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第５章 前回計画の評価 各種データ 
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（４）今日から始めるフレイル予防 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

健康状態を「よい」「まあよい」「ふつう」と感

じている人の割合 

60歳代 88.4％ 

70歳代 85.0％ 

80歳代以上 70.2％ 

増加 

「外出することはほとんどない」「家族や他の人

から誘われても極力外出はしないほうである」人

の割合 

60歳代 4.2％ 

70歳代 4.5％ 

80歳代以上 11.2％ 

減少 

 

柱２ もっと知ろう自分の身体～身近で安心、健診受診～ 

（１）自分の身体を知ろう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

特定健康診査※32の受診率 41.6％ 49.0％ 

区民の健康診査の受診率 82.3％ 増加 

 

（２）生活習慣病から身体を守ろう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

骨粗しょう症検診の受診率 12.3％ 13.7％ 

骨粗しょう症予防教室参加率 6.2％ 10.0％ 

 

（３）健康状態をキープしよう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

高血圧リスク者への医療機関受診勧奨実施数 

（延件数） 
― 1,000件 

 

 

  

 
※32：生活習慣病の予防のために、練馬区国民健康保険に加入する 40 歳～74 歳の方に実施するメタボ

リックシンドロームに着目した健診 
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１ 指標一覧 

柱１ はじめよう健康づくり～その気になった時がはじめ時～ 

（１）健康に向けて一歩を踏み出そう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

運動習慣者の割合 21.0％ 30.5％ 

睡眠で休養がとれている人の割合 73.9％ 77.0％ 

適正体重者※30の割合 62.3％ 64.2％ 

 

（２）正しく知ろう、たばことお酒 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

喫煙率 13.2％ 12.6％ 

生活習慣病のリスクを高める飲酒※31をしている人

の割合 

全体13.9％ 

男性17.5％ 

女性11.1％ 

全体12.0％ 

男性13.8％ 

女性10.6％ 

 

（３）歯から始める健康づくり 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

過去１年間に歯科健診を受診した人の割合 64.2％ 増加 

50歳以上における咀嚼良好者の割合 86.1％ 増加 

 

 

  

 
※30：65歳未満は普通体重（ＢＭＩ18.5 以上 25.0 未満）、65歳以上はＢＭＩ20.0 を超え 25.0 未満の

者 
ＢＭＩとは、体重（㎏）/（身長（m））２により算出される肥満度を測る指標 

※31：１日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以上の飲酒 
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柱４ 妊娠期・子育て期を切れ目なくサポート！（練馬区母子保健計画） 

（１）いつでも相談できる環境づくり 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

夜間オンライン相談や有人チャットによる相談の

実施 
― 実施 

 

（２）ほっとできる子育て応援 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

この地域で子育てをしたいという区民の割合 96.3％ 増加 

 

柱５ おいしく健康になろう！～練馬ならではの食育～（練馬区食育推進計画） 

（１）食べることから健康を目指そう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

主食、主菜、副菜のそろった食事を１日２回以

上、ほとんど毎日食べる人の割合（再掲） 
60.5％ 増加 

朝食をほとんど食べない人の割合 11.4％ 8.6% 

 

（２）食でつながる！～練馬の畑からテーブルへ～ 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

食育への関心がある人の割合 68.7％ 77.0％ 

 

（３）食を大切にするために～できることはなんだろう？～ 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

食べ残しや食品の廃棄を削減したい人の割合 37.3％ 44.0％ 

食品の安全性について理解したい人の割合 26.5％ 31.5％ 
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柱３ がんを知り、がんと生きる（練馬区がん対策推進計画） 

（１）身近な病気「がん」を知ろう 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

喫煙率（再掲） 13.2％ 12.6％ 

生活習慣病のリスクを高める飲酒※33をしている人

の割合（再掲） 

全体13.9％ 

男性17.5％ 

女性11.1％ 

全体12.0％ 

男性13.8％ 

女性10.6％ 

主食、主菜、副菜のそろった食事を１日２回以

上、ほとんど毎日食べる人の割合 
60.5％ 増加 

運動習慣者の割合（再掲） 21.0％ 30.5％ 

適正体重者※34の割合（再掲） 62.3％ 64.2％ 

 

（２）受けてほしい がん検診 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

区民のがん検診の受診率 

胃がん   37.0％ 

肺がん   30.8％ 

大腸がん 38.2％ 

乳がん   34.6％ 

子宮がん 33.7％ 

増加 

がん検診精密検査受診率※35 

胃がん   81.7％ 

肺がん   80.3％ 

大腸がん 63.6％ 

乳がん   96.4％ 

子宮がん 75.1％ 

全てのがん種に 

おいて90％以上 

 

（３）つなぐ、支える がんとの共生 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

患者（支援）団体と協力した講演会・相談会等の

開催 
― 実施 

  

 
※33：１日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以上の飲酒 
※34：65歳未満は普通体重（ＢＭＩ18.5以上25.0未満）、65歳以上はＢＭＩ20.0を超え25.0未満の者 

ＢＭＩとは、体重（㎏）/（身長（m））２により算出される肥満度を測る指標 
※35：令和４年度の受診率を現状値に設定 
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２ 前回計画の評価 
 

