697 37.4% 5,525
山梨県 49.3% 2,331 48.9% 5,667
長野県 53.5% 7,282 48.1% 13,563
岐阜県 48.4% 8,892 48.3% 14,647
静岡県 58.4% 2,350 44.1% 26,947
愛知県 57.8% 2,593 51.4% 42,366
三重県 44.7% 2,525 46.5% 13,329
滋賀県 42.0% 3,788 44.0% 7,331
京都府 40.5% 5,826 41.1% 16,852
大阪府 39.6% 22,626 42.0% 44,097
兵庫県 40.8% 21,380 40.9% 27,479
奈良県 46.0% 8,098 45.3% 9,833

和歌山県 48.6% 2,436 43.1% 6,463
鳥取県 37.4% 4,027 39.5% 4,392
島根県 0 0
岡山県 44.0% 6,083 45.7% 8,532
広島県 52.1% 13,010 48.8% 24,872
山口県 49.2% 5,020 50.3% 9,184
徳島県 42.1% 789 41.2% 5,031
香川県 39.1% 6,196 41.6% 6,334
愛媛県 50.9% 6,799 51.9% 9,314
高知県 39.2% 1,790 39.1% 4,191
福岡県 43.0% 25,430 45.6% 39,136
佐賀県 43.9% 4,853 46.4% 6,494
長崎県 41.8% 4,905 44.1% 9,792
熊本県 42.8% 4,393 42.6% 7,862
大分県 50.6% 429 48.3% 7,063
宮崎県 48.1% 3,151 49.9% 4,446

鹿児島県 46.3% 4,745 48.2% 8,537
沖縄県 35.0% 12,913 37.0% 13,755

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

―
最終

評価目標
2024年度

―

− 197 −



■調査方法
１）ベースライン調査
平成25年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（１歳６か月児用）問41-5
設問：浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。
→ 1. はい 2.いいえ 3.該当しない

算出方法：「1.はい」と該当した者の数/（全回答者－「該当しない」と回答した者）×100
２）ベースライン調査以後
母子保健課調査（毎年度調査）･･･乳幼児健康診査（１歳６か月児）での問診から
必須問診項目に入れ、母子保健課調査で毎年度全国データを集積する（全数対象）。各地方自治体は、平成27年
度からデータ収集・集計し、平成28年度に実施する母子保健課調査から報告する。
設問：浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてありますか。
→ 1. はい 2.いいえ 3.該当しない

算出方法：「1.はい」と該当した者の数/（全回答者－「該当しない」と回答した者）×100

※島根県は調査未実施。
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基盤課題Ｃ：子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり 【参考とする指標】
参５．父親の育児休業取得割合

育児休業
取得割合

2008 平成20 1.23%

2009 21 1.72%

2010 22 1.38%

2011 23 2.63%

2012 24 1.89%

2013 25 2.03%

2014 26 2.30%

2015 27 2.65%

2016 28 3.16%

中間評価目標
2019年度

―
最終評価目標
2024年度

―

■調査方法
１）調査名
雇用均等基本調査
事業所調査 表14 育児休業者割合（平成24年度 男性）

２）算出方法
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
１-1．ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合 【3・4か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 87.0% 406,352 87.6% 654,171
北海道 86.6% 9,517 86.3% 18,415
青森県 89.8% 6,497 90.1% 6,538
岩手県 86.6% 1,317 87.8% 5,871
宮城県 86.8% 14,220 87.1% 15,831
秋田県 85.6% 5,322 84.3% 6,426
山形県 87.3% 2,482 87.5% 7,308
福島県 86.1% 10,535 87.1% 13,294
茨城県 86.7% 17,588 87.2% 18,494
栃木県 88.6% 13,494 88.8% 14,624
群馬県 86.6% 10,220 86.9% 13,786
埼玉県 84.8% 36,154 85.8% 38,589
千葉県 86.1% 12,703 87.3% 12,520
東京都 86.6% 7,787 86.9% 36,328

神奈川県 86.9% 3,530 87.2% 19,772
新潟県 85.2% 6,160 86.2% 11,550
富山県 87.7% 7,176 88.2% 7,229
石川県 89.3% 5,563 89.2% 8,390
福井県 87.0% 3,723 88.2% 5,108
山梨県 87.4% 2,544 87.9% 5,660
長野県 85.2% 7,815 86.8% 12,954
岐阜県 85.5% 9,664 86.5% 14,591
静岡県 90.3% 2,111 90.3% 26,838
愛知県 88.4% 45,093 87.8% 42,183
三重県 0 89.5% 12,913
滋賀県 83.7% 3,420 84.6% 7,299
京都府 86.9% 5,747 87.5% 17,187
大阪府 86.4% 24,100 86.8% 44,893
兵庫県 85.9% 22,174 87.1% 27,637
奈良県 87.8% 8,315 89.0% 9,882

