
（参考）

　　第２次健康日本２１ちた計画の進捗状況 健やかに　豊かな人生

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
5.3 4.9 7.1 4.4 3.5 2.8 6.1 3.6 2.2 2.5 5 ％以下
5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
11.0 11.8 11.8 12.0 13.1 12.5 12.9 13.3 13.3 13.9 11 ％
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 現状維持

年度

1 ②
実績（％）

各年(度)目標値

年度
実績（％）

各年(度)目標値
1 ①

【現状】
　目標は達成できておらず、増加傾向である。６５歳以上の高齢者人口の増加
に比例して、サービス利用者が増加しているためと考えられる。
【課題と方針】
　高齢者だけでなく、すべての世代の市民が自分に合った健康づくり、介護予
防に取り組むことが必要。

【現状】
　目標を達成できている。年度の率にばらつきがあることについて、後期高齢
者数（７５歳以上）の増加が年度によって変わっており、後期高齢者の３割以
上が要介護認定を受けているため、人口構成のばらつきが影響していると考え
られる。
【課題と方針】
　高齢者人口の増加に伴い、要介護状態・要支援状態の者の増加が見込まれる
ことから、自ら主体的に健康づくり、介護予防に取り組むことが必要。

指標 介護サービス受給率

資料 知多北部広域連合事業実施状況（３月末）

健やかに　豊かな人生 長寿課 判定区分

指標 高齢者の要介護者増加率

資料 知多北部広域連合事業実施状況（３月末）

健やかに　豊かな人生 長寿課 判定区分
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がんの発症・重症化予防

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
54.7 55.5 51.2 55.1 51.8 46.8 44.9 42.9 37.3 38.1 60 ％以上
54.7 55.2 55.7 56.1 56.6 57.1 57.6 58.1 58.6 59.0 59.5 60.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
39.3 39.5 37.2 40.3 38.0 34.3 33.0 31.9 27.3 28.0 50 ％以上
39.3 40.3 41.2 42.2 43.2 44.2 45.1 46.1 47.1 48.1 49.0 50.0

分野 推進機関 Ｃ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
8.8 8.5 8.4 8.3 9.5 10.1 9.3 9.1 7.6 8.0 20 ％以上
8.8 9.8 10.8 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 18.0 19.0 20.0

分野 推進機関 Ｃ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
6.6 6.3 6.2 6.4 6.6 6.4 6.3 6.0 4.8 5.4 20 ％以上
6.6 7.8 9.0 10.3 11.5 12.7 13.9 15.1 16.3 17.6 18.8 20.0

指標 肺がん検診（男性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、減少傾向にある。国保対象者が減少し、後期対象
者が増加している。後期高齢者は、持病や疾患で病院に日頃からかかっている
ことが多く、健診時には実施しない傾向がある。平成２８年度から、かかりつ
け医で健診ができる個別健診が始まり、特定健診の受診率は増加したが、かか
りつけ医では肺がん検診を行っていないため、肺がん検診の受診率が減少した
ことが考えられる。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 肺がん検診（女性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、減少傾向にある。国保対象者が減少し、後期対象
者が増加している。後期高齢者は、持病や疾患で病院に日頃からかかっている
ことが多く、健診時には実施しない傾向がある。平成２８年度から、かかりつ
け医で健診ができる個別健診が始まり、特定健診の受診率は増加したが、かか
りつけ医では肺がん検診を行っていないため、肺がん検診の受診率が減少した
ことが考えられる。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 胃がん検診（男性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、伸び悩んでいる。個別検診（西知多総合病院）の
開始により、集団検診の日程を縮小ししたため、受診率が若干減少傾向にある
と考えられる。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ③
実績（％）

各年(度)目標値

指標 胃がん検診（女性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、伸び悩んでいる。個別検診（西知多総合病院）の
開始により、集団検診の日程を縮小ししたため、受診率が若干減少傾向にある
と考えられる。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ④
実績（％）

