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研究要旨 

乳幼児の栄養リスクをスクリーニングするための簡易評価ツールを開発するため、①

国内外における乳幼児の栄養状態の簡易な評価手法に関する情報を収集し、乳幼児の栄

養状態と関連する項目を分類・整理し、②幼児の体格と食生活・生活習慣の関連を、新

型コロナウィルス感染症（以下 COVID-19）の流行前後の変化と現状も含めて既存調査

データから検討し、さらに③開発した質問票（案）の有用性を明らかにするため、専門

職、保護者を対象としたフォーカス・グループ・インタビューを実施し、有用性につい

て検討した。①国内外における乳幼児の栄養状態の簡易な評価手法に関する情報を収集

した結果、栄養状態の評価指標として、身体計測値では身長、体重および性・年齢を考

慮したBMIを用いることがエビデンスとして確立されていた。ただし、評価の精度は用

いる成長曲線に依存することも示されていた。肥満に関連する食行動のスクリーニング

に適用できる簡易な評価手法を特定したシステマティックレビューがあったものの、日

本人乳幼児を対象として妥当性・信頼性が評価された栄養状態の簡易的評価ツールは見

当たらなかった。②日本全国に在住する2歳から6歳の幼児の保護者を対象としたインタ

ーネット調査結果を二次利用し解析した結果、穀類、野菜、お茶などの甘くない飲料の

摂取頻度や、COVID-19前と比較した肉類の摂取頻度増加が幼児の体格区分と関連した。

また保護者が認識している幼児の食事量や食べる速さ、共食や一緒に作る意識などとも

関連した。③フォーカス・グループ・インタビューを実施した結果、質問票（案）の修

正内容とともに、栄養状態の評価に開発した質問票（案）を取り入れるうえでの課題が

明らかになった。今後は質問票（案）の妥当性を明らかにするとともに、評価結果を適

切にフィードバックできるよう、詳細なマニュアルを作成する必要がある。 

Ａ．研究目的 

幼児の身体発育は、身長・体重等の身体計

測値を用いて客観的な評価が行われている。

一方、身体発育に大きな影響を与える食習

慣等の評価も重要であり、将来の栄養状態

に対する懸念がある場合は早期に介入する

必要がある。幼児期は生活環境の影響を受

けやすいため、市町村の健康診査時や家庭・
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保育所等でも保護者やその支援者が、児の