和歌山県 88.8% 2,506 87.2% 6,310
鳥取県 90.6% 3,963 90.6% 4,322
島根県 84.2% 3,580 84.7% 5,075
岡山県 85.8% 1,959 87.6% 8,455
広島県 85.8% 14,717 86.7% 21,564
山口県 90.1% 868 89.6% 8,867
徳島県 85.7% 969 86.1% 4,952
香川県 86.7% 6,497 87.3% 6,371
愛媛県 87.4% 1,907 89.0% 9,066
高知県 89.4% 1,821 90.1% 1,586
福岡県 87.7% 30,640 88.2% 40,263
佐賀県 85.4% 4,525 85.0% 6,369
長崎県 87.2% 3,896 87.9% 9,133
熊本県 89.9% 4,401 89.4% 7,248
大分県 93.1% 101 88.1% 6,918
宮崎県 89.3% 3,153 90.4% 7,110

鹿児島県 89.4% 1,980 89.7% 3,554
沖縄県 91.7% 13,898 91.8% 14,898

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

81.0％
最終

評価目標
2024年度

83.0％
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成25年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（３～４か月児問25、１歳６か月児問18、３歳児問20）
設問：お母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。
→ 1.はい 2.いいえ 3.何ともいえない

算出方法：各健診時点において、「はい」と回答した者の人数/全回答者数×100
２）ベースライン調査以後
母子保健課調査･･･乳幼児健康診査（３・４か月児、１歳６か月児、３歳児）での問診から
必須問診項目に入れ、母子保健課調査で毎年度全国データを集積する（全数対象、各健診時点ごとに）。各地方
自治体は、平成27年度からデータ収集・集計し、平成28年度に実施する母子保健課調査から報告する。
設問：お母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。
→ 1.はい 2.いいえ 3.何ともいえない

算出方法：各健診時点において、「はい」と回答した者の人数/全回答者数×100

※平成27年度：三重県は調査未実施。
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
１-2．ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合 【１歳６か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 77.3% 442,475 78.0% 696,487
北海道 78.5% 10,018 76.1% 19,373
青森県 79.7% 8,299 80.4% 8,232
岩手県 71.7% 1,623 75.9% 7,873
宮城県 75.9% 15,447 78.1% 17,837
秋田県 72.4% 5,508 72.0% 6,582
山形県 78.4% 4,622 77.6% 7,665
福島県 77.4% 10,563 78.6% 13,285
茨城県 75.9% 19,593 76.9% 20,778
栃木県 79.9% 13,105 80.8% 15,217
群馬県 77.4% 11,290 76.7% 14,350
埼玉県 75.3% 36,675 77.2% 40,105
千葉県 78.3% 16,955 78.5% 15,574
東京都 77.4% 7,368 78.0% 34,903

神奈川県 78.3% 3,555 78.2% 20,208
新潟県 72.9% 6,135 72.5% 12,250
富山県 73.3% 7,063 76.1% 7,482
石川県 75.2% 5,624 77.6% 8,544
福井県 76.3% 5,066 75.9% 5,964
山梨県 78.2% 2,396 78.7% 5,872
長野県 70.1% 7,079 77.0% 13,916
岐阜県 79.4% 9,117 79.6% 15,108
静岡県 82.0% 2,560 78.1% 28,019
愛知県 81.7% 45,043 79.8% 43,801
三重県 81.8% 2,636 82.3% 13,855
滋賀県 72.2% 3,905 73.6% 7,495
京都府 76.1% 6,108 77.2% 17,575
大阪府 75.6% 23,607 77.4% 46,028
兵庫県 77.4% 22,266 77.9% 28,358
奈良県 80.0% 8,492 79.3% 10,304

和歌山県 79.6% 2,496 78.8% 6,708
鳥取県 76.0% 4,205 77.1% 4,548
島根県 61.2% 4,911 64.6% 5,331
岡山県 76.1% 6,360 75.3% 8,934
広島県 77.9% 15,190 78.8% 26,941
山口県 76.3% 5,384 79.7% 9,619
徳島県 75.2% 830 75.4% 5,270
香川県 74.4% 6,412 76.5% 6,577
愛媛県 80.4% 7,105 80.5% 9,776
高知県 82.1% 3,371 81.9% 4,444
福岡県 78.0% 26,611 79.2% 40,618
佐賀県 71.8% 5,238 75.6% 6,835
長崎県 79.2% 5,084 79.6% 10,240
熊本県 77.8% 4,597 77.1% 8,118
大分県 77.4% 689 77.4% 7,386
宮崎県 80.3% 3,190 80.6% 4,474