各年(度)目標値
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がんの発症・重症化予防

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
12.9 12.5 12.6 13.5 13.2 14.3 14.5 15.2 13.7 15.1 30 ％以上
12.9 14.5 16.0 17.6 19.1 20.7 22.2 23.8 25.3 26.9 28.4 30.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
10.7 10.5 10.5 11.5 10.1 10.3 10.8 11.1 9.8 11.2 30 ％以上
10.7 12.5 14.2 16.0 17.7 19.5 21.2 23.0 24.7 26.5 28.2 30.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
22.1 19.0 19.4 20.9 22.6 25.4 22.9 22.7 21.9 20.4 30 ％以上
22.1 22.8 23.5 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.6 29.3 30.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
19.1 17.0 18.2 17.9 17.4 20.3 18.4 17.6 16.4 16.0 30 ％以上
19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0

指標 大腸がん検診（男性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、受診率も横ばいである。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ⑤
実績（％）

各年(度)目標値

指標 大腸がん検診（女性）

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、受診率も横ばいである。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ⑥
実績（％）

各年(度)目標値

指標 乳がん検診

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、伸び悩んでいる。受診者数がほぼ横ばいであり、
対象者数（国の対象は40歳以上）が年々増加したため、数値が減少した。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ⑦
実績（％）

各年(度)目標値

指標 子宮がん検診

資料 地域保健・健康推進事業報告

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、減少傾向にある。受診者数はほぼ横ばいであり、
対象者数（２０歳以上）が年々増加したため、数値が減少しました。
【課題と方針】
　受診しやすい体制および日程を工夫することが必要。

年度

2 ⑧
実績（％）

各年(度)目標値
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がんの発症・重症化予防

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
94.3 99.2 100.3 100.0 97.2 94.3 93.1 92.7 94.2 90 以下
94.3 93.9 93.5 93.1 92.7 92.3 92.0 91.6 91.2 90.8 90.4 90.0

分野 推進機関 D

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
95.7 93.6 93.5 95.3 94.2 94.6 100.1 96.5 99.3 90 以下
95.7 95.2 94.7 94.1 93.6 93.1 92.6 92.1 91.6 91.0 90.5 90.0

指標 がんの標準化死亡比（ＳＭＲ）（男性）

資料 死因別分類

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できていないが、減少傾向にある。
【課題と方針】
　引き続き検診の受診機会を設ける。また、精密検査未受診者への受診勧奨も
積極的に行う。

年度

3 ①
実績

各年(度)目標値

指標 がんの標準化死亡比（ＳＭＲ）（女性）

資料 死因別分類

がんの発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　引き続き検診の受診機会を設ける。また、精密検査未受診者への受診勧奨も
積極的に行う。

年度

3 ②
実績

各年(度)目標値
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糖尿病の発症・重症化予防

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
12.1 13.0 10.2 11.6 11.8 12.0 12.1 12.5 14.5 14.3 12 ％以下
12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

分野 推進機関 B+

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
39.4 50.0 30.8 46.0 38.1 45.0 31.8 31.3 36.4 25.0 25 ％以下
39.4 38.1 36.8 35.5 34.2 32.9 31.5 30.2 28.9 27.6 26.3 25.0

分野 推進機関 D

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
6 10 12 5 0 5 人以下

7 11 16 8 13 5 人以下
6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
54.7 53.9 54.2 55.7 59.0 64.3 64.1 59.6 57.8 63.1 50 ％以下
54.7 54.3 53.8 53.4 53.0 52.6 52.1 51.7 51.3 50.9 50.4 50.0

指標 糖尿病治療薬内服中又は、HｂA１c　JDS値6.1%（NGSP値）6.5%）以上の人の割合

資料 特定健診

糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、増加傾向にある。割合としては増加してるが、
「糖尿病治療薬内服中又は、HbA1c 6.5％以上の人」は、横ばいである。特定健
診の受診者が減ったことにより、割合が増えている。
【課題と方針】
　広報やホームページ等で生活習慣改善のポイント等について周知する。

年度

4 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 HｂA１cがJDS値8.0%（NGSP値8.4%）以上で治療なしの人の割合

