
妊産婦メンタルヘルスケア推進に
関するアンケート調査

• 調査期間 令和5年3月～5月

• 調査対象 全国の分娩取り扱い施設

• 送付数 2,096 施設
（うち、有効総数 2,073 施設）

• 回答施設数 1,398 施設 （回収率 67.4％）

日本産婦人科医会
幹事 星 真一

2023年7月12日 第176回 記者懇談会
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無回答については各設問について5％
以下であり、必要なもの以外は削除した



回答施設の区分
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19.4% 21.1%

27.1% 25.3%
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妊娠中のうつ病や不安障害に関するリスク評価

全員に行って

いる

52.1%必要と思われる患者の

み行っている

32.6%

行っていない

12.5%

妊娠中のうつ病や不安障害に関する

リスク評価

n=1,398
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妊娠中のうつ病や不安障害に関するリスク評価
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妊娠中のうつ病や不安障害に関するリスク評価
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n=1,185n=891n=960n=958n=775
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産後2週間健診

あり

80.5%

なし

17.4%

産後2週間健診は行っていますか?

n=1,398
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産後2週間健診

56.2
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産後2週間健診

あり

63.9%

なし

31.4%

産後2週間健診の公的補助の有無

n=1,398
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産後2週間健診
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n=1,332n=1,576 n=1,311
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産後2週間健診
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あり なし 無回答

都道府県別の産後2週間健診での公的補助（産婦健診）
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産後2週間健診
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あり なし 無回答

都道府県別の産後2週間健診での公的補助（産婦健診）
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産後2週間健診

全員に行っている

66.0%

必要と思われる患者のみ

19.0%

行っていない

10.7%

産後2週間健診でのメンタルヘルスチェックの有無

n=1,398
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産後2週間健診
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産後2週間健診
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公的補助の有無と2週間健診の実施
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している

n=893 n=439
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産後1か月健診

あり

79.3%

なし

15.7%

産後1か月健診の公的補助の有無

n=1,398
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産後1か月健診
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産後1か月健診
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あり なし 無回答

都道府県別の産後1か月健診での公的補助（産婦健診）
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産後1か月健診
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あり なし 無回答

都道府県別の産後1か月健診での公的補助（産婦健診）
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産後1か月健診

全員に行っている

79.3%

必要と思われる

患者のみ

15.3%

行っていない

2.6%

産後1か月健診でのメンタルヘルスチェックの有無

n=1,398
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産後1か月健診
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産後1か月健診
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公的補助の有無とメンタルヘルスチェックの施行
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メンタルヘルスチェックは診療の負担になっていますか?

負担に

なっている

9.6%

負担になっていると感じる

こともある

48.9%

負担にはなっていない

38.3%

メンタルヘルスチェックは診療の負担になっていますか?

n=1,398
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メンタルヘルスチェックは診療の負担になっていますか?
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【施設区分別】

負担になっている 負担になっていると感じることもある 負担にはなっていない 無回答

n=295（周産期）
n=354（病院)
n=749（診療所)
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メンタルヘルスチェックは診療の負担になっていますか?
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要支援妊産婦の割合

ほとんど

いない

7.1%

5%未満

32.1%

5～10％未満

31.4%

10%～30%未満

20.5%

30%以上

4.5%

無回答

4.4%

要支援妊婦の割合

n=1,398



29

要支援妊産婦の割合

0.7%
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【施設区分別】
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n=749（診療所)
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要支援妊産婦の対応 <複数回答>
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3.6%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

自院でほぼ対応できている

他の施設と連携・紹介することで対応できている

十分には対応できていない

その他

無回答

要支援妊産婦の対応 【複数回答】

n=1,398
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コロナ禍でメンタルヘルスに問題のある妊産婦

明らかに

増加した

11.4%

やや増加した

37.1%
以前と変わらない

39.8%

減少した

0.1%

わからない

10.9%

コロナ禍でメンタルヘルスに問題のある妊産婦は増加していると感じるか?

n=1,398
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コロナ禍によって現在も中止または制限していること

ある

88.7%

ない

10.1%

コロナ禍によって現在も中止または制限していることはあるか?

n=1,398
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コロナで中止した妊産婦支援活動 <複数回答>
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無回答

コロナで中止した妊産婦支援活動 【複数回答】

n=1,240
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コロナで中止した妊産婦支援活動 <複数回答>
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2023

n=1,588(2021)
n=1,355(2022)
n=1,019(2023)
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コロナで中止した妊産婦支援活動 <複数回答>
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【施設区分別】

