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第６章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

本計画に掲げた健康づくりの取組みを効果的に推進し、目標を達成するためには、

まず、一人ひとりが健康づくりに関心をもち、生涯にわたり、自らが健康づくりに積

極的に取り組むことが大切です。 

また、市民や地域、学校、団体、企業、行政等社会全体は、それぞれの役割を明確

にしながら、連携を図り、社会全体で個人の健康づくり取組みを支援していく環境づ

くりを行うことが求められます。以下にこの役割を示します。 
 
 

（１）個人・家庭 

の役割 

市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくるもの」

という意識をもち、健康的な生活習慣を身につけること

が大切です。そのためには、地域や行政の支援を上手に

活用し、取組みを継続できるようにしましょう。 

家庭は、人々が暮らしていく上で最も基本的な単位で

あり、一人ひとりの健康を生涯にわたって育む場です。 

また、食習慣をはじめとして健康的な生活習慣を互い

に高め合うとともに、親から子へ伝えていく場であり、

生涯をとおして健康づくりを実践する最も重要な役割を

担っています。 
 
 

（２）地域の役割 

地域には、ＰＴＡ、ボランティアグループ等さまざま

な団体や農産物の生産者、ＮＰＯ法人、事業所等、多く

の組織があり、「身近なところで健康づくり」を進めるう

えで重要な基盤となります。 

それぞれの団体では、それぞれの活動の中で、団体間

や行政が共に連携しながら、地域の健康づくり活動に取

り組むことが求められます。 
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（３）企業・事業所 

の役割 

ワーク・ライフ・バランスの観点からも、従業員に対

する健康管理は重要な役割です。従業員の心身の健康づ

くりに向けた取組みを支援する体制の整備や、労働環境

の改善、健康診査および事後指導の充実に努めることが

必要と考えられます。 

特にメンタルヘルスについては、社会的な課題であり、

積極的な取組みが求められます。 
 
 

（４）関係団体 

の役割 

医師会、歯科医師会、薬剤師会等の保健・医療関係団

体は、その専門性を活かして健康増進のための活動を展

開し、市民の健康づくりの支援を行います。 
 
 

（５）保育所・ 

教育機関等 

の役割 

子どもたちの基本的な生活習慣は、家庭とともに学校

においても培っていく必要があります。特に、学校は教

育の場であり、体育、保健、給食等を通じて、子どもた

ちに健康づくりや正しい生活習慣を身につけさせるため

の健康教育を実践することが求められます。 
 
 

（６）市の役割 

本計画を広く市民に浸透させ、市民が気軽に健康づく

りに取り組めるよう、市全体で支える環境・きっかけづ

くりが大切です。全庁的に担当部局が連携・協力し、計

画の推進に取り組みます。 

また、地域が主体となった健康づくり・食育の取組み

に対し、公的機関をはじめ、健康づくりに関する団体等

との連携・協力に努め、市全体として総合的かつ一体的

に健康づくり・食育を推進します。 
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２ 計画の進行管理 

本計画をより実効性のあるものとして推進していくためには、計画の進捗状況を把

握し、計画的な取組みを進めていくことが重要です。 

毎年の計画の推進に当たっては、計画する（ＰＬＡＮ）・実行する（ＤＯ）・点検す

る（ＣＨＥＣＫ）・見直す（ＡＣＴＩＯＮ）のＰＤＣＡサイクルを活用することにより

評価や点検を行い、市民や関係団体、松原市地域保健医療協議会において、総合的に

計画の進捗状況を確認していきます。 

計画の中間および最終段階では、市をはじめ市民を取り巻く団体等の取組み状況を

点検し、また、市民意識調査等を行い、目標達成状況を総合的に評価し、計画の見直

しを行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ＰＬＡＮ 
 

ＤＯ 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ 

計画に基づく取組みの実施 

第２次健康まつばら２１ 
（健康増進計画・食育推進計画） 

基本目標の数値指標および取組み内容の決定 

取組み内容・施策の見直し 

取組み状況の確認 

基本目標・数値指標の見直し 

達成状況の確認 

中間評価 
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１ 策定経過 

 
開催年月日 内   容 

平成２５年 

６月 ３日 

第１回松原市地域保健医療協議会 

 ・第２次健康まつばら２１（健康増進計画・食育推進計画）について 

 ・アンケートの内容についての検討 

６月２８日 第２回松原市地域保健医療協議会 

 ・「健康まつばら２１」最終評価（見直し）アンケート修正案の確認 

 ・アンケートの実施方法 

７月～９月 市民の健康と生活習慣に関するアンケート調査の実施 

 ・成人（２０歳以上）約３０００人に対して実施 

 ・松原市内中学校２年生全員に対して実施 

 ・参考として関係団体、職員８６７人を対象として実施 

９月～１１月 ヒアリングの実施 

 ・庁内関係各課、教育委員会の取り組みの進歩状況等についての把握 

 ・関係団体の取り組み等の把握 

１０月２１日 第３回松原市地域保健医療協議会 

 ・市民の健康と生活習慣に関するアンケート調査結果および 

「健康まつばら２１」の最終評価について 

 ・分野別課題と方向性について 

 ・「第２次健康まつばら２１（健康増進計画・食育推進計画）」体系について

１１月１８日 第４回松原市地域保健医療協議会 

 ・「健康まつばら２１」の最終評価および分野別課題と方向性について 

 ・「第２次健康まつばら２１（健康増進計画・食育推進計画）」の素案 

について 

平成２６年 

 １月７日～ 

  ２月６日 

パブリックコメントの実施 

 ２月２５日 第５回松原市地域保健医療協議会 

 ・パブリックコメントの実施結果について 

 ・「第２次健康まつばら２１（健康増進計画・食育推進計画）」（素案） 

について 
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２ 松原市地域保健医療協議会委員名簿（平成２６年３月現在） 