資料 特定健診

糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できていないが、段階的に減少傾向にある。
【課題と方針】
　糖尿病重症化予防プログラム不参加者へ、電話や訪問等で受診勧奨を行う。

年度

5 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 糖尿病性腎症による新規透析導入患者数

資料
⑴愛知腎臓財団「慢性腎不全患者の実態」
⑵国保データベースシステム
糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分

【現状】
　目標に達しておらず、悪化した。中間評価後、国保データベースシステム
「透析患者一覧」で把握評価する方法に修正したことにより、安定した評価が
できるようになった。
【課題と方針】
　糖尿病重症化予防プログラム不参加者へ、電話や訪問等で受診勧奨を行う。

年度

6 ①
⑴実績（人）

各年(度)目標値
⑵実績（人）

指標
高血圧の人（最高血圧130㎜Hg以上、または最低血圧85㎜Hg以上）また
は降圧剤服薬中の人の割合

資料 特定健診

糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　広報やホームページ等で生活習慣改善のポイント等について周知する。

年度

7 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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糖尿病の発症・重症化予防

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
48.7 47.1 47.9 48.1 44.4 46.5 47.0 47.7 44.2 44.2 60 ％以上
48.7 49.7 50.8 51.8 52.8 53.8 54.9 55.9 56.9 57.9 59.0 60.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
54.0 52.4 43.9 57.2 59.6 53.3 49.4 49.3 50.6 51.2 60 ％以上
54.0 54.5 55.1 55.6 56.2 56.7 57.3 57.8 58.4 58.9 59.5 60.0

指標 特定健診実施率

資料 特定健診

糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、受診者数も伸び悩んでいる。
【課題と方針】
　健診未受診者をAIで分析し、対象者別の勧奨はがきを送付する。

年度

8 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 特定保健指導実施率

資料 特定保健指導

糖尿病の発症・重症化予防 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、参加者数も伸び悩んでいる。新規対象者はいる
が、毎年対象となる方が不参加となることも影響していると考えられる。
【課題と方針】
　健診結果説明会の内容や体制を検討する必要がある。

年度

8 ②
実績（％）

各年(度)目標値
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栄養・食生活

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
24.8 27.0 25.8 27.0 26.6 29.4 30.2 32.7 35.6 34.5 20 ％以下
24.8 24.4 23.9 23.5 23.1 22.6 22.2 21.7 21.3 20.9 20.4 20.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
18.4 17.0 17.2 17.4 17.8 19.6 19.1 18.7 21.0 21.0 15 ％以下
18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 16.5 16.2 15.9 15.6 15.3 15.0

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
25.0 12.5 10.7 16.7 27.3 27.6 54.5 10.0 33.3 33.3 20 ％以下
25.0 24.5 24.1 23.6 23.2 22.7 22.3 21.8 21.4 20.9 20.5 20.0

指標 20～60歳代男性の肥満（BMI25以上）

資料 特定健診・若年健診

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、増加傾向にある。運動量及び日常生活活動量の減
少が要因の一つとして考えられる。
【課題と方針】
　広報やホームページ等を活用して、望ましい食生活等についての周知を強化
する必要がある。

年度

9 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 40～60歳代女性の肥満（BMI25以上）

資料 特定健診・若年健診

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、わずかに増加傾向にある。
【課題と方針】
　広報やホームページ等を活用して、望ましい食生活等についての周知を強化
する必要がある。

年度

9 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 20歳代女性のやせ

資料 特定健診・若年健診

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できているが、年度でバラつきがある。２０歳代の受診者が少な
く、ＢＭＩの結果が年度によりバラついていることが影響していると考えられ
る。
【課題と方針】
　広報やホームページ等を活用し、望ましい食生活等についての周知を強化す
る必要がある。