鹿児島県 80.1% 5,000 80.9% 9,034
沖縄県 80.0% 14,084 82.4% 15,081

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

70.0％
最終

評価目標
2024年度

71.5％
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
１-3．ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合 【３歳】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 71.5% 452,051 71.3% 695,099
北海道 71.5% 10,310 70.2% 20,393
青森県 73.3% 8,330 73.8% 8,782
岩手県 65.8% 1,701 68.9% 7,927
宮城県 68.9% 16,178 70.7% 18,012
秋田県 66.0% 5,898 65.1% 7,062
山形県 68.1% 4,588 67.4% 8,050
福島県 71.0% 9,735 72.9% 13,592
茨城県 69.5% 19,737 70.1% 20,907
栃木県 74.9% 13,427 74.4% 15,135
群馬県 70.8% 11,804 68.8% 14,601
埼玉県 70.3% 36,544 71.6% 40,233
千葉県 71.8% 17,862 72.3% 15,283
東京都 72.6% 7,378 72.6% 33,798

神奈川県 75.3% 3,799 73.2% 20,710
新潟県 65.6% 6,950 65.8% 12,717
富山県 67.7% 7,368 68.1% 7,508
石川県 70.4% 5,819 71.0% 8,634
福井県 70.9% 4,195 69.2% 5,137
山梨県 72.0% 2,533 73.3% 5,813
長野県 68.5% 8,177 68.6% 14,904
岐阜県 72.9% 10,593 72.3% 15,767
静岡県 76.4% 2,166 70.2% 25,407
愛知県 76.6% 46,733 73.4% 43,775
三重県 77.1% 2,740 76.4% 14,176
滋賀県 65.9% 3,974 66.6% 7,720
京都府 70.0% 6,188 71.0% 17,633
大阪府 69.2% 23,962 70.8% 44,916
兵庫県 71.8% 23,244 71.6% 29,104
奈良県 73.7% 8,734 73.3% 10,404

和歌山県 70.7% 2,871 73.0% 6,664
鳥取県 70.6% 4,313 71.1% 4,749
島根県 55.8% 4,938 52.4% 5,322
岡山県 69.4% 6,386 68.9% 9,146
広島県 69.3% 14,995 70.5% 22,606
山口県 78.0% 4,976 74.0% 9,798
徳島県 70.8% 991 69.9% 5,335
香川県 66.7% 6,672 69.1% 6,737
愛媛県 75.3% 7,024 72.5% 9,952
高知県 74.9% 2,808 75.7% 4,530
福岡県 72.8% 26,821 73.2% 40,789
佐賀県 65.0% 5,406 67.0% 6,951
長崎県 74.4% 5,858 71.1% 10,260
熊本県 71.8% 4,740 70.3% 8,329
大分県 70.5% 468 72.0% 7,752
宮崎県 72.3% 3,187 70.9% 4,339

鹿児島県 76.6% 5,304 75.5% 8,910
沖縄県 75.1% 13,626 74.2% 14,830

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

62.0％
最終

評価目標
2024年度

64.0％
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-1．育てにくさを「いつも感じる」「時々感じる」割合 【3・4か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 14.3% 358,399 13.3% 652,091
北海道 13.1% 9,362 13.1% 18,341
青森県 9.1% 6,501 9.5% 6,490
岩手県 9.8% 1,293 9.2% 5,846
宮城県 11.4% 14,166 11.6% 15,703
秋田県 14.8% 5,312 14.6% 6,404
山形県 11.3% 2,502 10.4% 7,287
福島県 12.7% 12,759 11.1% 13,317
茨城県 14.0% 17,524 13.5% 18,435
栃木県 13.3% 13,507 12.2% 14,655
群馬県 15.0% 10,207 14.0% 13,725
埼玉県 15.7% 36,137 15.0% 38,524
千葉県 15.2% 12,684 13.3% 12,505
東京都 15.9% 7,282 15.3% 36,328

神奈川県 16.9% 3,522 12.7% 19,351
新潟県 18.4% 6,135 16.5% 11,552
富山県 13.7% 7,163 14.1% 7,233
石川県 13.8% 5,549 13.8% 8,363
福井県 17.9% 3,617 15.2% 4,458
山梨県 11.8% 2,543 11.9% 5,657
長野県 14.6% 7,804 14.8% 12,885
岐阜県 17.9% 9,646 16.4% 14,551
静岡県 10.4% 1,915 11.8% 26,792
愛知県 13.2% 1,276 13.5% 42,227
三重県 13.6% 12,809
滋賀県 15.6% 3,424 14.8% 7,357
京都府 17.6% 5,746 15.3% 17,202
大阪府 15.5% 23,959 14.7% 44,763
兵庫県 15.8% 22,013 14.2% 27,649
奈良県 20.9% 8,282 14.3% 9,919