本計画の策定に当たり、令和２年３月に策定した「練馬区健康づくりサポートプラン」に

おいて設定した指標の評価を行いました。  
目標の達成状況について、健康づくりを推進し、進捗状況を評価することを目的として、

下記の指標を設定します。 
判定区分 判定基準 

Ａ 現状値が目標値を達成している 

Ｂ 
現状値が目標値を達成していないものの改善している（増加を目指す指標※36

の増加率※37または減少を目指す指標の減少率※38が＋５％超） 

Ｃ 
変わらない（増加を目指す指標の増加率、または減少を目指す指標の減少率が

ー５％以上＋５％以内） 

Ｄ 
悪化している（増加を目指す指標の増加率または減少を目指す指標の減少率が

－５％超） 

 

（１）きめ細かい子育て支援（練馬区母子保健計画） 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

この地域で子育てをしたいという

区民の割合 
96％ 98％以上 96.3％ Ｃ 

保健相談所への心理相談員の配置 未配置 配置 配置 Ａ 

 

（２）日頃の健康づくり 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

運動習慣者の割合 

全体 17.4％ 27.5％ 21.0％ Ｂ 

男性 20.2％ 30.0％ 26.3％ Ｂ 

女性 15.4％ 25.0％ 16.8％ Ｂ 

  

 
※36：目標値＞基準値の場合、「（割合の）増加を目指す指標」、目標値＜基準値の場合「（割合の）

減少を目指す指標」とする。 
※37：（現状値－基準値）／基準値×100 
※38：（基準値－現状値）／基準値×100 
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柱６ 寄り添い 支える こころの健康づくり 

（１）こころのサインに気づくために 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じ

ているとされる人の割合（Ｋ６法による） 
17.9％ 13.7％ 

ゲートキーパーという言葉を聞いたことがある人

の割合 
22.1％ 35.0％ 

 

（２）安心して相談できる仕組みづくり 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

アウトリーチ（訪問支援）事業の実績 899件 950件 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築」のための協議会の開催 
年３回 年３回以上 

 

（３）こころの健康問題を抱える方等への支援 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

自殺者数 115人 減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①計画書-練馬区健康づくりサポートプラン-本文.indd   106①計画書-練馬区健康づくりサポートプラン-本文.indd   106 2025/03/26   16:29:272025/03/26   16:29:27



109 

 

２ 前回計画の評価 
 

本計画の策定に当たり、令和２年３月に策定した「練馬区健康づくりサポートプラン」に

おいて設定した指標の評価を行いました。  
目標の達成状況について、健康づくりを推進し、進捗状況を評価することを目的として、

下記の指標を設定します。 
判定区分 判定基準 

Ａ 現状値が目標値を達成している 

Ｂ 
現状値が目標値を達成していないものの改善している（増加を目指す指標※36

の増加率※37または減少を目指す指標の減少率※38が＋５％超） 

Ｃ 
変わらない（増加を目指す指標の増加率、または減少を目指す指標の減少率が

ー５％以上＋５％以内） 

Ｄ 
悪化している（増加を目指す指標の増加率または減少を目指す指標の減少率が

－５％超） 

 

（１）きめ細かい子育て支援（練馬区母子保健計画） 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

この地域で子育てをしたいという

区民の割合 
96％ 98％以上 96.3％ Ｃ 

保健相談所への心理相談員の配置 未配置 配置 配置 Ａ 

 

（２）日頃の健康づくり 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

運動習慣者の割合 

全体 17.4％ 27.5％ 21.0％ Ｂ 

男性 20.2％ 30.0％ 26.3％ Ｂ 

女性 15.4％ 25.0％ 16.8％ Ｂ 

  

 
※36：目標値＞基準値の場合、「（割合の）増加を目指す指標」、目標値＜基準値の場合「（割合の）

減少を目指す指標」とする。 
※37：（現状値－基準値）／基準値×100 
※38：（基準値－現状値）／基準値×100 
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柱６ 寄り添い 支える こころの健康づくり 

（１）こころのサインに気づくために 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じ

ているとされる人の割合（Ｋ６法による） 
17.9％ 13.7％ 

ゲートキーパーという言葉を聞いたことがある人

の割合 
22.1％ 35.0％ 

 

（２）安心して相談できる仕組みづくり 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

アウトリーチ（訪問支援）事業の実績 899件 950件 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

構築」のための協議会の開催 
年３回 年３回以上 

 

（３）こころの健康問題を抱える方等への支援 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

（令和10年度） 

自殺者数 115人 減少 
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（４）総合的ながん対策（練馬区がん対策推進計画） 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

喫煙率【再掲】 

全体 13.0％ 12.0％以下 13.2％ Ｃ 

男性 21.3％ 19.1％以下 21.5％ Ｃ 

女性 6.8％ 3.9％以下 6.7％ Ｃ 

過度な飲酒（日本酒

換算１日当たり３合

以上）をしている人

の割合【再掲】 

全体 11.5％ 減少 9.9％ Ａ 

男性 17.1％ 減少 13.5％ Ａ 

女性 5.9％ 減少 5.5％ Ａ 

がん検診の受診率 

胃がん 7.0％ 50％以上 12.2％ Ｂ 

肺がん 10.2％ 50％以上 10.6％ Ｃ 

大腸がん 21.6％ 50％以上 20.7％ Ｃ 

乳がん 23.8％ 50％以上 22.6％ Ｄ 

子宮がん 15.6％ 50％以上 21.2％ Ｂ 

がん患者に対する支援策 未実施 実施 実施 Ａ 

 

（５）精神疾患対策と自殺予防 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

気分障害・不安障害に相当する心

理的苦痛を感じている者の割合

（Ｋ６法による） 

14.0％ 9.4％以下 17.9％ Ｄ 

自殺者数 112人 減少 115人 Ｃ 

ゲートキーパーという言葉を聞い

たことがある人の割合 
8.7％ 20％以上 22.1％ Ａ 
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指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

