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第５ 章 構想の推進 

 

１ ． 推進体制 

 健幸なまちづく り は、市の総合政策と し て庁内関係課の連携をはじ め、市民、地域、関係

機関、 企業などと も 連携し 進めていく 必要があり ます。  

 庁内においては、 本構想推進プロジェ ク ト チーム及び各部会を 通じ て、 関係課が連携し

ながら 、 施策・ 事業の優先度を見極めつつ、 本構想の着実な推進を図り ます。  

 市民、地域、関係機関、企業などにおいては、健幸なまちづく り や健康宣言の促進をはじ

め、 各事業を通じ て、 参加を促すと と も に、 ウェ ルネスシティ の考え方を常に普及啓発し

ます。 事業内容も 市ケーブルテレビ（ う だチャ ン 11）、 ホームページ、 広報紙などを通じ て

周知し ます。  

本構想の考え方の基本と なっ ている、 スマート ウェ ルネスシティ 首長研究会から の情報

を取り 入れ、 今後の施策の方向性を見据え健康長寿の市を実現し ます。  

  

 

２ ． 進捗管理・ 評価 

 本構想の目標を着実に達成するために、 本構想推進プロジェ ク ト チームを 中心に、 PDCA

サイ ク ルに基づき 、定期的な達成状況の点検と その結果に基づく 取組の見直し を行います。

進捗評価結果は公表し 、 健幸都市ウェ ルネスシティ 宇陀市構想が行政と 市民が一体と なっ

て進めていけるよう 情報の共有に努めます。  

  計画の最終年度には構想全体の評価を行い、 次期構想を策定し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P l a n （計画） 

★計画の立案 

D o （実施・実行） 

★計画に基づく 施策・ 事業の実施 

A  c t io n （改善） 

★事業内容の改善・ 見直し  

★目標・ 指標等の見直し  

C h e c k （検証・評価） 

★施策・ 事業の実施状況の把握 

★目標・ 指標等の達成状況の把握 

※施策・ 事業の実施状況の把握について

は毎年度実施し 検証する。  
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 ・ 第２ 次構想目標値の達成状況 

 ・ 企業・ 団体アンケート 調査結果 

 ・ 用語解説 
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資 料 編 
 

第２ 次構想目標値の達成状況 

 

評価区分 

A 目標に達した 

B 目標に達していないが、2 0 18 年度よりも 改善傾向 

C 数値の変化なし 

D  数値が悪化した 

- 
新型コロナウイルス感染症の流行による事業の中止などにより、

評価できない 

 

（ １ ） 病気の予防と 健康づく り  

 

➀食育の推進 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 
朝食を抜く こ と が週 3 回以上ある人

の割合（ 64 歳未満）  
13. 1％ 12. 4％ 14. 1％ 14. 2％ 8. 0％ Ｄ  

小鉢 1 杯の野菜を食べる回数が毎食

の人の割合 
25. 0％ 24. 8％ 25. 7％ 25. 7％ 40. 0％ Ｂ  

朝食を毎日食べると 回答

する児童・ 生徒の割合 

小 5 男子 78. 6％ 77. 5％ - 78. 7％ 83. 0％ Ｂ  

小 5 女子 84. 8％ 85. 0％ - 73. 1％ 89. 0％ Ｄ  

中 2 男子 76. 1％ 74. 8％ - 84. 0％ 81. 0％ Ａ  

中 2 女子 77. 2％ 73. 3％ - 77. 4％ 82. 0％ Ｂ  

 

 

②身体活動の増加 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

運動習慣者の割合 
男性 39. 0％ 41. 2％ 41. 3％ 39. 3％ 46. 5％ Ｂ  

女性 32. 9％ 34. 6％ 33. 6％ 32. 3％ 39. 7％ Ｄ  

身体活動実施者の割合 
男性 41. 8％ 44. 3％ 45. 0％ 45. 3％ 51. 3％ Ｂ  

女性 38. 3％ 41. 9％ 42. 5％ 40. 4％ 47. 7％ Ｂ  
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③生活習慣病の予防と 重症化予防 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

喫煙者の割合 11. 8％ 12. 8％ 11. 0％ 11. 4％ 8. 1％ Ｂ  

Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ 認知度の割合 41. 8％ 44. 5％ 37. 2％ 42. 0％ 80％ Ｂ  