周産期センター

病院

診療所

n=278（周産期）
n=324（病院)
n=638（診療所)
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コロナで中止した妊産婦支援活動 <複数回答>
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29.0
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立ち会い分娩
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n=278（周産期）
n=324（病院)
n=638（診療所)
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コロナで制限している妊産婦支援活動 <複数回答>
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40.6%

36.1%

13.5%
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無回答

産後ケア事業

里帰り分娩

その他

無回答

コロナで制限している妊産婦支援活動 【複数回答】

n=1,240
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里帰り分娩の受け入れ時に自宅隔離期間

自宅隔離期間を設

けて受け入れている

26.3%

自宅隔離期間を設けず受け入れている

70.3%

里帰り分娩の受け入れ時の

自宅隔離期間

n=1,398
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精神疾患合併妊娠を受け入れ

受け入れている

26.9%

場合によっては受け入れている

52.2%

受け入れていない

20.0%

精神疾患合併妊娠を受け入れているか

n=1,398
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精神疾患合併妊娠を受け入れ
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n=1,382

精神疾患合併妊娠を受け入れているか

n=1,386n=1,597n=1,496n=1,443 n=1,691 n=1,355
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精神疾患以外の「特定妊婦」を受け入れ

受け入れている

39.6%

場合によっては受け入れている

40.2%

受け入れていない

18.1%

精神疾患以外の「特定妊婦」

を受け入れているか

n=1,398



42

精神疾患以外の「特定妊婦」を受け入れ
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n=1,369n=1,586 n=1,332
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ハイリスク妊産婦連携指導料の算定

算定している

36.3%

算定していない

61.0%

ハイリスク妊産婦連携指導料を

算定しているか

n=1,398
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ハイリスク妊産婦連携指導料の算定

30.6 34.2 35.2 37.3

69.4 65.8 64.8 62.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020 2021 2022 2023

していない

している

n=1,645

ハイリスク妊産婦連携指導料を算定しているか

n=1,360n=1,574 n=1,308
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要支援妊産婦を他施設・他機関に紹介する時に困ること

13.8%

35.0%

12.8%

63.7%

50.6%

77.3%

18.8%

9.3%

0.6%

1.3%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

産科

精神科

行政

要支援妊産婦と地域での医療機関・行政との連携について

しばしば困っている 困ることは少ない 自院が受け入れている その他 無回答
n=1,398
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要支援妊産婦を他施設・他機関に紹介する時に困ること

20.6

22.4

17.1

16.3

14.5

14.3

41.9

46.0

42.3

42.8

44.0

36.9

20.7

21.2

18.5

18.3

18.0

14.2

60.0

61.2

65.1

66.1

70.0

66.1

48.2

46.0

49.1

47.2

47.2

53.4

79.3

78.8

81.5

81.7

82.0

85.8

19.4

16.4

17.8

17.6

15.5

19.5

9.9

8.0

8.6

10.0

8.8

9.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2018

2019

2020

2021

2022

2023

産
科

精
神
科

行
政

要支援妊産婦と地域での医療機関・行政との連携について

しばしば困っている 困ることは少ない 自院が受け入れている
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産後ケア事業

行っている

53.6%

行っていない

46.0%

無回答

0.4%

産後ケア事業を行っているか

n=1,398
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産後ケア事業

29.3
35.6 41.5 47.9 50.4 53.8

68.9
61.2 55.5 49.3 47.9 46.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020 2021 2022 2023

していない

している

n=1,460

産後ケア事業を行っているか

n=1,393n=1,364n=1,625n=1,497 n=1,706
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産後ケア事業

32.9

59.5

59.5

67.1

40.5

40.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

周産期センター

病院

診療所

産後ケア事業の実施（施設区分別）

している していない

n=295

n=353

n=745
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産後ケア事業

5.7%

64.3%

89.3%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

アウトリーチ（訪問）型

デイサービス型

宿泊型

無回答

産後ケア事業をしている施設で行われている事業 【複数回答】

n=750



51

産後ケア事業

18.0

49.8

77.1

15.4

53.3

79.7

12.0

56.6

85.0

11.9

59.4

83.2

14.6

56.2

87.5

5.8

64.7

89.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

アウトリーチ（訪問）型

デイサービス型

宿泊型

産後ケア事業をしている施設で行われている事業 【複数回答】

2018

2019

2020

2021

2022

2023

n=428(2018)
n=533(2019)
n=709(2020)
n=779(2021)
n=687(2022)
n=745(2023)



52

産後ケア事業

6.4

43.6

89.4

5.7

50.7

93.8

5.7

75.8

88.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

アウトリーチ（訪問）型

デイサービス型

宿泊型

【施設区分別】産後ケア事業をしている施設で行われている事業 【複数回答】

周産期センター

病院

診療所

n=94（周産期）
n=209（病院)
n=442（診療所)
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産後ケア事業