適正体重者（ＢＭＩ

18.5以上25.0未満）

の割合 

全体 67.0％ 70.0％ 62.3％ Ｄ 

男性 65.5％ 70.0％ 62.0％ Ｄ 

女性 68.3％ 70.0％ 62.6％ Ｄ 

喫煙率 

全体 13.0％ 12.0％以下 13.2％ Ｃ 

男性 21.3％ 19.1％以下 21.5％ Ｃ 

女性 6.8％ 3.9％以下 6.7％ Ｃ 

過度な飲酒（日本酒

換算１日当たり３合

以上）をしている人

の割合 

全体 11.5％ 減少 9.9％ Ａ 

男性 17.1％ 減少 13.5％ Ａ 

女性 5.9％ 減少 5.5％ Ａ 

健康状態を「よい」

「まあよい」「ふつ

う」と感じている高

齢者の割合 

60歳代男性 87.8％ 増加 88.3％ Ａ 

60歳代女性 87.2％ 増加 88.5％ Ａ 

70歳代男性 82.1％ 増加 89.1％ Ａ 

70歳代女性 83.8％ 増加 81.5％ Ｃ 

80歳以上男性 70.6％ 増加 73.8％ Ａ 

80歳以上女性 68.7％ 増加 68.0％ Ｃ 

 

（３）生活習慣病対策の推進 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

受診勧奨により糖尿病治療を開始

した人の割合（国保） 
68.3％ 80％以上 

55.5％ 

（令和４年度） 
Ｄ 

健康診査受診率 

国保特定健診 42.3％ 60.0％ 41.6％ Ｃ 

30歳代健診 7.6％ 20.0％ 5.5％ Ｄ 

後期高齢者健診 54.9％ 70.0％ 50.1％ Ｄ 
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（４）総合的ながん対策（練馬区がん対策推進計画） 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

喫煙率【再掲】 

全体 13.0％ 12.0％以下 13.2％ Ｃ 

男性 21.3％ 19.1％以下 21.5％ Ｃ 

女性 6.8％ 3.9％以下 6.7％ Ｃ 

過度な飲酒（日本酒

換算１日当たり３合

以上）をしている人

の割合【再掲】 

全体 11.5％ 減少 9.9％ Ａ 

男性 17.1％ 減少 13.5％ Ａ 

女性 5.9％ 減少 5.5％ Ａ 

がん検診の受診率 

胃がん 7.0％ 50％以上 12.2％ Ｂ 

肺がん 10.2％ 50％以上 10.6％ Ｃ 

大腸がん 21.6％ 50％以上 20.7％ Ｃ 

乳がん 23.8％ 50％以上 22.6％ Ｄ 

子宮がん 15.6％ 50％以上 21.2％ Ｂ 

がん患者に対する支援策 未実施 実施 実施 Ａ 

 

（５）精神疾患対策と自殺予防 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

気分障害・不安障害に相当する心

理的苦痛を感じている者の割合

（Ｋ６法による） 

14.0％ 9.4％以下 17.9％ Ｄ 

自殺者数 112人 減少 115人 Ｃ 

ゲートキーパーという言葉を聞い

たことがある人の割合 
8.7％ 20％以上 22.1％ Ａ 
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指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

適正体重者（ＢＭＩ

18.5以上25.0未満）

の割合 

全体 67.0％ 70.0％ 62.3％ Ｄ 

男性 65.5％ 70.0％ 62.0％ Ｄ 

女性 68.3％ 70.0％ 62.6％ Ｄ 

喫煙率 

全体 13.0％ 12.0％以下 13.2％ Ｃ 

男性 21.3％ 19.1％以下 21.5％ Ｃ 

女性 6.8％ 3.9％以下 6.7％ Ｃ 

過度な飲酒（日本酒

換算１日当たり３合

以上）をしている人

の割合 

全体 11.5％ 減少 9.9％ Ａ 

男性 17.1％ 減少 13.5％ Ａ 

女性 5.9％ 減少 5.5％ Ａ 

健康状態を「よい」

「まあよい」「ふつ

う」と感じている高

齢者の割合 

60歳代男性 87.8％ 増加 88.3％ Ａ 

60歳代女性 87.2％ 増加 88.5％ Ａ 

70歳代男性 82.1％ 増加 89.1％ Ａ 

70歳代女性 83.8％ 増加 81.5％ Ｃ 

80歳以上男性 70.6％ 増加 73.8％ Ａ 

80歳以上女性 68.7％ 増加 68.0％ Ｃ 

 

（３）生活習慣病対策の推進 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

受診勧奨により糖尿病治療を開始

した人の割合（国保） 
68.3％ 80％以上 

55.5％ 

（令和４年度） 
Ｄ 

健康診査受診率 

国保特定健診 42.3％ 60.0％ 41.6％ Ｃ 

30歳代健診 7.6％ 20.0％ 5.5％ Ｄ 

後期高齢者健診 54.9％ 70.0％ 50.1％ Ｄ 
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３ 国や東京都の取組 