栄養状態・食習慣等を評価できることが望

まれる。海外では、そのような目的で使用さ

れる評価ツールがあり、特にカナダで開発

された Nutrition Screening Tool for Every 

Preschooler (NutriSTEP)1)は、電子診療録

を用いた実装化 2)が検討されるとともに、

他の国においても翻訳され、その国の食文

化や実情に合わせた実用化が進んでいる 3-

5)。我が国においては、令和 2 年度厚生労働

行政推進調査事業により、発育曲線の見方、

評価、栄養・食生活の支援方法等を解説した

ガイドが作成されている 6)。しかしこれは

主に身体計測に基づくもので、栄養状態の

簡易な評価手法の開発には至っていない。

わが国で乳幼児の栄養状態の簡易な評価手

法を開発するためには、これらを踏まえつ

つ、日本の社会文化的特徴や、子どもをめぐ

る今日的課題も考慮して、日本人に合った

形で検討する必要がある。 

 そこで本研究は、乳幼児の栄養リスクを

スクリーニングするための簡易評価ツール

を開発するため、①国内外における乳幼児

の栄養状態の簡易な評価手法に関する情報

を収集し、乳幼児の栄養状態と関連する項

目を分類・整理し、②幼児の体格と食生活・

生活習慣の関連を、新型コロナウィルス感

染症（以下 COVID-19）の流行前後の変化

と現状も含めて既存調査データから検討し、

さらに③開発した質問票（案）の有用性を明

らかにするため、自治体専門職、学校教育施

設・児童福祉施設専門職、保護者を対象とし

たフォーカス・グループ・インタビュー（以

下 FGI）を実施し、有用性について検討す

ることを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1)  文献レビューによる関連要因の検討 

英語文献は、PubMed を用いて検索した

（表１）。日本語文献は、J-DreamⅢおよび

医学中央雑誌を用いて検索した（表 2）。厚

生労働科学研究費補助金等で実施した研究

の成果は、厚生労働科学研究成果データベ

ース (MHLW GRANTS SYSTEM) を用い

て検索した。いずれのデータベース検索に

おいても、検索語および抽出結果は研究分

担者 4 名で協議し、合意を得てから次の採

択基準に基づく選定作業を行った。文献の

採択基準は、１）6 歳までの乳幼児を対象と

していること、２）栄養状態に関わるアセス

メントをしていることとした。一方、除外基

準は、１）対象者年齢の下限値が６歳である

がタイトル等に小学生・思春期などと明記

されている、２）妊娠中あるいは新生児のみ

を対象としている、３）低所得国など、日本

と現状が著しく異なる地域で行われた研究

である、４）治療に関する研究である、５）

医療従事者や専門家を対象とした意識等に

関する調査であり、乳幼児のデータを扱っ

ていない、６）バイアスを最小限にするため

の手法を用いずに書かれた総説（ナラティ

ブレビュー）、７）レビュープロトコルのみ

が記載されている（結果の記載がない）、８）

英語または日本語以外の言語、９）栄養状態

や食事関連指標を測定していないものとし

た。 

文献検索期間は、PubMed は 2021 年 8

月 19 日～30 日、J-DreamⅢおよび医学中

央雑誌は 2021 年 11 月 6 日～10 日であっ

た。厚生労働科学研究成果データベースは

2022 年 10 月から過去 20 年分を対象に行

った。 

英語論文、日本語論文それぞれにエビデ

ンステーブルを作成し、栄養状態の評価指

標等について分類・整理した。 
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表１．PubMed による文献検索で用いた検索式 

No. Query Results 

24 #20 or #21 or #22 or #23 3,348 

4.レビュ
ー や ガ
イ ド ラ
イ ン の
抽出

23 #19 AND (Guideline"[PT] OR "Guidelines as Topic"[MH] OR "Consensus 

Development Conference" [PT] OR "Consensus"[MH] OR "Consensus 

Development Conferences"[MH] OR guideline*[TI] OR consensus) 

1,067 

22 #19 AND (systematic review [Title/Abstract]) 1,911 

21 #19 AND (Meta-Analysis [Publication Type])) 1,297 

20 #19 AND (meta-analysis [Title]) 904 

3.言語と
年数

19 ＃17 and  (("2012/08/19"[Date - Publication] : "2021/8/18"[Date - Publication])) 71,341 

17 #16 and (JAPANESE[Language] OR ENGLISH[Language]) 128,873 

16 #6 and #15 143,615 

2.栄養ス
ク リ ー
ニング・
ア セ ス
メ ン ト
論 文 の
抽出

15 #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 791,303 

14 Nutrition Assessment*[Title/Abstract] OR Nutritional 

Assessment*[Title/Abstract] OR Nutrition Index*[Title/Abstract] OR 

Nutrition Indice*[Title/Abstract] OR Nutritional Index*[Title/Abstract] OR 

Nutritional Indice*[Title/Abstract] OR Nutrition Screening*[Title/Abstract] 

OR Nutritional Screening*[Title/Abstract] OR Nutrition 

Status*[Title/Abstract] OR Nutritional Status*[Title/Abstract] OR 

Malnutrition*[Title/Abstract] OR Undernutrition*[Title/Abstract] OR 

(nutrition*[Title/Abstract] AND assessment*) 

107,117 

13 Protein-Energy Malnutrition or Malnutrition or child malnutrition or infant 

malnutrition 

169,147 

12 anthropometric failure or malnourish* or malnutrition or wast* or 

undernutrition or undernourished or marasm* or kwashiorkor or stunt* or 

underweight or severe acute malnutrition or SAM or body mass index or BMI 

or MUAC or midupper arm circumference or mid upper arm circumference 

717,897 

11 (Nutrition Assessment* OR Nutritional Assessment* OR Nutrition Index* 

OR Nutrition Indice* OR Nutritional Index* OR Nutritional Indice* OR 

Nutrition Screening* OR Nutritional Screening* OR Nutrition Status* OR 

Nutritional Status* OR Malnutrition* OR Undernutrition* OR (nutrition* 

AND assessment*)) NOT medline[SB] 