飲酒者の割合 
男性 毎日 2 合以上 12. 6％ 13. 4％ 12. 2％ 11. 9％ 12. 1％ Ａ  

女性 毎日 1 合以上 3. 2％ 3. 3％ 3. 5％ 3. 5％ 3. 5％ Ａ  

特定健診受診率 31. 8％ 33. 0％ 30. 4％ 35. 8％ 40％ Ｂ  

特定保健指導実施率 32. 8％ 43. 6％ 39. 6％ 44. 4％ 40％ Ａ  

がん検診受診率 

胃がん 18. 4％ 18. 6％ 15. 8％ 14. 7％ 26％ Ｄ  

肺がん 17. 2％ 18. 6％ 15. 0％ 17. 4％ 24％ Ｂ  

大腸がん 21. 0％ 21. 8％ 18. 1％ 21. 2％ 28％ Ｂ  

子宮がん 22. 3％ 23. 1％ 20. 7％ 21. 0％ 36％ Ｄ  

乳がん 27. 5％ 28. 7％ 24. 7％ 25. 6％ 37％ Ｄ  

がん検診精密検査受診

率 

胃がん 93. 7％ 87. 4％ 88. 9％ 90. 1％ 100％ Ｄ  

肺がん  93. 8％ 75. 0％ 78. 6％ 94. 1％ 100％ Ｂ  

大腸がん 87. 7％ 78. 0％ 84. 8％ 87. 5％ 100％ Ｄ  

子宮がん 94. 1％ 62. 5％ 100％ 100％ 100％ Ａ  

乳がん 98. 4％ 97. 6％ 95. 0％ 100％ 100％ Ａ  

メ タ ボリ ッ ク シンド ローム該当者及

び予備軍の割合 
28. 8％ 27. 3％ 30. 5％ 34. 0％ 26％ Ｄ  

糖尿病要医療者の割合（ Ｎ Ｇ Ｓ Ｐ

6. 5％以上）  
7. 7％ 8. 0％ 7. 6％ 7. 9％ 9. 5％ Ａ  

糖尿病治療者でハイ リ スク 者の割合

（ Ｎ Ｇ Ｓ Ｐ 8. 4％以上）  
7. 2％ 6. 6％ 4. 3％ 4. 6％ 6. 4％ Ａ  

 

 

④こ こ ろ の健康づく り  

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

自殺死亡率（ 人口 10 万対）  19. 25 13. 1 13. 5 17. 1 11. 1 Ｂ  

こ こ ろ の健康づく り 学習会参加者数 105 人 未実施 未実施 未実施 150 人 - 

ゲート キーパー養成講座受講延数 13 人 132 人 未実施 TV放送のみ 680 人 - 
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⑤歯と 口の健康づく り  