（１）国の取組 

健康日本21（第三次）の策定 

国民の健康増進に関する取組として、国は昭和 53 年度から第１次国民健康づくり対策を

開始しました。その後、運動習慣や生活習慣の改善、健康寿命の延伸、健康増進法の改正等

を受け、その時代に応じた健康づくりが推進されています。 

令和５年５月には、第５次国民健康づくり対策として「健康日本 21（第三次）」が策定さ

れ、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとし、

①誰一人取り残さない健康づくりを展開（Inclusion）②より実効性をもつ取組を推進する

（Implementation）を行うこととしています。 

ビジョンの実現のために「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の

改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の４つを

基本的な方向として定めています。さらに、新たな視点として「女性の健康」「自然に健康

になれる環境づくり」「他計画や施策との連携も含む目標設定」「アクションプラン」「健

康情報の見える化・利活用」が取り入れられています。 
 

（２）東京都の取組 

東京都健康推進プラン21（第三次）の策定 

東京都では、国の「健康日本 21（第三次）」や東京都が令和３年３月に策定した「『未来

の東京』戦略」を踏まえ、令和６年３月に「東京都健康推進プラン 21（第三次）」を策定し

ています。「東京都健康推進プラン 21（第三次）」では、「どこに住んでいても、生涯にわ

たり健やかに暮らせる持続可能な社会の実現」「誰一人取り残さない健康づくりに向けた都

民の取組を支える環境整備」「目標達成に向けた取組の推進と進行管理」の３つの基本的な

考え方を踏まえ、２つの総合目標、３つの領域、18の分野と分野別目標を定め、健康づくり

の取組を推進していくこととしています。また、18の分野のうち、「こころの健康」「多様

な主体による健康づくりの推進」「女性の健康」の３分野については、これまでの経緯や第

二次計画の最終評価結果を踏まえ、重点的に取り組む分野と位置づけています。 
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（６）地域と取り組むねりまの食育 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

主食、主菜、副菜を組み合わせた

食事が１日２回以上の日がほぼ毎

日の者の割合 

63.2％ 80.0％ 60.5％ Ｃ 

食育応援店の登録店舗数 66店舗 100店舗 94店舗 Ｂ 

ちゃんとごはんプロジェクトの実

施数 
16回 24回 8回 ※39 

 

 

 

 

  

 
※39：新型コロナウイルス感染症の拡大により、開催方法等見直しを行ったため、評価せず。 
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３ 国や東京都の取組 

（１）国の取組 

健康日本21（第三次）の策定 

国民の健康増進に関する取組として、国は昭和 53 年度から第１次国民健康づくり対策を

開始しました。その後、運動習慣や生活習慣の改善、健康寿命の延伸、健康増進法の改正等

を受け、その時代に応じた健康づくりが推進されています。 

令和５年５月には、第５次国民健康づくり対策として「健康日本 21（第三次）」が策定さ

れ、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとし、

①誰一人取り残さない健康づくりを展開（Inclusion）②より実効性をもつ取組を推進する

（Implementation）を行うこととしています。 

ビジョンの実現のために「健康寿命の延伸・健康格差の縮小」「個人の行動と健康状態の

改善」「社会環境の質の向上」「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」の４つを

基本的な方向として定めています。さらに、新たな視点として「女性の健康」「自然に健康

になれる環境づくり」「他計画や施策との連携も含む目標設定」「アクションプラン」「健

康情報の見える化・利活用」が取り入れられています。 
 

（２）東京都の取組 

東京都健康推進プラン21（第三次）の策定 

東京都では、国の「健康日本 21（第三次）」や東京都が令和３年３月に策定した「『未来

の東京』戦略」を踏まえ、令和６年３月に「東京都健康推進プラン 21（第三次）」を策定し

ています。「東京都健康推進プラン 21（第三次）」では、「どこに住んでいても、生涯にわ

たり健やかに暮らせる持続可能な社会の実現」「誰一人取り残さない健康づくりに向けた都

民の取組を支える環境整備」「目標達成に向けた取組の推進と進行管理」の３つの基本的な

考え方を踏まえ、２つの総合目標、３つの領域、18の分野と分野別目標を定め、健康づくり

の取組を推進していくこととしています。また、18の分野のうち、「こころの健康」「多様

な主体による健康づくりの推進」「女性の健康」の３分野については、これまでの経緯や第

二次計画の最終評価結果を踏まえ、重点的に取り組む分野と位置づけています。 
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（６）地域と取り組むねりまの食育 

指標項目 
基準値 

（平成30年度） 

目標値 

（令和５年度） 

現状値 

（令和５年度） 

判定 

区分 

主食、主菜、副菜を組み合わせた

食事が１日２回以上の日がほぼ毎

日の者の割合 

63.2％ 80.0％ 60.5％ Ｃ 

食育応援店の登録店舗数 66店舗 100店舗 94店舗 Ｂ 

ちゃんとごはんプロジェクトの実

施数 
16回 24回 8回 ※39 

 

 

 

 

  

 
※39：新型コロナウイルス感染症の拡大により、開催方法等見直しを行ったため、評価せず。 
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４ 区民の健康を取り巻く状況と意識 

（１）人口・高齢化率の状況 

本区の総人口は増加傾向にあり、令和７年１月時点では745,927人となっています。今後

も増加傾向となり、令和23年頃をピークに減少に転じることが見込まれています。 

年齢区分別にみると、高齢者人口が増加傾向となり、令和31年には高齢化率は27.7％とな

ることが見込まれています。 

■人口・高齢化率の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成26年～令和７年は練馬区住民基本台帳（各年１月１日現在） 

令和11年～令和36年は「第３次みどりの風吹くまちビジョン」  
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（３）健康づくりサポートプランとＳＤＧｓ 