 
団体名 委員氏名 備考 

若林 良信 平成２５年８月２８日まで 

森田 夏江 平成２５年８月２８日まで 

下原 郊紀 平成２５年８月２９日より 
市議会議員 

三重松 清子 平成２５年８月２９日より 

黒岡 一仁  

片平 克俊  松原市医師会 

上野 憲司  

松原市歯科医師会 藤井 佐都樹  

松原市薬剤師会 磯野 元三  

松原市エイフボランタリー

ネットワーク 
寺西 美智枝  

松原市食生活改善推進 

協議会 
橋本 典子  

松原市民生委員児童委員 

協議会 
西村 誠子  

浅田 茂雄 平成２５年６月３０日まで 
松原市ＰＴＡ協議会 

樋口 義弘 平成２５年７月１日より 

松原市社会福祉協議会 堤 實  

山岡 伸好 平成２５年６月３０日まで 
松原商工会議所 

岩間 総一郎 平成２５年７月１日より 

関係医療団体

代表者 

松原市町会連合会 山田 英章  

大阪府藤井寺保健所 柴田 敏之  

副市長 川西 善文  

教育長 高阪 俊造  

消防長 中村 勝  

関係行政機関

代表者 

健康部長 岡田 啓志  
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３ 用語解説 

 
用 語 内容 

悪性新生物 胃、肺、肝臓等全身の様々な臓器等にできるがんのこと。 

アルコール 

パッチテスト 

アルコールの代謝の体質を調べる検査。消毒用アルコールを染み込ませ

たパッチテープを上腕の内側に貼り、数分後にはがしたときと、しばら

く経ったときの貼っていた部分の肌の色で判定する。 

協働 

住民・ＮＰＯ・企業・行政等異なった主体が、対等な立場でそれぞれの

特性を認め合い、活かし合いながら、違った役割を担いつつも共通の目

的に向かって行動すること。 

虚血性心疾患 
動脈硬化や血栓等で心臓の血管が狭くなり、血流が悪くなることで心臓

の筋肉への血液が不足し、さまざまな症状を引き起こす疾患。 

ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、

声をかけて、必要な支援につなげ、見守る）をすることができる人のこ

と。「命の門番」とも位置付けられる。 

合計特殊出生率 

出生率とは、一般に人口千人に対する１年間の出生児数の割合のこと。

合計特殊出生率とは、１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合

計した数値であり、一人の女性が一生の間に生む子どもの数の平均を表

す。 

受動喫煙 他人のたばこの煙を吸わされること。 

歯間部清掃用具 
デンタルフロス、歯間ブラシ等の歯ブラシ以外での歯みがき用具。歯ブ

ラシでは磨けない歯と歯の間の清掃に有効である。 

食事バランス 

ガイド 

一日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を、コマの形と料理

のイラストで表現したもので、自分に必要な量とバランスがひと目でわ

かる。料理、食品を主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の５つの区

分に分け、それぞれ何皿ずつ食べるとよいかが示されている。 

セーフ 

コミュニティ 

事故・けが等は偶然起こるものではなく予防できるという理念のもと、

行政と地域住民が協働で元気に暮らせる地域づくりをめざす社会。ＷＨ

Ｏ（世界保健機関）を中心に推進されており、地域での取組みに対しＷ

ＨＯが認証を与える仕組みとなっている。本市では平成２５年１１月に

認証を取得した。 

地産地消 
地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生産された農産物を地域で

消費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を結びつける取組み。

日比式肥満度 

厚生労働省が採用している児童の肥満の判定方法。身長から求められる

標準体重を用いて「（実測体重（kg）－標準体重（kg））÷標準体重（kg）

×100」により求められる。 

ブリンクマン 

指数 

「１日当たりの平均喫煙本数×喫煙していた年数」で表わされる数値。

この数値が高いとがんが発生する危険性が高くなるとされる。 
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用 語 内容 

まったら 

愛っ娘 

～松原育ち～ 

大阪エコ農産物の認証を受けた松原市のエコ農産物のオリジナルブラン

ド。農薬使用回数、化学肥料使用量等の基準を守り、環境や身体に優しい

野菜づくりにとことんこだわって生産されている。 

まつばら 

マルシェ 

松原市の食品や農畜産物、産業を紹介・販売する南大阪最大級の地産地消

フェア。 

慢性閉塞性 

肺疾患 

（ＣＯＰＤ） 

たばこの煙を主とする有害物質に長期間晒されることで生じる肺の炎症

性疾患。喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病と考えられてい

る。 

メタボリック

シンドローム 

内臓脂肪の蓄積が高血糖、高血圧、脂質異常を招き、それらが重複してい

る状態。 

ロコモティブ

シンドローム 

「運動器の障害」により「要介護になる」リスクの高い状態になること。

メタボリックシンドロームや認知症とともに、健康寿命の短縮、ねたきり

や要介護状態となる三大要因の一つ。 

ワーク・ライフ・

バランス 

国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果

たすとともに、家庭や地域生活等においても、子育て期、中高年期といっ

た人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できること。 

ＢＭＩ 
ボディマス指数（Body Mass Index）。体重と身長の関係から算出した肥

満度を表す指数。「体重（kg）÷身長２（m）」により求められる。 
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４ アンケート調査票 

（１）市民 
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（２）中学生 
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