和歌山県 15.8% 2,499 19.3% 6,303
鳥取県 12.6% 3,956 11.6% 4,321
島根県 12.6% 269 8.7% 5,059
岡山県 14.0% 1,851 13.8% 8,460
広島県 13.8% 13,506 11.6% 21,416
山口県 11.6% 860 11.4% 8,813
徳島県 19.5% 969 19.0% 4,939
香川県 18.2% 6,463 15.3% 6,310
愛媛県 14.0% 1,874 13.3% 9,057
高知県 13.1% 1,829 11.3% 1,578
福岡県 10.9% 30,625 10.2% 40,238
佐賀県 16.3% 4,534 15.6% 6,356
長崎県 12.3% 3,929 10.7% 9,129
熊本県 10.0% 4,390 11.7% 7,291
大分県 7.9% 101 13.5% 6,925
宮崎県 12.1% 3,098 8.5% 7,099

鹿児島県 9.5% 1,897 9.4% 3,574
沖縄県 12.1% 13,919 11.4% 14,895

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

―
最終

評価目標
2024年度

―
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成26年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（追加調査）
（３・４か月児用問10-②、１歳６か月児用問10-②、３歳児用問10-②）
設問：
①あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。→ 1.いつも感じる 2.時々感じる 3.感じない
②（①で、「 1.いつも感じる」もしくは「2.時々感じる」 と回答した人に対して、）育てにくさを感じた
時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：②で「1.はい」と回答した者の人数/設問①で「1.いつも感じる」または「2.時々感じる」と回答し
た者の人数×100
※各健診時点について、上記算出方法にて算出し、３時点の平均値を算出する。

２）ベースライン調査以後
母子保健課調査･･･乳幼児健康診査（３・４か月児、１歳６か月児、３歳児）での問診から
必須問診項目に入れ、母子保健課調査で毎年度全国データを集積する（全数対象）。各地方自治体は、平成27年
度からデータ収集・集計し、平成28年度に実施する母子保健課調査から報告する。
設問：
①あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。→ 1.いつも感じる 2.時々感じる 3.感じない
②①の設問で、「 1.いつも感じる」もしくは「2.時々感じる」 と回答した人に対して、）育てにくさを感じ
た時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：設問②で「1.はい」と回答した者の人数/設問①で「1.いつも感じる」又は「2.時々感じる」と回答し
た者の人数×100
※各健診時点について、上記算出方法にて算出し、３時点の平均値を算出する。

※平成27年度：三重県は調査未実施。
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-2．育てにくさを感じた時に相談先を知っている割合 【3・4か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 81.2% 51,151 84.1% 86,779
北海道 93.6% 1,228 80.0% 2,394
青森県 84.8% 592 82.8% 617
岩手県 78.7% 127 92.2% 540
宮城県 74.2% 1,620 82.1% 1,818
秋田県 76.4% 787 88.3% 938
山形県 89.7% 282 86.0% 755
福島県 83.0% 1,620 82.3% 1,475
茨城県 80.4% 2,459 80.9% 2,482
栃木県 82.1% 1,791 82.5% 1,781
群馬県 90.8% 1,526 88.0% 1,928
埼玉県 81.6% 5,682 81.5% 5,760
千葉県 82.6% 1,926 88.0% 1,669
東京都 78.9% 1,160 83.4% 5,560

神奈川県 81.7% 596 84.5% 2,457
新潟県 91.7% 1,126 81.2% 1,910
富山県 86.4% 982 83.9% 1,022
石川県 82.9% 764 82.9% 1,155
福井県 83.6% 646 85.4% 679
山梨県 77.1% 301 71.7% 675
長野県 78.5% 1,139 83.5% 1,913
岐阜県 81.4% 1,728 84.0% 2,387
静岡県 97.5% 200 91.4% 3,149
愛知県 74.0% 169 91.9% 5,700
三重県 0 89.4% 1,737
滋賀県 96.1% 533 79.9% 1,087
京都府 82.7% 1,010 90.0% 2,638
大阪府 83.6% 3,712 83.2% 6,592
兵庫県 82.5% 3,469 82.8% 3,934
奈良県 62.8% 1,729 86.0% 1,421