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

１ 人平均現在歯数を

増やす 

40～64 歳 25. 1 本 25. 0 本 25. 9 本 24. 7 本 26 本 Ｄ  

65～75 歳 20. 2 本 20. 8 本 20. 9 本 20. 4 本 22 本 Ｂ  

１ 年間に定期的に歯科健診を受ける

40 歳以上の人の割合を増やす 
59. 2％ 66. 9％ 58. 7％ 62. 4％ 100％ Ｂ  

60 歳で 24 本以上自分の歯がある人の

割合を増やす 
65. 1％ 63. 2％ 87. 5％ 55. 5％ 75％ Ｄ  

毎食後歯みがき する

人の割合を増やす 

40 歳代 24. 4％ 18. 9％ 23. 8％ 24. 0％ 30％ Ｄ  

60 歳代 27. 1％ 23. 5％ 24. 9％ 27. 2％ 30％ Ｂ  

妊婦歯科健診受診率 34. 5％ 39. 5％ 36. 4％ 48. 3％ 40. 5％ Ａ  

歯周疾患検診受診者数 266 人 254 人 239 人 281 人 300 人 Ｂ  

糖尿病起因歯周疾患検診受診数 22 人 26 人  37 人 15 人  40 人 Ｄ  

事業所歯科健診・ 職域歯科健康教育

事業所数 
1 箇所 1 箇所 3 箇所 2 箇所 1 箇所 Ａ  

若年層の歯科健診受診数 - 事業検討 実施無 実施無  40 人 - 

節目歯周疾患検診受診数 189 人 183 人 171 人 173 人 220 人 Ｄ  

オーラ ルフ レ イ ル予防等の歯科健康

教育参加人数 
122 人 169 人 83 人 実施無 300 人 - 

むし 歯の無い３ 歳児の割合を増やす 77. 6％ 78. 1％ 77. 7％ 89. 4％ 90％ Ｂ  

１ 歳６ か月健診で毎日仕上げみがき

をする保護者を増やす 
97. 5％ 98. 1％ 99. 0％ 100％ 100％ Ａ  

むし 歯の無い 12 歳児の割合を増やす 70. 7％ 59. 1％ 47. 6％ 57. 5％ 80％ Ｄ  

毎食後歯みがき する

人を増やす 

年長児 
60. 4％ 

（ 2017）  
－ － 

63. 9％

（ 2020）  
80％ Ｂ  

小学校 

４ 年生 

44. 4％ 

（ 2017）  
－ － 

63. 3％ 

（ 2020）  
70％ Ｂ  

中学校 

２ 年生 

7. 5％ 

（ 2017）  
－ － 

15. 0％ 

（ 2020）  
20％ Ｂ  

半年前に比べて固いも のが食べにく

く なっ た高齢者の割合を減ら す 

27. 5％

（ 2017）  
－ － 

29. 3％

（ 2020）  
20％ Ｄ  

お茶や汁物でむせるこ と がある高齢

者の割合を減ら す 

21. 8％

（ 2017）  
－ － 

26. 0％

（ 2020）  
20％ Ｄ  

いき いき歯ッ ピー体操実施施設数 17 箇所 66 箇所 36 箇所 27 箇所 32 箇所 Ｂ  

よい歯のコ ンク ール高齢者参加者数 23 人 20 人 中止 実施無 30 人 - 

歯科健康教育参加者数 134 人 852 人 117 人 103 人 200 人 Ｄ  
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➅親と 子の健康 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

妊娠中及び産後に困

っ たこ と を相談でき

た人の割合 

妊娠中 98. 4％ － － 97. 6％ 100％ Ｄ  

出産後  98. 4％ － － 100％ 100％ Ａ  

夜 10 時までに寝る

幼児の割合 

１ 歳６ か月児 77. 8％ 82. 2％ 74. 8％ 87. 9％ 80. 0％ Ａ  

３ 歳児 76. 5％ 77. 0％ 71. 8％ 83. 2％ 80. 0％ Ａ  

テレ ビやＤ Ｖ Ｄ を１ 日２ 時間以上見

ている３ 歳児の割合 
46. 8％ 41. 7％ 50. 3％ 44. 4％ 45. 0％ Ａ  

子ども に対し て育て

にく さ を感じ たと き

に対処でき る親の割

合 

４ ～５ か月児 81. 3％ 86. 7％ 100％ 85. 7％ 88. 5％ Ｂ  

１ 歳６ か月児 67. 9％ 75. 0％ 68. 4％ 87. 5％ 77. 0％ Ａ  

３ 歳児 69. 2％ 80. 6％ 91. 3％ 93. 5％ 85. 2％ Ａ  

 

 

（ ２ ） 子ども たちの体力向上 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

運動能力平均評定値 ５ 歳児 3. 05 3. 01 2. 98 
県の平均値の

発表なし  3. 25 - 

体力合計点平均値 
小学校５ 年生 110 点 110 点 112 点 108 点 112 点 Ｄ  

中学校２ 年生 94 点 94 点 95 点 92 点 96 点 Ｄ  

駅伝チャ レ ンジ大会

の開催 

参加チーム数 10 チーム 12 チーム 中止 中止 13 チーム - 

参加校数 ５ 校 ６ 校 中止 中止 ６ 校 - 

奈良県市町村対抗駅伝大会順位 16 位 中止 中止 中止 
10 位 

以内 
- 

子ども たちの宇陀シティ マラ ソ ンへ

の参加促進（ フ ァ ミ リ ー１ ㎞、 小学生２ ㎞）  
489 人 438 人 中止 中止 400 人 - 

子ども たちの温水プールの利用促進

（ 利用延べ人数）  
16, 331 人 16, 384 人 6, 836 人 9, 396 人 15, 000 人 Ｄ  

夏休み水泳教室・ 無料一般開放利用

延べ人数 
363 人 370 人 中止 中止 330 人 - 
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（ ３ ） 介護予防と 生き がいづく り の推進 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