31,402 

10 Nutrition Assessment* OR Nutritional Assessment* OR Nutrition Index* 

OR Nutrition Indice* OR Nutritional Index* OR Nutritional Indice* OR 

Nutrition Screening* OR Nutritional Screening* OR Nutrition Status* OR 

Nutritional Status* OR Malnutrition* OR Undernutrition* OR (nutrition* 

AND assessment*) 

257,510 

9 (Nutrition Assessment [MeSH Terms]) OR (Nutritional Status [MeSH 

Terms]) 

57,833 

8 Nutritional Status [MeSH Terms] 48,200 

7 Nutrition Assessment [MeSH Terms] 16,124 

1.乳幼児
対 象 論
文 の 抽
出

6 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 3,292,397 

5 infan*[Title/Abstract] OR child*[Title/Abstract] OR pediatric*[Title/Abstract] 

OR adolescen*[Title/Abstract] 

2,140,046 

4 ((child [MeSH Terms]) or (infant [MeSH Terms])) or (pediatrics[MeSH 

Terms]) 

2,603,369 

3 pediatrics [MeSH Terms] 60,733 

2 infant [MeSH Terms] 1,182,102 

1 child [MeSH Terms] 1,997,629 

MeSH，Medical Subjest Headings 
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表 2．医学中央雑誌および J DreamⅢによる文献検索で用いた検索式 

((乳幼児/AL OR 新生児/AL OR 子供/AL)  

AND ((栄養状態/AL or 栄養障害/AL or 低栄養/AL 肥満度/AL or 体重/AL)  

OR (栄養アセスメント/AL OR 身体測定/AL OR 栄養スクリーニング/AL OR 健康診断 

OR 集団検診)))  

AND (AB/FA) AND (PY>=2012) AND (JA/LA) AND ((a1/DT) NOT (C/DT OR d2/DT)) 

AND (JPN/CY) 

(AB/FA)アブストラクトあり 

(JA/LA)日本語 

((a1/DT) NOT (C/DT OR d2/DT))原著（会議録、会議記録除く） 

(JPN/CY)発行国日本 

2) 既存データ解析による関連要因の検討

2 歳から 6 歳の幼児に食事を提供してい

る者 2000 人を対象に令和 3 年 2 月 24 日～

2月 25日にインターネットを用いた横断調

査が、厚生労働省行政推進調査事業費補助

金  「幼児期の健やかな発育のための栄養・

食生活支援に向けた効果的な展開のための

研究」（20DA2002）の一環として実施され、

本研究では同調査データを二次利用解析し

た。解析対象者は body mass index (BMI)

が LMS 法で調整された乳幼児栄養調査の

１パーセントタイル未満あるいは、99 パー

センタイル以上に含まれた者などを除く

1408 人とした。厚生労働省および文部科学

省による 2000 年度データをもとにした性

別・年齢毎の幼児の BMI パーセンタイルを

指標に、25 パーセンタイル未満を「Ⅰ群」

(n=415)、25 パーセンタイル以上 75 パーセ

ンタイル未満を「Ⅱ群」(n=604)、75 パーセ

ンタイル以上を「Ⅲ群」(n=389)として 3 群

に区分した。 

3) フォーカス・グループ・インタビュー

による質問票（案）の有用性の検討

質問票（案）を実際に使用することが想定

される専門職や保護者の立場からの意見に

基づいて改善点を検討するため、オンライ

ンによるFGIを実施した。自治体専門職（管

理栄養士 6 名、保健師 2 名）、学校教育施

設・児童福祉施設専門職（幼稚園教諭 1 名、

保育教諭 1 名、保育士 5 名）、1 歳 6 か月～

2 歳保護者（4 名）、3～6 歳保護者（6 名）

の 4 グループ（合計 25 名）を対象とした。

インタビュー内容は質的分析のため録音お

よび録画した。いずれのグループも 2023 年

11 月に約 60 分間実施した。インタビュー

では、各項目案の理解度、読みやすさや内容

の曖昧さ、栄養状態の評価に関する現状、子

どもの栄養状態の評価方法について課題に

感じること、（専門職グループのみ）本質問

票（案）を通常業務に取り入れられると思う

かなどを質問した。録音したデータから逐

語録を作成し、内容を分析した。 

Ｃ．結果 

1) 文献レビューによる関連要因の検討

PubMedから抽出された論文3348件のう

ち、タイトルの一次スクリーニングにより

109 件抽出され、要旨のスクリーニングで

は 91 件が抽出された。本文精査の結果、29
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件が新たに除外され、ガイドライン１件 7)