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略であり、

令和 12（2030）年を年限とする国際目標です。ＳＤＧｓは、持続可能な世界を実現するため

の 17 のゴールから構成され、先進国を含む全ての国々の共通目標となっています。 

国は、地方自治体に対し、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生の推進を求めており、区は、

第３次みどりの風吹くまちビジョンを中心に、本計画においても各種施策を通して取り組ん

でいます。 
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４ 区民の健康を取り巻く状況と意識 

（１）人口・高齢化率の状況 
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② 死亡の状況 

本区の死亡数・死亡率（人口 1,000 人に対する死亡数の割合）は、令和４年まではいずれ

も増加傾向でしたが、令和５年は減少し、7,217 人、10.0 となっています。 

出生数と死亡数を比較すると、令和元年から令和５年の期間において、いずれも死亡数が

出生数を上回っており、自然減となっています。 

■死亡数・死亡率の推移             ■出生数・死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健予防課 

 

本区の令和５年の死因別死亡者数の割合は悪性新生物が 25.1％と最も高く、次いで心疾患

が 14.1％、老衰が 13.7％、脳血管疾患が 6.4％となっています。 

悪性新生物の内訳をみると、肺がん4.7％、大腸がん3.1％、膵がん2.8％、胃がん2.5％と

なっています。 

■主な死因別死亡者数の割合の状況            ■悪性新生物（がん）の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健予防課 
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（２）出生・死亡の状況 

① 出生の状況 

本区の出生数・出生率（人口 1,000 人に対する出生数の割合）はいずれも減少傾向にあり、

令和５年では 4,880 人、6.8 となっています。 

本区の合計特殊出生率※40は減少傾向にあり、令和５年では0.99となっています。東京都、

全国と比較すると、令和元年から令和５年の期間において、いずれも同じかまたは下回って

います。 

■出生数・出生率の推移             ■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：保健予防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
※40：「15 歳～49 歳の女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一

生の間に生むとしたときの子どもの数に相当する。 
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要介護２ 要介護３ 要介護４

要介護５ 合計 要介護認定率

（人） （％）推計値

（４）要支援・要介護認定者数、要介護認定率の状況 

本区の第１号被保険者における要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、令和５年度で

は36,076人となっています。令和22年度には要支援・要介護認定者数は40,460人になること

が見込まれますが、要介護認定率は前期高齢者の増加に伴ってやや下がり、20.0％となる見

込みです。 

■第１号被保険者における要支援・要介護認定者数、要介護認定率の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第９期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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（３）平均寿命・健康寿命の状況 

本区の平均寿命※41は男性・女性ともに延伸傾向にあり、令和２年では男性で 82.2 歳、女

性で 88.2 歳となっています。東京都、全国と比較すると、男性の平均寿命は平成 12 年から

令和２年の期間において、女性の平均寿命は平成 17 年から令和２年の期間において、いず

れも上回っています。 

東京都、全国の健康寿命※42は男性・女性ともに延伸傾向にありましたが、令和元年から令

和４年にかけて男性で短くなっています。 

■男性の平均寿命の推移             ■男性の健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性の平均寿命の推移             ■女性の健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「市区町村別生命表」、令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（循環器疾患・糖尿病

等生活習慣病対策総合研究事業）「健康日本21（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研

究」分担研究報告書「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」、厚生労働省 第４回健

康日本21（第三次）推進専門委員会資料「健康寿命の令和４年値について」 

 
※41：０歳における平均余命のこと。 
※42：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。厚生労働省が３年ごと

に発表している。 
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は36,076人となっています。令和22年度には要支援・要介護認定者数は40,460人になること

が見込まれますが、要介護認定率は前期高齢者の増加に伴ってやや下がり、20.0％となる見

込みです。 

■第１号被保険者における要支援・要介護認定者数、要介護認定率の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第９期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
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78.7 

81.2 

80.3 

81.7 
82.2 

78.0 

79.4 
79.9 

81.1 

81.8 

77.7 

78.8 

79.6 

80.8 

81.5 

76.0

78.0

80.0

82.0

84.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

練馬区 東京都 全国

（歳）

84.5 

86.8 86.7 

87.7 

88.2 

84.4 

85.7 

86.4 

87.3 

87.9 

84.6 

85.8 86.4 

87.0 

87.6 

84.0

86.0

88.0

90.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

練馬区 東京都 全国

（歳）

（３）平均寿命・健康寿命の状況 

本区の平均寿命※41は男性・女性ともに延伸傾向にあり、令和２年では男性で 82.2 歳、女

性で 88.2 歳となっています。東京都、全国と比較すると、男性の平均寿命は平成 12 年から

令和２年の期間において、女性の平均寿命は平成 17 年から令和２年の期間において、いず

れも上回っています。 

東京都、全国の健康寿命※42は男性・女性ともに延伸傾向にありましたが、令和元年から令

和４年にかけて男性で短くなっています。 

■男性の平均寿命の推移             ■男性の健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性の平均寿命の推移             ■女性の健康寿命の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「市区町村別生命表」、令和３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（循環器疾患・糖尿病

等生活習慣病対策総合研究事業）「健康日本21（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研

究」分担研究報告書「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」、厚生労働省 第４回健

康日本21（第三次）推進専門委員会資料「健康寿命の令和４年値について」 

 
※41：０歳における平均余命のこと。 
※42：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこと。厚生労働省が３年ごと

に発表している。 
 

70.76 

72.00 

72.94 

72.23 

71.19 

72.14 
72.68 

72.57 

70.00

71.00

72.00

73.00

74.00

平成25年 平成28年 令和元年 令和４年

東京都 全国

（歳）

73.59 

74.24 

74.55 

75.41 

74.21 

74.79 

75.38 75.45 

72.00

73.00

74.00

75.00

76.00

平成25年 平成28年 令和元年 令和４年

東京都 全国

（歳）
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（６）健康維持のため現在意識して実践していること 