年度

9 ③
実績（％）

各年(度)目標値
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栄養・食生活

分野 推進機関 B+

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
12.4 35.0 11.6 2.9 27.8 8.2 38.2 33.3 36.4 60 ％以上
12.4 17.9 23.1 28.4 33.7 39.0 44.3 49.6 54.9 60.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
33.3 60.2 9.4 15.1 16.0 31.0 31.4 38.3 66.7 60 ％以上
33.3 36.3 39.2 42.2 45.2 48.1 51.1 54.1 57.0 60.0

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
75.0 データなし データなし 85.0 データなし データなし 96.0 78.7 76.3 76.6 77.4 80 ％以上
75.0 75.5 75.9 76.4 76.8 77.3 77.7 78.2 78.6 79.1 79.5 80.0

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
11.6 10.9 10.5 10.4 9.6 9.0 8.8 8.7 8.9 8.3 10 ％以下
11.6 11.5 11.3 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.4 10.3 10.1 10.0

指標 栄養のバランスに気をつけた食事をしている子どもの割合（中学２年生）

資料 食生活に関するアンケート→児童・生徒の食生活調査

栄養・食生活 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成できていないが、増加傾向にある。
【課題と方針】
　ＳＮＳ等を活用し、若者世代に向けたバランスのよい食事についての周知を
強化する。

年度

10 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 栄養のバランスに気をつけた食事をしている子どもの割合（小学５年生）

資料 食生活に関するアンケート→児童・生徒の食生活調査

栄養・食生活 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成できていないが、増加傾向にある。
【課題と方針】
　ＳＮＳ等を活用し、若者世代に向けたバランスのよい食事についての周知を
強化する。

年度

10 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 栄養のバランスに気をつけた食事をしている子どもの割合（５歳児）

資料 園児生活習慣アンケート

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　ＳＮＳ等を活用し、若者世代に向けたバランスのよい食事についての周知を
強化する。

年度

10 ③
実績（％）

各年(度)目標値

指標 「塩味は濃いほう」という人の割合

資料 特定健診

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　引き続き、減塩のポイントについて広く周知していく。

年度

11 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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栄養・食生活

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
7.0 データなし データなし 1.0 データなし データなし 7.0 0.0 0.2 0.2 0.0 5 ％以下
7.0 6.8 6.6 6.5 6.3 6.1 5.9 5.7 5.5 5.4 5.2 5.0

分野 推進機関 E

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
9.5 9.1 9.7 9.9 10.1 8.2 データなし データなし データなし データなし 8.5 ％以下
9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
47.1 47.4 43.8 50.8 57.1 51.2 51.2 49.0 47.0 45.2 48 ％以上
47.1 47.2 47.3 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.8 47.9 48.0

指標 食事を一人で食べる子どもの割合（５歳児）

資料 保育園アンケート 園児生活習慣アンケート（Ｈ３０～）

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　ボランティア団体等と協働し、親子に向けた望ましい食生活等についての周
知を強化する必要がある。

年度

12 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 夕食後に間食（３食以外の夜食）をとることが週３回以上ある人の割合

資料 特定健診

栄養・食生活 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。平成３０年度以降は特定健康診査の問診票の質問項
目が変更となったため、評価できず。
【課題と方針】
　評価指標についても再検討していく。

年度

13 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 学校給食における愛知県産農作物の割合

資料 八幡給食センター調べ

栄養・食生活 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成できているが、減少傾向にある。
【課題と方針】
　引き続き、学校給食に地場産物を積極的に取り入れていく。

年度

14 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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身体活動・運動

分野 推進機関 D

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
57.2 62.0 80.6 65.8 64.8 57.3 54.5 47.3 52.8 52.7 62 ％以上
57.2 57.6 58.1 58.5 58.9 59.4 59.8 60.3 60.7 61.1 61.6 62.0

分野 推進機関 B+

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
50.2 52.6 52.7 51.6 51.7 51.9 47.9 53.8 46.6 46.2 55 ％以上
50.2 50.6 51.1 51.5 51.9 52.4 52.8 53.3 53.7 54.1 54.6 55.0