（表 3）、レビュー50 件 8-57)（表 4）、その他

11 件 58-68)（表 5）が抽出された。医学中央

雑誌および J DreamⅢ検索式から抽出され

た 1140 件のうち、タイトルの一次スクリー

ニングにより 67 件、要旨のスクリーニング

では 26 件が抽出され、本文精査の結果、ガ

イドライン 0 件、レビュー1 件（表 6）69)、

その他 10 件（表 7）70-79)が抽出された。厚

生労働科学研究成果データベースから抽出

された 531 件のうち、キーワード間の重複、

同一研究課題の複数年度を集約したところ、

103 課題が抽出された。表題および要旨の

スクリーニングでは 16 課題が抽出され、本

文精査の結果、研究課題 12 課題（21 年度

分）[3-23]が抽出された。 

PubMed、医学中央雑誌、J-DreamⅢを用

いて原著論文等を中心に情報を整理した結

果、栄養状態の評価指標として、身体計測値

では身長、体重および性・年齢を考慮した

BMI を用いることがエビデンスとして確立

されていた。ただし、評価の精度は用いる成

長曲線に依存することも示されていた。肥

満に関連する食行動のスクリーニングに適

用できる簡易な評価手法を特定したシステ

マティックレビューがあったものの、日本

人乳幼児を対象として妥当性・信頼性が評

価された栄養状態の簡易的評価ツールは見

当たらなかった。 

厚生労働科学研究成果データベースから

乳幼児の栄養状態や発育に関する研究を抽

出した結果、乳幼児の体格評価、栄養状態や

食習慣の評価、乳幼児健康診査における調

査項目、体格と関連する生活習慣の評価な

どに関する研究が行われていた。しかし、幼

児を対象として妥当性・信頼性が評価され

た栄養状態の簡易的評価ツールは見当たら

なかった。 

2) 既存データ解析による関連要因の検討

幼児の体格区分と食品群別摂取頻度、生

活習慣、回答者の食・健康意識、家庭状況の

関連をそれぞれ比較したうえで、幼児の体

格区分と関連がみられた項目を独立変数と

した多項ロジスティック回帰分析を行った。

その結果、穀類(オッズ比(OR) = 0.70, P = 

0.040)、野菜(OR = 0.69, P = 0.008)、お茶

のなどの甘くない飲料 (OR = 0.71, P = 

0.018)を 2 回以上摂取すること、回答者が

子どもと一緒に食べることを意識している

こと(OR = 0.71, P = 0.013)、食べるのに時

間がかかることに困っていること (OR = 

0.69, P = 0.011)は、Ⅲ群のリスク減少と有

意に関連し、食べ過ぎであることに困って

いること(OR = 2.22, P < 0.001)、早食いで

あることに困っていること (OR=1.83, 

P=0.005)はⅢ群のリスク増加と有意に関連

した。一方、小食であることに困っているこ

と(OR=1.87, P < 0.001)は、Ⅰ群のリスク増

加と有意に関連し、回答者が子どもと一緒

に作ることを意識していること(OR = 0.36, 

P = 0.003)はⅠ群のリスク減少と有意に関

連した。 

COVID-19 前と比較した生活習慣等の変

化と現状の BMI パーセンタイルとの関連

を多項ロジスティック回帰分析で検討した

結果、COVID-19 前と比較した食品群別摂

取頻度の変化では、肉の摂取頻度が変わら

なかった幼児に比べて増えた幼児で、Ⅲ群

のリスクが有意に高かった(OR = 2.47, P = 

0.003)。 

3) フォーカス・グループ・インタビュー

による質問票（案）の有用性の検討

食品群の摂取状況、食行動、生活習慣、養

育者の認識に関する質問については、例示
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の追加、選択肢の増加、質問文の明確化など