健康維持のため現在意識して実践していることは令和５年度調査で「定期的に運動する」

が 37.1％と最も高く、次いで「睡眠を十分にとる」が 33.7％、「バランスのとれた食事を

とる」が 33.3％、「定期的に健康診断、検診を受ける」が 33.1％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、特に「定期的に運動する」と回答した人が増加しています。 

■健康維持のため現在意識して実践していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

 

  

定期的に運動する

睡眠を十分にとる

バランスのとれた食事をとる

定期的に健康診断、検診を受ける

規則正しい生活を送る

ていねいに歯みがきをする

食べ過ぎない

喫煙をしない

ストレスをためない

定期的に血圧を測る

適正体重を維持する

減塩をする

よく噛んで食べる

飲酒は適量を守る

その他

特に何もしていない

37.1%

33.7%

33.3%

33.1%

25.4%

23.5%

20.3%

18.2%

13.5%

12.9%

11.6%

9.6%

9.2%

8.4%

1.2%

5.6%

31.9%

34.0%

34.4%

35.9%

26.1%

18.5%

25.2%

20.9%

13.0%

12.8%

12.6%

10.2%

9.3%

10.1%

0.5%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

令和５年度…
平成30年…平成30年度調査（n=1528）

令和５年度調査（n=1314）
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（５）区民の健康状態 

① ＢＭＩ 

ＢＭＩは男性で「18.5 以上 25.0 未満」が 65.4％と最も高く、次いで「25.0 以上 30.0 未

満」が 24.6％、「18.5 未満」が 4.3％となっています。また、女性で「18.5 以上 25.0 未満」

が 68.1％と最も高く、次いで「18.5 未満」が 16.3％、「25.0 以上 30.0 未満」が 11.4％と

なっています。 

性別ごとにみると、男性で「25.0以上30.0未満」が女性と比較して高くなっている一方、

女性で「18.5未満」が男性と比較して高くなっています。 

■ＢＭＩ 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度練馬区健康実態調査 

 

② 現在の健康状態 

現在の健康状態は令和５年度調査で「よい」または「まあよい」が 45.1％、「ふつう」が

39.3％、「あまりよくない」または「よくない」が 15.5％となっています。 

平成30年度調査、平成25年度調査と比較すると、「よい」または「まあよい」と回答した

人の割合が減少しています。 

■現在の健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

  

令和５年度調査
 (n=1314)

平成30年度調査
 (n=1528)

平成25年度調査
 (n=1253)

20.2%

23.2%

25.9%

24.9%

27.8%

24.3%

39.3%

33.4%

34.6%

13.3%

13.3%

11.1%

2.2%

2.2%

2.6%

0.0%

0.0%

1.5%

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

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 無回答

男性
 (n=578)

女性
 (n=736)

4.3%

16.3%

65.4%

68.1%

24.6%

11.4%

2.2%

1.6%

0.7%

0.3%

0.2%

0.0%

2.6%

2.3%

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

18.5未満 18.5以上25.0未満 25.0以上30.0未満 30.0以上35.0未満

35.0以上40.0未満 40.0以上 無回答
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（６）健康維持のため現在意識して実践していること 

健康維持のため現在意識して実践していることは令和５年度調査で「定期的に運動する」

が 37.1％と最も高く、次いで「睡眠を十分にとる」が 33.7％、「バランスのとれた食事を

とる」が 33.3％、「定期的に健康診断、検診を受ける」が 33.1％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、特に「定期的に運動する」と回答した人が増加しています。 

■健康維持のため現在意識して実践していること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

 

  

定期的に運動する

睡眠を十分にとる

バランスのとれた食事をとる

定期的に健康診断、検診を受ける

規則正しい生活を送る

ていねいに歯みがきをする

食べ過ぎない

喫煙をしない

ストレスをためない

定期的に血圧を測る

適正体重を維持する

減塩をする

よく噛んで食べる

飲酒は適量を守る

その他

特に何もしていない

37.1%

33.7%

33.3%

33.1%

25.4%

23.5%

20.3%

18.2%

13.5%

12.9%

11.6%

9.6%

9.2%

8.4%

1.2%

5.6%

31.9%

34.0%

34.4%

35.9%

26.1%

18.5%

25.2%

20.9%

13.0%

12.8%

12.6%

10.2%

9.3%

10.1%

0.5%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

令和５年度…
平成30年…平成30年度調査（n=1528）

令和５年度調査（n=1314）
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（５）区民の健康状態 

① ＢＭＩ 

ＢＭＩは男性で「18.5 以上 25.0 未満」が 65.4％と最も高く、次いで「25.0 以上 30.0 未

満」が 24.6％、「18.5 未満」が 4.3％となっています。また、女性で「18.5 以上 25.0 未満」

が 68.1％と最も高く、次いで「18.5 未満」が 16.3％、「25.0 以上 30.0 未満」が 11.4％と

なっています。 

性別ごとにみると、男性で「25.0以上30.0未満」が女性と比較して高くなっている一方、

女性で「18.5未満」が男性と比較して高くなっています。 

■ＢＭＩ 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度練馬区健康実態調査 

 

② 現在の健康状態 

現在の健康状態は令和５年度調査で「よい」または「まあよい」が 45.1％、「ふつう」が

39.3％、「あまりよくない」または「よくない」が 15.5％となっています。 

平成30年度調査、平成25年度調査と比較すると、「よい」または「まあよい」と回答した

人の割合が減少しています。 

■現在の健康状態 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

  

令和５年度調査
 (n=1314)

平成30年度調査
 (n=1528)

平成25年度調査
 (n=1253)