要介護認定率 20. 9％ 20. 2％ 20. 1％ 20. 0％ 19. 3％ Ｂ  

週２ 回以上外出する高齢者の割合 

（ 介護予防・ 日常生活圏域ニーズ調査）  
75. 7％ 66. 1％ - - 80％ - 

マダヤール 
事業所数 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 4 箇所 Ｃ  

参加実人数（ 年度内）  70 人 88 人 40 人 59 人 80 人 Ｄ  

いき いき サロン

教 室 

教室数 52 箇所 53 箇所 52 箇所 51 箇所 58 箇所 Ｄ  

参加人数 1, 047 人 1, 096 人 951 人 770 人 1, 160 人 Ｄ  

いき いき 百歳体操参加実人数 782 人 997 人 1, 054 人 1, 064 人 1, 200 人 Ｂ  

ウェ ルネスシニア健康学校参加延人数 138 人 170 人 200 人 未実施 230 人 - 

公民館主催講座参加人数 1, 585 人 1, 548 人 1, 206 人 1, 276 人 1, 705 人 Ｄ  

自主グループの登録数 42 グループ 40 グループ 42 グループ 42 グループ 50 グループ Ｃ  

趣味が実益につながる講座の開催数 5 講座 4 講座 5 講座 4 講座 8 講座 Ｄ  

社会教育推進講座実施団体数 15 団体 13 団体 2 団体 1 団体 22 団体 Ｄ  

※要介護認定率は、「 宇陀市高齢者保健福祉計画及び第８ 期介護保険事業計画」 より 引用。  

 

（ ４ ） 歩き たく なる環境づく り 、 仕事が続けら れる環境づく り  

 

①歩き やすい道づく り  

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

薬草めぐ り マッ プ作成 1 ルート  2 ルート  3 ルート  3 ルート  4 ルート  Ｂ  

Ｌ Ｅ Ｄ 化し た公園園路を増やす ‐  0 公園 1 公園 2 公園 3 公園 Ｂ  

自転車道や歩道の環境整備 継続 継続 継続 未実施 継続 - 

公園園路Ｌ Ｅ Ｄ 化改修 

心の森総合福祉公園 

榛原フ レ ンド パーク  

‐  

‐  

‐  

‐  

0 個 

0 個 

0 個 

20 個 

12 個 

8 個 

 

Ｄ  

Ａ  
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②農作業に親し む健康づく り  

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

薬草の商品開発数 12 品目 15 品目 20 品目 25 品目 30 品目 Ｂ  

野菜の機能性食品開発数 2 品目 2 品目 3 品目 3 品目 
毎年 

3 品目 
Ａ  

薬草栽培研修会 1 回 2 回 中止 中止 3 回 - 

薬草栽培生産者数 80 名 80 名 80 名 80 名 100 名 Ｃ  

薬草協議会による栽培、 研修、 ６ 次

産業化、 販路開拓 

大和当帰葉加工栽培研修会開催 
Ａ  

- 6 次産業化 販路開拓 新商品開発 新商品開発 

６ 次産業化の推進 

（ 商品開発の取り 組み補助）  
2 品目 2 品目 3 品目 3 品目 3 品目 Ａ  

薬草栽培調査研究の推進 

大和当帰 大和当帰 

Ｂ  
セネガ セネガ 

甘茶 甘茶 

- - 野草活用 野草活用 

機能性評価取得分析支援 2 件 2 件 3 件 3 件 3 件 Ａ  

東榛原市民農園貸出の推進 

( 計 28 区画)   
- 25 区画 28 区画 23 区画 28 区画 Ｂ  

 

 

③にぎわいのまちづく り  

 

内容 
2018 

年度 
2019 

年度 
2020 

年度 
2021 

年度 
2021 年度 

目標値 
評価

区分 

薬草関係イ ベント 参加 5, 000 人 5, 000 人 中止 中止 5, 000 人 - 

榛原駅前歩行者数 302 人 未実施 未実施 未実施 400 人 - 

にぎわいづく り 事業による交流人口 9, 247 人 8, 094 人 1, 500 人 5, 203 人 14, 500 人 Ｄ  

室生寺周辺活性化によ る にぎ わいづく り

事業（ ラ イ ト アッ プ実施） 来場者数 
3, 422 人 2, 094 人 中止 1, 703 人 7, 500 人 Ｄ  

重要伝統的建造物群保存地区保存事業 継続 継続 継続 継続 継続 Ａ  

う だ産フ ェ スタ 事業 
サブテーマ 

薬草 
サブテーマ

産業・ 農林 中止 中止 
サブテーマ

未定 - 

薬草を活用し たまちづく り 事業 

（ 薬草事業件数）  
3 件 7 件 10 件 12 件 12 件 Ａ  

還暦野球大会等の開催によ る にぎわ

いづく り 事業（ 大会参加者数）  
5, 825 人 6, 000 人 1, 500 人 3, 500 人 7, 000 人 Ｄ  

ハイ キング道・ 登山道の案内看板整備                                20 箇所 30 箇所 40 箇所 45 箇所 50 箇所 Ｂ  