88.1

95.2

94.6

84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0

アウトリーチ（訪問）型

デイサービス型

宿泊型

産後ケア事業への公的補助率

n=42

n=662

n=475
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産後ケア事業

46.6

71.7

71.1

57.3

77.5

77.9

58.5

86.0

85.3

56.0

87.9

87.5

60.0

89.6

89.7

88.1

95.2

94.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

アウトリーチ（訪問）型

デイサービス型

宿泊型

産後ケア事業への公的補助率

2018

2019

2020

2021

2022

2023
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産後ケア事業

1

33.4%

2～5

52.4%

6～9

10.0%

10以上

4.3%

産後ケア事業を受託している自治体数

n=632
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産後ケア事業

増加傾向にある

38.4%

かわらない

61.6%

他の自治体からの産後ケア事業の受託は増加しているか

n=692
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産後ケア事業

いる

18.6%

ほとんどいない

40.2%

いない

41.2%

里帰り出産での産後ケア事業利用者はいるか

n=748
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産後ケア事業

ある

10.9%

ややある

21.2%

どちらともいえない

25.5%

あまりない

23.2%

ない

19.2%

産後ケア事業の収益性はあるか

n=741
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産後ケア事業

ある

52.1%

ない

47.9%

産後ケア事業の利用希望者を断る場合はあるか

n=746
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産後ケア事業

45.2

45.2

56.9

54.8

54.8

43.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

周産期センター

病院

診療所

産後ケア事業の利用希望者を断る場合はあるか（施設区分別）

ある ない

n=93

n=445

n=208
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産後ケア事業

58.3%

44.6%

32.4%

22.8%

13.1%

11.1%

9.7%

10.0%

4.2%

14.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

人員の確保ができない

空床がない

個室の提供が困難である

児を預かる場所がない

コロナ等の感染対策が困難のため

自院で出産した産婦のみ対応している

収益性に乏しく、施設のメリットが少ない

産婦の精神疾患があるため

産婦の身体的合併症があるため

その他

産後ケア事業の希望者を断る理由 【複数回答】

n=952
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産後ケア事業

72.5%

41.7%

36.0%

29.9%

14.4%

13.9%

8.6%

4.5%

2.0%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

人員の確保ができない

個室の提供が困難である

空床がない

児を預かる場所がない

コロナ等の感染対策が困難のため

収益性に乏しく、施設のメリットが少ない

自院で出産した産婦のみ対応している

産婦の精神疾患があるため

産婦の身体的合併症があるため

その他

産後ケア事業をしていない理由 【複数回答】

n=561
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産後ケア事業

44.3%

47.5%

64.4%

1.8%

3.2%

9.6%

11.0%

4.1%

26.9%

0.0%

31.4%

34.3%

56.2%

4.8%

14.8%

9.5%

17.6%

6.7%

23.3%

0.5%

50.1%

25.2%

56.6%

5.0%

10.9%

9.8%

12.2%

15.9%

20.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

空床がない

個室の提供が困難である

人員の確保ができない

産婦の身体的合併症があるため

産婦の精神疾患があるため

収益性に乏しく、施設のメリットが少ない

コロナ等の感染対策が困難のため

自院で出産した産婦のみ対応している

児を預かる場所がない

その他

(施設区分別)産後ケア事業の希望者を断る理由 【複数回答】

周産期センター

病院

診療所

n=219（周産期）
n=210（病院)
n=523（診療所)
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産後ケア事業

43.6%

53.5%

73.3%

1.7%

2.9%

9.9%

12.2%

1.7%

31.4%

0.0%

20.8%

42.5%

75.0%

0.8%

4.2%

15.8%

17.5%

5.8%

31.7%

0.8%

38.1%

34.0%

71.3%

2.6%

5.6%

15.7%

14.6%

14.2%

28.4%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

空床がない

個室の提供が困難である

人員の確保ができない

産婦の身体的合併症があるため

産婦の精神疾患があるため

収益性に乏しく、施設のメリットが少ない

コロナ等の感染対策が困難のため

自院で出産した産婦のみ対応している

児を預かる場所がない

その他

(施設区分別)産後ケア事業をしていない理由 【複数回答】

周産期センター

病院

診療所

n=172（周産期）
n=120（病院)
n=268（診療所)
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リモートでの母子支援

行っている

23.6%

行っていない

76.4%

リモートでの母子支援を行っているか

n=1,375
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リモートでの母子支援

22.0
27.8 23.6

80.0
72.2 76.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 2022 2023

リモートでの母子支援を行っているか

行っていない

行っている

n=1,580 n=1,375n=1,338
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リモートでの母子支援