和歌山県 84.8% 396 84.3% 1,219
鳥取県 86.6% 499 88.3% 503
島根県 91.2% 34 60.4% 442
岡山県 80.0% 260 79.0% 1,171
広島県 71.0% 1,861 78.2% 2,490
山口県 74.0% 100 93.0% 1,002
徳島県 79.9% 189 86.9% 938
香川県 84.7% 1,174 77.7% 964
愛媛県 86.6% 262 88.5% 1,202
高知県 77.8% 239 83.8% 179
福岡県 79.7% 3,323 79.2% 4,105
佐賀県 66.1% 737 78.0% 989
長崎県 68.8% 484 94.8% 977
熊本県 78.5% 437 77.1% 851
大分県 100.0% 8 81.8% 932
宮崎県 76.3% 375 85.2% 602

鹿児島県 77.3% 181 80.0% 335
沖縄県 83.0% 1,688 82.8% 1,705

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

90.0％
最終

評価目標
2024年度

95.0％
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※平成27年度：三重県は調査未実施。
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-3．育てにくさを「いつも感じる」「時々感じる」割合 【1歳6か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 25.6% 392,550 25.3% 695,233
北海道 23.0% 9,943 23.5% 19,084
青森県 24.1% 8,300 16.3% 8,231
岩手県 23.1% 1,618 20.8% 7,859
宮城県 22.0% 15,425 21.2% 17,832
秋田県 23.9% 5,515 23.1% 6,584
山形県 22.5% 4,622 20.6% 7,653
福島県 19.8% 12,754 20.7% 13,161
茨城県 26.7% 19,544 25.7% 20,719
栃木県 23.8% 13,075 22.5% 15,227
群馬県 27.9% 11,308 26.8% 14,331
埼玉県 26.6% 36,657 29.2% 41,615
千葉県 26.0% 16,820 25.8% 15,556
東京都 28.9% 6,487 26.4% 34,172

神奈川県 27.8% 3,592 24.6% 20,737
新潟県 29.4% 6,080 28.9% 12,257
富山県 26.3% 7,043 24.8% 7,457
石川県 24.9% 5,616 23.7% 8,507
福井県 25.1% 4,974 26.0% 5,183
山梨県 20.5% 2,393 23.0% 5,875
長野県 34.1% 6,946 28.5% 13,858
岐阜県 28.9% 9,101 28.5% 15,064
静岡県 21.8% 2,373 24.3% 27,995
愛知県 25.2% 1,288 26.9% 43,504
三重県 24.7% 2,634 25.4% 13,854
滋賀県 29.4% 3,900 26.4% 7,516
京都府 31.1% 6,178 27.8% 17,657
大阪府 30.7% 23,147 27.7% 45,762
兵庫県 29.9% 22,245 28.6% 28,321
奈良県 28.2% 8,458 28.6% 10,271

和歌山県 34.3% 2,490 38.1% 6,684
鳥取県 23.8% 4,155 22.1% 4,544
島根県 17.2% 256 19.4% 5,110
岡山県 27.3% 6,205 26.5% 8,930
広島県 22.5% 14,334 21.3% 26,766
山口県 23.7% 5,380 31.8% 9,609
徳島県 31.6% 829 28.0% 5,247
香川県 29.5% 6,398 28.0% 6,578
愛媛県 26.8% 7,055 25.3% 9,694
高知県 18.6% 3,376 19.3% 4,456
福岡県 21.0% 26,586 21.9% 40,606
佐賀県 23.1% 5,218 21.8% 6,830
長崎県 20.3% 5,057 20.8% 10,226
熊本県 20.9% 4,522 22.0% 8,115
大分県 27.5% 448 24.3% 7,393
宮崎県 18.8% 3,179 17.0% 4,427

鹿児島県 22.0% 4,887 26.1% 9,017
沖縄県 22.7% 14,139 21.3% 15,159

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

―
最終

評価目標
2024年度

―
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-4．育てにくさを感じた時に相談先を知っている割合 【1歳6か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 78.8% 100,380 79.1% 175,707
北海道 81.1% 2,290 82.6% 4,481
青森県 86.5% 2,000 78.6% 1,343
岩手県 77.7% 373 81.9% 1,638
宮城県 74.9% 3,400 78.4% 3,786
秋田県 77.7% 1,319 77.3% 1,518
山形県 81.8% 1,038 81.3% 1,578
福島県 75.5% 2,523 79.9% 2,723
茨城県 79.7% 5,211 79.7% 5,328
栃木県 84.0% 3,110 84.4% 3,431
群馬県 85.3% 3,151 84.9% 3,847
埼玉県 79.0% 9,737 75.4% 12,136
千葉県 76.4% 4,381 87.4% 4,015
東京都 78.5% 1,873 81.6% 9,034