指標 日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間以上実施している人の割合

資料 特定検診

身体活動・運動 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、減少傾向にある。
【課題と方針】
　安全なウォーキングの方法や身体活動量を増やす方法・効果などについて、
ホームページに掲載したり、出前講座等での啓発を強化する必要がある。

年度

15 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 １回30分以上の汗をかく運動を週２回以上行っている人の割合

資料 特定健診

身体活動・運動 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　身体活動量を増やすための情報等の周知を強化する必要がある。

年度

16 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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飲酒

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
7.4 8.2 7.6 5.3 8.2 8.8 9.5 9.0 8.9 8.5 6.5 ％以下
7.4 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.5

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
3.2 3.0 3.0 1.5 3.4 7.7 4.2 4.3 4.6 4.4 2.5 ％以下
3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.5

分野 推進機関 Ｂ＋

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
2.6 0.8 0.3 0.5 0.5 0.1 0.3 0.5 0.0 0.4 0% に近づける

2.6 2.4 2.1 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.2 0.0

指標 １日換算の飲酒量が男性２合以上、女性１合以上の人の割合（男性）

資料 特定健診

飲酒 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　飲酒による身体影響などについてホームページに掲載したり、特定保健指導
時や出前講座等での啓発を強化する必要がある。

年度

17 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 １日換算の飲酒量が男性２合以上、女性１合以上の人の割合（女性）

資料 特定健診

飲酒 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　飲酒による身体影響などについてホームページに掲載したり、特定保健指導
時や出前講座等での啓発を強化する必要がある。

年度

17 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 妊娠中に飲酒する人の割合

資料 保健の動向

飲酒 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値に沿って改善している。
【課題と方針】
　飲酒による身体影響などについてホームページに掲載したり、母子手帳交付
時の啓発を強化する。

年度

18 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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喫煙

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
11.0 10.6 10.5 10.4 10.2 8.9 10.6 9.8 10.3 9.8 10 ％以下
11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0

分野 推進機関 Ｂ－

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
3.9 4.6 3.4 1.5 3.0 3.4 2.6 2.1 1.3 2.5 0 ％に近づける

3.9 3.5 3.2 2.8 2.5 2.1 1.8 1.4 1.1 0.7 0.4 0.0

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
74.1 75.5 75.5 70.8 80.6 70.8 82.9 89.8 89.1 86.2 80 ％以上
74.1 74.6 75.2 75.7 76.2 76.8 77.3 77.9 78.4 78.9 79.5 80.0

指標 現在、たばこを習慣的に吸っている人の割合

資料 特定健診

喫煙 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できているが、年度でバラつきがある。
【課題と方針】
　引き続き禁煙啓発活動を効果的に実施するための方法を検討し、受動喫煙防
止対策動画を周知する必要がある。

年度

19 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 妊娠中に喫煙する人の割合

資料 保健の動向

喫煙 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　引き続き母子手帳交付時に喫煙対策のチラシを配布していく。

年度

20 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 受動喫煙防止対策に取組んでいる事業所の割合

資料 健康推進課調べ

喫煙 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　企業と連携した取り組みを検討していく。

年度

21 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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休養・こころの健康

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
78.9 78.1 77.6 77.7 76.7 75.1 76.3 75.3 76.7 75.5 80 ％以上
78.9 79.0 79.1 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7 79.8 79.9 80.0

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
16 11 14 15 17 13 13 7 11 10 人以下
16 15.5 14.9 14.4 13.8 13.3 12.7 12.2 11.6 11.1 10.5 10

指標 睡眠で休養が十分にとれている人の割合

資料 特定健診

休養・こころの健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　今後、休養とこころの健康に関する情報を周知し、質の高い睡眠や休息に関
する情報を得られる機会を増やす。

年度

22 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 自殺による死亡者

資料 知多保健所事業概要

休養・こころの健康 知多保健所 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　個人や社会環境等に合わせて、今後も自殺防止に向けて情報等の周知に力を
入れる必要がある。