29.7

25.8

20.1

70.3

74.2

79.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

周産期センター

病院

診療所

リモートでの母子支援を行っているか（施設区分別）

行っている 行っていない

n=286

n=740

n=349
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リモートでの母子支援

67.9%

37.3%

17.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

母親・両親学級

妊娠中・産後のメンタルケアを含めた健康観察

その他

リモートでの母子支援について行っている内容 【複数回答】

n=324
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動画視聴

視聴した

12.4%

視聴していない

31.4%
知らなかった

53.2%

無回答

2.9%

HPで公開している医会作成動画を視聴したか

n=1,398
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動画視聴

有用である

85.6%

あまり有用で

ない

12.6%

無回答

1.1%

視聴した動画は有用だと思うか

n=174
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父親・パートナーのメンタルヘルスケア

とても感じている

17.0%

やや感じている

51.4%

あまり感じていない

24.2%

感じていない

5.4%

無回答

1.9%

n=1,398

父親・パートナーのメンタルヘルスケアについて、
産婦人科で行う必要性を感じているか
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父親・パートナーのメンタルヘルスケア

行っている

5.5%

行っていない

92.8%

無回答

1.6%

父親・パートナーのメンタルヘルスケアについて

n=1,398
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まとめ（1）

 妊娠中にメンタルヘルスチェックを行う施設は87.1%と増加し、そのうち61.5%の施設で全員を対
象としたリスク評価が行われていた。

 産後2週間健診は82.2%の施設で行われており、そのうち88.9%の施設でメンタルヘルスチェック
が行われていた。しかし公的補助は67%にとどまっており、公的補助の有無により産後2週間健診
やメンタルヘルスチェックの施行に大きな差がみられていた。

 産後1か月健診では97.3%の施設でメンタルヘルスチェックが行われていたが、公的補助のない施
設ではメンタルヘルスチェックの施行が少ない傾向がみられていた。産婦健診の公的補助は徐々に
進んではいるものの、地域差も大きく、産後うつの早期発見・早期介入のためにはさらなる普及を
進めていく必要がある。

 メンタルヘルスチェックが診療の負担になっている、またはなっていると感じることもあると回答した施設
は6割程度あり、この割合には大きな変化は見られなかった。メンタルヘルスチェックには一定の時間
とスキルが必要であり、この負担をどう担保していくかは今後の課題である。

 要支援妊産婦の割合は、周産期センター＞病院＞診療所の順で多く、周産期センターの１割以
上が妊産婦の30%以上に支援が必要と回答していた。また全体の5%程度の施設が、要支援妊
産婦への対応が十分できていないと回答していた。

 コロナ禍でメンタルヘルスに問題のある妊産婦は、「明らかに増加した」「やや増加した」と回答した施
設は合計48.5%と約半数を占めていた。

 コロナ禍で中止・制限した妊産婦支援活動は、昨年より減少していた。中止・制限した妊産婦支
援活動には施設による差があり、診療所では外来同伴を中止している施設が多い一方で、立ち
会い分娩は継続している施設が多くなっていた。
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まとめ（2）

 精神疾患・精神疾患以外の特定妊婦の受け入れもすすんでおり、特に精神疾患以外
の特定妊婦については、40.5%の施設が全て受け入れていると回答していた。

 他施設・他機関との連携では、他の産科医療機関や行政に比べて精神科との連携に
困難を感じていると回答した施設が多い傾向は従来と同様であった。

 産後ケア事業は53.8%の施設で行っており、病院や診療所でより実施されていた。事
業形態としては宿泊型とデイサービス型が中心で、特にデイサービス型は診療所で行わ
れている割合が高くなっていた。およそ2/3の施設で複数の自治体から受託しており、
38.4%が受託が増加傾向であると回答していた。18.6% の施設で里帰り出産の利用
者も受け入れていた。

 産後ケア事業をしていない、または希望者を断った理由としては、人員の確保や個室の
提供が困難、空床がないといった物理的な問題が多かった。収益性の問題を挙げた施
設は少なかったが、収益性が「ある」「ややある」とした回答は約1／3にとどまっており、現
状の産後ケア事業は収益性が低いことも事業が拡大しない一因と思われた。

 リモートでの母子支援は母親・両親学級を中心として行われており、周産期センターでは
29.7%の施設で行われていた。しかし医会が作成した母親学級支援動画のを視聴した
という回答は12.4%に過ぎず、今後の周知が必要である。

 父親・パートナーのメンタルヘルスケアを産婦人科で行う必要性については、「とても感じて
いる」「やや感じている」と回答した施設は約2/3であったが、実際に行っている施設は
5.5%しかなく、今後は父親のケアのためのプログラムなども考えていく必要がある。