神奈川県 87.1% 997 81.1% 5,102
新潟県 85.3% 1,786 84.4% 3,546
富山県 83.6% 1,855 85.2% 1,853
石川県 80.3% 1,398 82.4% 2,020
福井県 76.5% 1,248 82.5% 1,349
山梨県 70.1% 491 76.0% 1,349
長野県 61.9% 2,368 77.3% 3,946
岐阜県 80.3% 2,630 81.8% 4,292
静岡県 84.6% 518 82.6% 6,799
愛知県 71.1% 325 83.1% 11,714
三重県 83.2% 650 89.5% 3,516
滋賀県 76.9% 1,145 78.8% 1,981
京都府 77.6% 1,920 83.7% 4,903
大阪府 73.1% 7,099 77.8% 12,689
兵庫県 79.5% 6,644 79.7% 8,104
奈良県 85.4% 2,386 80.9% 2,933

和歌山県 84.2% 853 74.6% 2,548
鳥取県 77.5% 987 80.4% 1,003
島根県 81.8% 44 42.8% 991
岡山県 83.0% 1,696 83.6% 2,367
広島県 65.7% 3,219 66.8% 5,711
山口県 83.8% 1,276 61.8% 3,056
徳島県 81.7% 262 82.3% 1,467
香川県 83.0% 1,890 79.7% 1,841
愛媛県 86.6% 1,893 85.5% 2,455
高知県 64.9% 627 63.1% 859
福岡県 81.0% 5,575 70.7% 8,913
佐賀県 67.1% 1,203 73.5% 1,488
長崎県 82.5% 1,029 83.0% 2,127
熊本県 74.4% 947 77.2% 1,786
大分県 80.5% 123 79.8% 1,799
宮崎県 74.9% 598 98.1% 751

鹿児島県 79.6% 1,076 64.4% 2,357
沖縄県 82.4% 3,216 80.9% 3,234

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

90.0％
最終

評価目標
2024年度

95.0％
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-5．育てにくさを「いつも感じる」「時々感じる」割合 【３歳】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 36.0% 401,310 34.8% 694,321
北海道 32.5% 10,315 32.3% 20,254
青森県 29.9% 8,410 24.6% 8,776
岩手県 31.4% 1,664 30.0% 7,934
宮城県 33.5% 16,214 33.0% 18,038
秋田県 34.5% 5,866 32.6% 6,996
山形県 32.4% 4,566 31.1% 8,051
福島県 30.3% 11,707 28.5% 13,571
茨城県 34.7% 19,746 34.1% 20,871
栃木県 31.0% 13,474 30.6% 15,142
群馬県 38.8% 11,823 36.8% 14,610
埼玉県 36.0% 36,481 35.6% 40,138
千葉県 34.3% 17,153 32.7% 15,304
東京都 45.2% 6,482 37.6% 33,834

神奈川県 36.6% 3,789 34.2% 21,464
新潟県 45.5% 6,989 37.9% 12,777
富山県 39.2% 7,368 37.5% 7,520
石川県 35.9% 5,817 34.7% 8,623
福井県 33.9% 4,127 34.0% 4,186
山梨県 26.9% 2,531 30.5% 5,814
長野県 38.2% 8,166 38.9% 14,846
岐阜県 38.2% 10,575 37.8% 15,766
静岡県 33.2% 2,026 32.8% 25,549
愛知県 34.5% 1,404 36.5% 43,132
三重県 36.1% 2,700 35.9% 14,172
滋賀県 41.5% 3,970 37.9% 7,777
京都府 39.6% 6,189 39.5% 17,698
大阪府 42.2% 23,678 39.0% 44,751
兵庫県 41.3% 23,234 39.6% 29,067
奈良県 39.5% 8,746 40.3% 10,480

和歌山県 45.1% 2,852 46.1% 6,666
鳥取県 34.7% 4,320 32.5% 4,753
島根県 25.9% 290 25.6% 5,286
岡山県 39.7% 6,360 38.0% 9,144
広島県 33.3% 13,989 32.7% 22,504
山口県 37.0% 4,982 36.9% 9,825
徳島県 39.0% 986 42.0% 5,274
香川県 43.5% 6,682 38.1% 7,177
愛媛県 36.9% 6,070 33.6% 9,897
高知県 28.5% 2,849 27.3% 4,472
福岡県 31.3% 26,808 29.9% 40,777
佐賀県 30.2% 5,374 31.6% 6,960
長崎県 49.8% 7,385 31.3% 10,280
熊本県 28.8% 4,812 31.2% 8,336
大分県 36.6% 322 34.8% 7,757
宮崎県 27.5% 3,117 28.0% 4,248