の修正案が挙げられた。また保護者が予め

Web 上で質問票（案）に回答した際に要し

た時間（平均および範囲）は、1 歳 6 か月～

2 歳保護者で 6 分 15 秒（3 分 00 秒～11 分

00 秒）、3～6 歳の保護者で 4 分 50 秒（3 分

00 秒～7 分 00 秒）であった。 

子どもの栄養状態の評価に関する現状と

課題について、自治体専門職では、「保護者

に口頭で聞き取りをする際、対応した専門

職のスキル・経験等によって内容が異なる

部分がある。」といった意見が出された。学

校教育施設・児童福祉施設専門職では、「健

診などで栄養状態について指摘された園児

等でない限り、保育士が栄養状態を意識す

ることが少ない。」「保護者への伝え方が難

しい。」といった意見が出された。保護者で

は、問題が無い限り保育園からフィードバ

ックは無いこと、保育園に行っていない 1

～2 歳では、身体計測の機会はほとんどな

いので、把握しづらいという意見が出され

た（表 4）。 

質問票（案）を通常業務に取り入れること

に対して、自治体専門職における「取り入れ

可能」とする意見では、「保育所等で実施し

ている身体状況調査に合わせて保護者に依

頼するなど、保育所（園）に通っている子ど

もが対象であれば、食生活調査として取り

入れられるのではないか。」「乳幼児健診の

項目と被っているので共通で聞く部分を精

査すれば健診でも使える可能性はある。」な

どの意見が挙げられた。一方、取り入れは困

難とする意見では、「子どもを見ながら、そ

の場でこれだけの質問票を書くことは非常

に厳しい。」「データを入力し、集約できるツ

ールまであるのか。」といった意見が挙げら

れた。学校教育施設・児童福祉施設専門職に

おける取り入れ可能とする意見では、「保護

者会等で取り入れることができる。」「全員

には難しいため、気になる児を数名であれ

ば活用したい。」といった意見が挙げられた。

一方、取り入れは困難とする意見では、「評

価結果が出たとしてどの様に改善を図れば

よいのか明確に提示されていない。」「質問

票の結果を活かすには保育士、管理栄養士、

看護師などの全職員の連携とフィードバッ

ク体制が不可欠だと思う。」といった意見が

挙げられた。また、保護者からは回答内容に

対する個別のフィードバックが求められた

（表 8）。 

Ｄ．考察 

1) 文献レビューによる関連要因の検討

乳幼児の栄養状態の簡易な評価手法に関

する情報を PubMed、医学中央雑誌、J-

DreamⅢ、厚生労働科学研究成果データベ

ースから収集し、項目を分類・整理したが、

日本人乳幼児を対象として妥当性・信頼性

が評価された栄養状態の簡易的評価ツール

は見当たらなかった。 

2) 既存データ解析による関連要因の検討

穀類、野菜、お茶などの甘くない飲料の摂

取頻度や、COVID-19 前と比較した肉類の

摂取頻度増加が幼児の体格区分と関連した。

また保護者が認識している幼児の食事量や

食べる速さ、共食や一緒に作る意識などと

も関連したことから、幼児の体重管理には

保護者への啓発も重要であると考えられた。 

3) フォーカス・グループ・インタビュー

による質問票（案）の有用性の検討

質問票（案）の内容について専門職及び保

護者に尋ねたところ、質問の説明文や選択

肢に一部修正が必要であったものの、全体

的な質問数について問題はないと考えられ

た。一方、自治体の健診現場では現在使用し
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ている問診票への回答に加えて本調査票を

追加するのは負担が大きい可能性があるこ

と、保育所等では施設専属の管理栄養士が

配置されていなければ適切なフィードバッ

クを行うのが難しいことが挙げられた。ま

た保護者からは回答内容に対する個別のフ

ィードバックが求められたことから、評価

方法やフィードバックに関する詳細なマニ

ュアルの作成が望ましいことが課題として

示された。 

Ｅ．結論 

幼児の栄養状態を簡易的に評価するため、

文献レビュー、既存データ解析結果などを

もとに質問票（案）を開発し、専門職および

保護者を対象としたFGIを実施して有用性

を検討した。その結果、質問票（案）の修正

内容とともに、栄養状態の評価に本質問票

（案）を取り入れるうえでの課題が明らか

になった。今後は、本研究で得られた修正案

に基づいて質問票（案）を修正するととも

に、保護者を対象とした大規模なフィージ

ビリティスタディによって、回答状況と幼

児の実際の体格の関連を明らかにし、質問

票（案）の妥当性を明らかにする必要があ

る。また、評価結果を保護者に適切にフィー

ドバックできるよう、詳細なマニュアルを

作成する必要がある。 
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