年度

23 ①
実績（人）

各年(度)目標値
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歯の健康

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
23.8 21.1 22.6 22.4 26.5 19.6 20.5 23.8 26.0 27.4 25 ％以上
23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
7.5 2.9 10.8 13.9 10.8 11.0 21.6 5.1 48.4 24.6 5 ％以下
7.5 7.3 7.0 6.8 6.6 6.4 6.1 5.9 5.7 5.5 5.2 5.0

分野 推進機関 Ｄ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
19.6 31.0 26.6 27.8 34.2 28.2 35.1 35.6 45.3 60.2 16 ％以下
19.6 19.3 18.9 18.6 18.3 18.0 17.6 17.3 17.0 16.7 16.3 16.0

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
2.30 1.72 1.69 1.50 1.49 1.89 1.62 1.32 1.33 1.70 本以下
2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7

指標 歯の健康づくり得点が16点以上の人の割合

資料 歯科保健事業参加者アンケート

歯の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できていないが、増加傾向にある。
【課題と方針】
　口腔内の関心を高めてもらうための啓発を引き続き行う。

年度

24 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 歯周病を有する人の割合（ＣＰＩコード３以上）　20歳代

資料 保健の動向

歯の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、年度でバラつきがある。
【課題と方針】
　歯周病のリスク、全身への影響を教室や健診等で引き続き周知や指導を強化
していく必要がある。

年度

25 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 歯周病を有する人の割合（ＣＰＩコード３以上）　40歳代

資料 保健の動向

歯の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、悪化している。喪失歯を有する者の割合が減少傾
向にあり、残存歯が多いほど歯周病にかかる割合が増えることが影響している
と考えられる。
【課題と方針】
　歯周病のリスク、全身への影響を教室や健診等で引き続き周知や指導を強化
していく必要がある。

年度

25 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 １人あたりの乳児のむし歯の数（５歳児）

資料 知多保健所地域歯科保健業務状況報告

歯の健康 知多保健所 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　県平均と比較するとまだまだ多い状況のため、引き続きむし歯予防の周知お
よび啓発を実施していく。

年度

26 ①
実績（本）

各年(度)目標値
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歯の健康

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
1.38 0.98 1.10 0.88 0.83 0.99 0.75 0.83 0.70 0.90 本以下
1.38 1.34 1.29 1.25 1.21 1.16 1.12 1.07 1.03 0.99 0.94 0.90

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
2 20 27 27 30 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 20 施設以上

2.0 3.6 5.3 6.9 8.5 10.2 11.8 13.5 15.1 16.7 18.4 20.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
87.8 85.6 89.1 92.9 91.6 81.7 93.1 90.9 87.5 86.7 92 ％以上
87.8 88.2 88.6 88.9 89.3 89.7 90.1 90.5 90.9 91.2 91.6 92.0

指標 １人あたりの永久歯のむし歯の数（１２歳）

資料 知多保健所地域歯科保健業務状況報告

歯の健康 知多保健所 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題】
　県平均と比較するとまだまだ多い状況のため、引き続きむし歯予防の周知お
よび啓発を実施していく。

年度

26 ②
実績（本）

各年(度)目標値

指標 集団フッ化物洗口を実施する施設

資料 健康推進課調べ

歯の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。市内小学校１０校、市内保育園幼稚園１９園の全て
で実施できている。
【課題】
　効果的な実施がされるよう、今後も実施施設等に働きかけをしていく。

年度

26 ③
実績（施設）

各年(度)目標値

指標 自分の歯が24本以上ある60歳の人の割合

資料 保健の動向

歯の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成されておらず、減少傾向にある。
【課題】
　歯の喪失予防、口腔機能維持向上の大切さを周知していく。

年度

27 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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次世代の健康

分野 推進機関 B+

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
9.2 9.6 9.8 12.0 8.4 9.8 9.7 8.6 9.1 8.5 ％以下
9.2 9.1 9.1 9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 8.6 8.5

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
7.4 7.3 7.1 6.9 8.4 7.0 7.4 7.9 9.7 9.8 7 ％以下
7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0