鹿児島県 30.7% 5,197 30.9% 8,904
沖縄県 29.5% 13,705 30.8% 14,920

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

―
最終

評価目標
2024年度

―
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-6．育てにくさを感じた時に相談先を知っている割合 【３歳】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 79.1% 144,396 82.9% 241,430
北海道 76.0% 3,354 82.5% 6,533
青森県 85.2% 2,511 80.9% 2,156
岩手県 83.7% 522 82.5% 2,383
宮城県 79.6% 5,430 80.5% 5,953
秋田県 78.5% 2,026 81.4% 2,282
山形県 86.3% 1,478 85.5% 2,502
福島県 77.8% 3,546 80.0% 3,864
茨城県 82.7% 6,842 81.1% 7,117
栃木県 83.3% 4,171 85.2% 4,627
群馬県 85.0% 4,592 85.0% 5,373
埼玉県 79.3% 13,125 84.5% 14,295
千葉県 79.0% 5,892 86.6% 5,009
東京都 63.7% 2,932 80.6% 12,717

神奈川県 88.9% 1,385 85.3% 7,334
新潟県 58.0% 3,177 81.9% 4,847
富山県 86.8% 2,890 86.6% 2,823
石川県 80.4% 2,091 81.7% 2,995
福井県 84.2% 1,401 83.6% 1,425
山梨県 79.6% 680 78.9% 1,775
長野県 81.9% 3,116 84.1% 5,778
岐阜県 81.6% 4,041 88.5% 5,953
静岡県 87.1% 672 81.8% 8,373
愛知県 79.5% 484 85.2% 15,751
三重県 87.3% 975 88.5% 5,088
滋賀県 75.8% 1,648 77.8% 2,945
京都府 84.7% 2,451 87.0% 6,997
大阪府 76.3% 9,985 81.4% 17,433
兵庫県 82.4% 9,605 82.6% 11,503
奈良県 86.7% 3,451 84.7% 4,219

和歌山県 84.2% 1,287 85.2% 3,074
鳥取県 81.3% 1,497 82.3% 1,543
島根県 84.0% 75 46.2% 1,353
岡山県 86.2% 2,526 96.0% 3,475
広島県 70.5% 4,657 74.1% 7,361
山口県 84.0% 1,844 85.8% 3,625
徳島県 83.4% 385 76.4% 2,214
香川県 84.5% 2,907 84.5% 2,737
愛媛県 88.9% 2,240 87.2% 3,322
高知県 76.7% 811 60.8% 1,220
福岡県 80.8% 8,403 82.1% 12,200
佐賀県 69.9% 1,621 75.3% 2,202
長崎県 37.6% 3,675 81.6% 3,215
熊本県 78.1% 1,384 81.2% 2,601
大分県 85.6% 118 85.6% 2,698
宮崎県 80.9% 858 81.9% 1,191

鹿児島県 85.0% 1,597 83.5% 2,748
沖縄県 84.6% 4,038 84.4% 4,601

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

90.0％
最終

評価目標
2024年度

95.0％
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康水準の指標】
２-7．育てにくさを感じた時に相談先を知っている割合 【平均】

平成27年度 平成28年度

％ ％

全国 79.7% 82.0%
北海道 83.6% 81.7%
青森県 85.5% 80.8%
岩手県 88.2% 85.5%
宮城県 76.2% 80.3%
秋田県 77.5% 82.3%
山形県 85.9% 84.3%
福島県 78.8% 80.7%
茨城県 80.9% 80.6%
栃木県 83.1% 84.0%
群馬県 87.0% 86.0%
埼玉県 80.0% 80.5%
千葉県 79.3% 87.3%
東京都 73.7% 81.9%
神奈川県 85.9% 83.6%
新潟県 78.3% 82.5%
富山県 85.6% 85.2%
石川県 81.2% 82.3%
福井県 81.4% 83.8%
山梨県 75.6% 75.5%
長野県 74.1% 81.6%
岐阜県 81.1% 84.8%
静岡県 89.7% 85.3%
愛知県 74.9% 86.7%
三重県 85.3% 89.1%
滋賀県 82.9% 78.9%
京都府 81.7% 86.9%
大阪府 77.7% 80.8%
兵庫県 81.5% 81.7%
奈良県 78.3% 83.9%
和歌山県 84.4% 81.4%
鳥取県 81.8% 83.7%
島根県 85.7% 49.8%
岡山県 83.1% 86.2%
広島県 69.1% 73.0%
山口県 80.6% 80.2%
徳島県 81.7% 81.9%
香川県 84.1% 80.6%
愛媛県 87.4% 87.1%
高知県 73.1% 69.2%
福岡県 80.5% 77.3%
佐賀県 67.7% 75.6%
長崎県 63.0% 86.5%
熊本県 77.0% 78.5%
大分県 88.7% 82.4%
宮崎県 77.4% 88.4%
鹿児島県 80.6% 76.0%
沖縄県 83.3% 82.7%