20.2%

23.2%

25.9%

24.9%

27.8%

24.3%

39.3%

33.4%

34.6%

13.3%

13.3%

11.1%

2.2%

2.2%

2.6%

0.0%

0.0%

1.5%

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

よい まあよい ふつう あまりよくない よくない 無回答

男性
 (n=578)

女性
 (n=736)

4.3%

16.3%

65.4%

68.1%

24.6%

11.4%

2.2%

1.6%

0.7%

0.3%

0.2%

0.0%

2.6%

2.3%

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

18.5未満 18.5以上25.0未満 25.0以上30.0未満 30.0以上35.0未満

35.0以上40.0未満 40.0以上 無回答
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（８）健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいこと 

健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいことは令和５年度調査で「区の健康診

査・がん検診を手軽に受診できるような環境の整備」が 59.6％と最も高く、次いで「区の健

康診査・がん検診の結果に応じた健康相談」が 27.7％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、特に「高齢者の健康づくりについての啓発や相談、講演会

等の実施」と回答した人が増加しています。 

■健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

 

 

区の健康診査・がん検診を手軽に
受診できるような環境の整備

区の健康診査・がん検診の
結果に応じた健康相談

高齢者の健康づくりについての
啓発や相談、講演会等の実施

こころの悩みやうつ、ストレスなどのメンタルヘ
ルスについての相談、講演会等の実施

健康づくりに関する活動をしている
区内の飲食店、診療所、福祉施設、NPO等の支援

食育についての啓発、推進や
地域の農産物・食文化についての情報発信

家庭・職場・飲食店における
禁煙・分煙の啓発、対策

病気や健康的な食生活についての
相談、講演会等の実施

身体活動や運動習慣についての
相談、講演会等の実施

妊産婦やその配偶者に対する
健康教育、相談、講演会等の実施

口の手入れや口の体操等口腔ケアについての
相談、講演会等の実施

がん・生活習慣病等についての
健康教育や講演会等の実施

その他

無回答

59.6%

27.7%

24.0%

18.7%

15.0%

12.9%

12.8%

10.9%

10.0%

9.4%

8.4%

8.0%

4.1%

11.1%

60.5%

33.2%

22.3%

21.8%

16.9%

14.7%

12.5%

15.4%

14.5%

12.0%

8.4%

12.2%

5.3%

10.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

令和５年度…
平成30年…平成30年度調査（n=1528）

令和５年度調査（n=1314）
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（７）健康や医療、食生活に影響を与えている情報の入手経路 

健康や医療、食生活に影響を与えている情報の入手経路は令和５年度調査で「テレビ」が

70.2％と最も高く、次いで「インターネット・ＳＮＳ」が 62.6％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、特に「インターネット・ＳＮＳ」と回答した人が増加して

います。 

■健康や医療、食生活に影響を与えている情報の入手経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査    

テレビ

インターネット・SNS

家族・親戚

新聞

友人・知人

雑誌・本

医療機関（病院・診療所等）

区広報紙

職場

ラジオ

スーパーマーケットやコンビニエンスストア
等の食品の購入場所

薬局

ポスター等の広告

区発行の冊子

保健師・栄養士・歯科衛生士

スポーツ施設

地域や職場のサークル

区公式ホームページ

介護施設

区保健所・保健相談所

区公式LINE

健康教室や講演会

区公式YouTube

区公式X（旧Twitter）

区公式Instagram

区公式Facebook

その他

無回答

70.2%

62.6%

30.9%

29.9%

27.5%

25.8%

21.1%

16.7%

16.5%

11.0%

9.4%

8.1%

7.5%

4.4%

4.2%

3.6%

3.1%

2.3%

1.8%

1.1%

1.0%

1.0%

0.5%

0.4%

0.2%

0.1%

0.8%

1.7%

75.9%

48.0%

24.0%

34.2%

21.4%

32.9%

33.7%

14.3%

13.5%

9.2%

12.1%

8.8%

2.9%

3.3%

3.3%

21.4%

2.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

令和５年…
平成30…平成30年度調査（n=1528）

令和５年度調査（n=1314）
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（８）健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいこと 

健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいことは令和５年度調査で「区の健康診

査・がん検診を手軽に受診できるような環境の整備」が 59.6％と最も高く、次いで「区の健

康診査・がん検診の結果に応じた健康相談」が 27.7％となっています。 

平成30年度調査と比較すると、特に「高齢者の健康づくりについての啓発や相談、講演会

等の実施」と回答した人が増加しています。 

■健康の維持増進のため区に更に取り組んでほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：練馬区健康実態調査 

 

 

 

 

区の健康診査・がん検診を手軽に
受診できるような環境の整備

区の健康診査・がん検診の
結果に応じた健康相談

高齢者の健康づくりについての
啓発や相談、講演会等の実施

こころの悩みやうつ、ストレスなどのメンタルヘ
ルスについての相談、講演会等の実施

健康づくりに関する活動をしている
区内の飲食店、診療所、福祉施設、NPO等の支援

食育についての啓発、推進や
地域の農産物・食文化についての情報発信

家庭・職場・飲食店における
禁煙・分煙の啓発、対策

病気や健康的な食生活についての
相談、講演会等の実施
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資料：練馬区健康実態調査    
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無回答

70.2%

62.6%

30.9%
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0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