分野 推進機関 Ａ

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
66.0 72.0 70.5 70.3 79.5 73.1 76.9 72.7 74.2 76.4 70 ％以上
66.0 66.4 66.7 67.1 67.5 67.8 68.2 68.5 68.9 69.3 69.6 70.0

分野 推進機関 B+

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
76.2 78.3 78.4 71.4 83.3 72.5 91.2 86.7 78.8 100 ％に近づける

76.2 78.8 81.5 84.1 86.8 89.4 92.1 94.7 97.4 100.0

指標 低出生体重児の割合

資料 知多保健所事業概要

次世代の健康 知多保健所 判定区分
【現状】
　目標は概ね達成できているが、年度でバラつきがある。
【課題と方針】
　妊婦、子育て世帯やその家族に向けた子どもの健康づくりに関する情報提供
及び普及啓発が必要。

年度

28 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 肥満度20％以上（肥満傾向）の割合

資料 学校健康診断結果

次世代の健康 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、増加傾向にある。
【課題と方針】
　小中学校において、心身の成長や食に関する情報提供及び普及啓発が必要。

年度

28 ②
実績（％）

各年(度)目標値

指標 夜９時までに就寝する３歳児の割合

資料 ３歳児健康診査問診票

次世代の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できている。
【課題と方針】
　引き続き低年齢から生活リズムを整える重要性を節目の健康教育等で伝えて
いく必要がある。

年度

29 ①
実績（％）

各年(度)目標値

指標 朝食を毎日食べている子どもの割合（中２）

資料 学校教育課

次世代の健康 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　小中学校において、心身の成長や食に関する情報提供及び普及啓発が必要。

年度

29 ②
実績（％）

各年(度)目標値
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次世代の健康

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
87.1 87.1 81.3 90.6 94.0 82.7 91.4 93.3 86.7 100 ％に近づける

87.1 88.5 90.0 91.4 92.8 94.3 95.7 97.1 98.6 100.0

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
98.0 データなし データなし 95.0 データなし データなし 96.0 97.0 90.7 89.3 89.7 100 ％に近づける

98.0 98.2 98.4 98.5 98.7 98.9 99.1 99.3 99.5 99.6 99.8 100.0

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
15.8 14.4 18.6 12.7 15.0 13.5 15.4 13.3 13.2 16.5 10 ％以下
15.8 15.3 14.7 14.2 13.7 13.2 12.6 12.1 11.6 11.1 10.5 10.0

指標 朝食を毎日食べる子どもの割合（小５）

資料 学校教育課

次世代の健康 学校教育課 判定区分
【現状】
　目標は達成しておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　小中学校において、心身の成長や食に関する情報提供及び普及啓発が必要。

年度

29 ③
実績（％）

各年(度)目標値

指標 朝食を毎日食べる子どもの割合（５歳）

資料 保育園アンケート 園児生活習慣アンケート（Ｈ３０～）

次世代の健康 幼児保育課 判定区分
【現状】
　目標は達成されておらず、減少傾向にある。
【課題と方針】
　子育て世帯に向けて、子どもの健康づくりに関する情報提供及び普及啓発が
必要。

年度

29 ④
実績（％）

各年(度)目標値

指標 医療機関にかかるような家庭内事故にあった１歳６か月児の割合

資料 １歳６か月児健康診査アンケート

次世代の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　過去のアンケート結果等をもとに現状に即した事故予防の情報提供を継続し
ていく必要がある。

年度

30 ①
実績（％）

各年(度)目標値
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高齢者の健康

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
17.5 18.0 17.8 20.0 17.5 ％以下

17.9 データなし データなし 17.3 17.5 ％以下
17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5

分野 推進機関 A

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
95.2 95.6 97.1 98.5 100 ％に近づける