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

90.0％
最終

評価目標
2024年度

95.0％
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※平成27年度：三重県は1歳6か月と3歳の平均。
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重点課題①：育てにくさを感じる親に寄り添う支援 【健康行動の指標】
３-1．子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合 【3・4か月】

平成27年度 平成28年度

％ n ％ n
全国 89.3% 357,937 90.1% 649,572
北海道 91.9% 9,450 92.1% 18,231
青森県 91.2% 6,462 90.6% 6,474
岩手県 88.5% 1,298 90.4% 5,809
宮城県 88.4% 14,145 89.4% 15,756
秋田県 89.3% 5,288 90.1% 6,370
山形県 86.6% 2,506 88.9% 7,252
福島県 91.2% 12,687 90.8% 13,080
茨城県 90.1% 17,118 90.5% 18,384
栃木県 91.3% 13,453 92.6% 14,573
群馬県 88.7% 10,200 89.0% 13,714
埼玉県 89.6% 36,007 90.7% 38,416
千葉県 88.8% 13,373 89.1% 12,495
東京都 86.4% 6,974 86.6% 36,192

神奈川県 91.4% 3,505 90.6% 18,819
新潟県 88.5% 6,139 88.5% 11,537
富山県 87.9% 7,154 89.1% 7,205
石川県 86.3% 5,546 88.0% 8,329
福井県 88.1% 3,701 90.2% 5,074
山梨県 87.0% 2,550 90.3% 5,643
長野県 89.7% 7,986 89.9% 12,746
岐阜県 88.8% 9,584 89.1% 14,499
静岡県 90.4% 1,913 91.8% 26,724
愛知県 92.2% 1,274 88.9% 42,053
三重県 0 90.8% 12,790
滋賀県 90.1% 3,410 90.5% 7,260
京都府 89.3% 5,742 89.8% 17,016
大阪府 89.4% 23,975 90.1% 44,677
兵庫県 89.2% 21,996 89.8% 27,512
奈良県 90.6% 8,265 91.2% 9,598

和歌山県 89.7% 2,497 90.7% 6,283
鳥取県 89.5% 3,959 90.4% 4,281
島根県 90.0% 231 88.7% 212
岡山県 92.0% 2,779 93.0% 14,256
広島県 88.7% 13,434 91.0% 21,353
山口県 90.0% 856 88.7% 8,801
徳島県 88.3% 967 90.0% 4,927
香川県 88.8% 6,466 90.9% 6,310
愛媛県 91.4% 1,863 90.8% 8,839
高知県 90.3% 1,819 91.3% 1,571
福岡県 88.7% 30,305 90.5% 39,623
佐賀県 88.7% 4,505 90.4% 6,299
長崎県 89.7% 3,684 92.4% 9,086
熊本県 91.5% 4,473 92.6% 7,284
大分県 87.9% 99 86.8% 6,871
宮崎県 91.4% 2,634 92.9% 6,978

鹿児島県 91.7% 1,889 92.4% 3,569
沖縄県 85.9% 13,776 87.8% 14,801

【平成27年度】

【平成28年度】

中間
評価目標
2019年度

90.0％
最終

評価目標
2024年度

95.0％
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■調査方法
１）ベースライン調査
平成26年度厚生労働科学研究（山縣班）親と子の健康度調査（追加調査）
（３・４か月児用問13、１歳６か月児用問13、３歳児用問13）
設問
・（３・４か月児用）生後半年から１歳になる頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知ってい
ますか。→ 1.はい 2.いいえ

・（１歳６か月児用）１歳半から２歳になる頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さしで伝
えようとする」ことを知っていますか。 → 1.はい 2.いいえ

・（３歳児用）３歳から４歳になる頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとす
る」ことを知っていますか。 → 1.はい 2.いいえ

算出方法：「1.はい」と回答した者の人数/全回答者数×100
※各健診時点について、上記算出方法にて算出し、３時点の平均値を算出する。

２）ベースライン調査以後
母子保健課調査･･･乳幼児健康診査（３・４か月児、１歳６か月児、３歳児）での問診から
必須問診項目に入れ、母子保健課調査で毎年度全国データを集積する（全数対象）。各地方自治体は、平成27年
度からデータ収集・集計し、平成28年度に実施する母子保健課調査から報告する。
設問
・（３・４か月児用）生後半年から１歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。

→ 1.はい 2.いいえ
・（１歳６か月児用）１歳半から２歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さしで伝えよう
とする」ことを知っていますか。 → 1.はい 2.いいえ

・（３歳児用）３歳から４歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」こ
とを知っていますか。→ 1.はい 2.いいえ

算出方法：「1.はい」と回答した者の人数/全回答者数×100
※各健診時点について、上記算出方法にて算出し、３時点の平均値を算出する。
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