令和５年…
平成30…平成30年度調査（n=1528）

令和５年度調査（n=1314）
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用語 説明 

歯周ポケット 
歯と歯肉の間が、歯垢の細菌により炎症を起こし、深くなった溝

のこと。歯肉の炎症が進むと、より深くなっていく。 

自立支援協議会 

障害者への支援体制の整備を図るため、障害者とその家族、地域

の関係者等が連携し、地域における支援体制に関する課題の共有

や地域の体制の整備について協議することを目的とした協議会 

適正体重者 

65歳未満は普通体重（ＢＭＩ18.5以上25.0未満）、65歳以上はＢ

ＭＩ20.0を超え25.0未満の者 

ＢＭＩとは、体重（㎏）/（身長（m））２により算出される肥満度

を測る指標 

特定健康診査 

生活習慣病の予防のために、練馬区国民健康保険に加入する対象

者（40歳～74歳）の方に実施するメタボリックシンドロームに着

目した健診 

ナッジ理論 

nudge（訳：ひじでそっと押す）。（行動経済学上）対象者に選択

の余地を残しながらも、より望ましい行動への一歩を踏み出すた

めの後押しをする手法 

練馬区健康実態調査 

区民の健康実態の現況を調査し、その結果から得られる区民の健

康状態、生活習慣、健康意識、地域における健康づくり活動への

参加意欲等を的確に把握することを目的として、20歳以上の区内

在住者3,000人を対象に実施した調査 

８０５０問題 

「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えるために、経済的

にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題のこと。背景には子

どもの「ひきこもり」があげられる。このような親子が社会的に

孤立し、生活が立ち行かなくなることもある。 

不安障害 
パニック障害、社会不安障害（社会恐怖）、強迫性障害、全般性

不安障害など 

平均寿命 ０歳における平均余命のこと。 

ロコモティブシンド

ローム 

立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態のこと。ロコモテ

ィブシンドロームが進行すると、将来要介護や寝たきりになって

しまう可能性がある。 
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５ 用語解説 
 

用語 説明 

ＩＣＴ 

ＩＣＴとは「Information and Communication Technology（インフ

ォメーションアンドコミュニケーションテクノロジー）」の略。

情報や通信に関連する技術を活用したコミュニケーションの総

称。具体的には、音声文字表示・翻訳の機能を持つ音声認識アプ

リなど 

アピアランスケア 

広義では「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変

化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」(国立がん研究セン

ター中央病院 アピアランス支援センター)と定義されており、が

ん治療による外見の変化への辛さを緩和するもの 

がん相談支援センタ

ー 

全国の「がん診療連携拠点病院」等に設置されている相談窓口で

あり、患者、家族等、誰でも無料で利用できる。 

気分障害 うつ病、双極性障害など 

Ｋ６法 

うつ病、不安障害などの精神疾患をスクリーニングする手法。合

計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとさ

れ、点数が10点以上の場合、気分障害・不安障害に相当する心理

的苦痛を感じているとされている。 

健康寿命 
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の

こと。厚生労働省が３年ごとに発表している。 

合計特殊出生率 

「15歳～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の

女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの

数に相当する。 

サルコペニア 
加齢や疾患により、筋肉量が減少することで、握力や下肢筋・体

幹筋など全身の「筋力低下が起こること」を指す。 

三次救急 

救急医療体制は、都道府県が作成する医療計画に基づき、患者の

症状に応じて初期（一次）救急、二次救急、三次救急の三段階に

分けられる。 

【初期（一次）救急】 

入院を必要としない軽症の患者に対応する救急医療 

【二次救急】 

入院治療を必要とする中等症および重症の患者に対応する救急医

療 

【三次救急】 

生命の危機が切迫している重症および複数の診療科領域にわたる

全ての救急患者に対応する救急医療 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞 

性肺疾患） 

気管支が炎症を起こしたり肺胞が破壊されて肺機能が低下し、悪

化するとせき・たん・息切れが強くなり生活に支障をきたす疾病 
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用語 説明 
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参加意欲等を的確に把握することを目的として、20歳以上の区内

在住者3,000人を対象に実施した調査 

８０５０問題 

「80」代の親が「50」代の子どもの生活を支えるために、経済的

にも精神的にも強い負担を請け負う社会問題のこと。背景には子

どもの「ひきこもり」があげられる。このような親子が社会的に

孤立し、生活が立ち行かなくなることもある。 

不安障害 
パニック障害、社会不安障害（社会恐怖）、強迫性障害、全般性

不安障害など 

平均寿命 ０歳における平均余命のこと。 

ロコモティブシンド

ローム 

立ったり歩いたりする身体能力が低下した状態のこと。ロコモテ

ィブシンドロームが進行すると、将来要介護や寝たきりになって

しまう可能性がある。 
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称。具体的には、音声文字表示・翻訳の機能を持つ音声認識アプ
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アピアランスケア 
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化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア」(国立がん研究セン
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全国の「がん診療連携拠点病院」等に設置されている相談窓口で

あり、患者、家族等、誰でも無料で利用できる。 

気分障害 うつ病、双極性障害など 
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うつ病、不安障害などの精神疾患をスクリーニングする手法。合

計点数が高いほど、精神的な問題がより重い可能性があるとさ

れ、点数が10点以上の場合、気分障害・不安障害に相当する心理

的苦痛を感じているとされている。 

健康寿命 
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間の

こと。厚生労働省が３年ごとに発表している。 
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「15歳～49歳の女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の

女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの

数に相当する。 
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加齢や疾患により、筋肉量が減少することで、握力や下肢筋・体

幹筋など全身の「筋力低下が起こること」を指す。 

三次救急 

救急医療体制は、都道府県が作成する医療計画に基づき、患者の

症状に応じて初期（一次）救急、二次救急、三次救急の三段階に
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入院治療を必要とする中等症および重症の患者に対応する救急医
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