96.2 データなし データなし 96.9 100 ％に近づける

95.2 95.7 96.3 96.8 97.3 97.9 98.4 98.9 99.5 100.0

分野 推進機関 D

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
54.4 55.1 62.5 68.6 80 ％以上

87.6 データなし データなし 87.3 90 ％以上
54.4 58.4 62.3 66.3 70.2 74.2 78.1 82.1 86.0 90.0

分野 推進機関 D

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
24.1 23.2 18.0 21.6 20 ％以下

26.9 データなし データなし 28.0 20 ％以下
24.1 23.6 23.2 22.7 22.3 21.8 21.4 20.9 20.5 20.0

指標 低栄養傾向（ＢＭＩ20以下）の割合

資料
⑴介護予防事業実施状況に関する調査
⑵健康と暮らしの調査

高齢者の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値に沿って増加率を抑制できている。
【課題と方針】
　今後、さらに高齢者の低栄養改善を進めていくために、低栄養予防の知識や
実践について普及啓発を図っていく必要がある。

年度

31 ①
⑴実績（％）

各年(度)目標値
⑵実績（％）

指標 週１回以上外出している人の割合

資料
⑴介護予防事業実施状況に関する調査
⑵健康と暮らしの調査

高齢者の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値に沿っているが、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　最終評価は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前のデータであり現在
は悪化していることが予想されるため、今後の結果を注視し対策を講じていく
必要がある。

年度

32 ①
⑴実績（％）

各年(度)目標値
⑵実績（％）

指標
⑴就業又は何らかの地域活動をしている人の割合
⑵趣味を持っている高齢者の割合

資料
⑴介護予防事業実施状況に関する調査
⑵健康と暮らしの調査

高齢者の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標値に達せず、わずかに悪化している。
【課題と方針】
　中間評価では14.2％の増加がみられたが、コロナ後のデータは大幅に低下す
ることが予想される。社会的フレイル予防も含めた介護予防啓発を進めていく
必要がある。

年度

33 ①
⑴実績（％）

各年(度)目標値
⑵実績（％）

指標 半年前に比べて固いものが食べにくくなった人の割合

資料
⑴介護予防事業実施状況に関する調査
⑵健康と暮らしの調査

高齢者の健康 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、増加傾向にある。
【課題と方針】
　マスク生活により、さらに悪化が懸念される。口腔機能改善のために、口腔
の清潔とオーラルフレイル予防知識の普及が急務となっている。

年度

34 ①
⑴実績（％）

各年(度)目標値
⑵実績（％）
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分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
2,167 2,116 1,955 2,500 2,277 3,454 6,000 人
2,167 2,806 3,445 4,084 4,722 5,361 6,000

分野 推進機関 B-

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
14 14 17 16 16 15 20 店舗
14 15 16 17 18 19 20

分野 推進機関 C

番号 分類 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 目標値
30 201 248 293 358 3,500 人
30 608 1,187 1,765 2,343 2,922 3,500

指標 わ～くわくマイレージWEB版登録人数

資料 健康推進課

しゃかいで支え合う健康なまちづくり 健康推進課 判定区分
【現状】
　目標は達成できておらず、横ばいの状態が続いている。
【課題と方針】
　わーくわくマイレージWEB版事業が令和２年度で終了しているため、新たに健
康づくりに取り組みやすい環境を検討する必要がある。

年度

30 ①
実績（人）

各年(度)目標値

29 ④
実績（店舗）

各年(度)目標値

指標

【現状】
　目標は達成されておらず、減少傾向にある。
【課題と方針】
　今後も、野菜たっぷり‼ヘルシーメニュー認定店舗数の拡大と普及啓発が必要
である。

年度

資料 健康推進課

しゃかいで支え合う健康なまちづくり 健康推進課 判定区分

29 ③
実績（人）

各年(度)目標値

野菜たっぷりヘルシーメニュー提供店舗数

しゃかいで支え合う健康なまちづくり 健康推進課 判定区分
【現状】
　やや増加したが、目標値には達していない。
【課題と方針】
　今後、健康と人の絆つくり隊として発足した団体の活動が住民たちの力で継
続でき、また、新たに健康づくりに取り組みやすい環境を検討する必要があ
る。

年度

健康づくりに取り組みやすい
環境の拡大

指標 健康と人の絆つくり隊登録人数

資料 健康推進課
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