宇陀市所有地を 使っ たキッ チン カ ー

等による賑わいの創出 
検討 

事業者ス キームの

構築・ 舗装工事 
管理運営 中止 管理運営 - 

ウェ ルネスウォ ーク  184 人 中止 中止 中止 200 人 - 

地域でのウォ ーキング - - 中止 中止 
3 箇所 

200 人 
- 
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（ ５ ） と も に支え合う 地域づく り  

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価 

区分 
近所に頼みごと ができ る高齢者の割合 
（ 宇陀市高齢者保健福祉計画及び第 7 期介護保険事業計画）  46. 1％ 50％ 26. 6％ - 45％ - 

生活支援等サービス実施団体数 1 団体 2 団体 2 団体 2 団体 5 団体 Ｂ  

認知症サポータ ー養成数（ 累計）  1, 622 人 1, 815 人 1, 837 人 1, 847 人 2, 000 人 Ｂ  

オレ ンジ（ 認知症） カ フ ェ 開催箇所数 4 箇所 4 箇所 5 箇所 5 箇所 5 箇所 Ａ  

行方不明等あんし ん登録事業年度中登

録者数 
52 人 75 人 72 人 76 人 70 人 Ａ  

あんし ん介護見守り GPS貸与事業年度中利

用者数 
3 人 4 人 8 人 8 人 15 人 Ａ  

高齢者等サポート 隊団体数 12 団体 13 団体 13 団体 13 団体 15 団体 Ｂ  

 

 

（ ６ ） 医療と 介護の連携強化 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

在宅での看取り 加算算定者数（ 年間）  57. 6 人 43. 2 人 69. 6 人 ※未把握 55 人 Ａ  

在宅タ ーミ ナルケア加算の算定者数（ 年間）  66 人 63. 6 人 81. 6 人 ※未把握 60 人 Ａ  

※策定時点で 2021 年度実績が未公表のため、 2020 年度時点で最終評価を行っ ている。  

 

➀必要と さ れる医療体制の充実 

 

内容 
2018 

年度 
2019 

年度 
2020 

年度 
2021 

年度 
2021 年度 

目標値 
評価

区分 

訪 問 診 療 に

従 事 す る 医

師数 

市立病院地域医療部 - 3 人 3 人 3 人 3 人 Ａ  

国保診療所 - - 1 人 1 人 1 人 Ａ  

救急患者受入率 84％ 85％ 85％ 78％ 85％ -※ 
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②地域医療と 福祉の連携の推進 

 

内容 
2018 

年度 
2019 

年度 
2020 

年度 
2021 

年度 
2021 年度 

目標値 
評価

区分 

レ スパイ ト 入院患者数 14 人 20 人 21 人 16 人 22 人 -※ 

地域包括ケア病棟入院患者在宅復帰率 87. 2％ 88％ 88％ 83％ 89％ -※ 

多職種参加型の在宅医療に関する 研

修会の開催 
369 人 370 人 380 人 中止 400 人 - 

地域包括ケアシ ステ ムについて 市民

への啓発講演会 
280 人 280 人 300 人 中止 300 人 - 

認知症初期集中支援チームでの年度

中対応延件数 
53 件 58 件 64 件 52 件 70 件 Ｄ  

宇陀地域医療介護

連携 I CT 推進事業

（ 宇陀けあネッ ト ）  

登録者数 2, 583 人 5, 750 人 6, 551 人 7, 114 人 8, 000 人 Ｂ  

参加施設数 53 施設 56 施設 58 施設 59 施設 80 施設 Ｂ  

※救急患者受入率、 レスパイ ト 入院患者数、 地域包括ケア病棟入院患者在宅復帰率については、 新型コ ロナウイ

ルス感染症受入病床確保のため、 受け入れ病床に制限があっ たこ と から 「 -： 新型コ ロナウイ ルス感染症の流

行による事業の中止などにより 、 評価でき ない」 と し ている。  

 

 

（ ７ ） ウェ ルネスシティ を推進する３ つの方法 

 

内容 
2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

2021 年度 

目標値 

評価

区分 

おはよう ラ ジオ

体操事業 

実施箇所数 40 箇所 42 箇所 41 箇所 40 箇所 50 箇所 Ｃ  

参加者数 753 人 789 人 627 人 598 人 950 人 Ｄ  

健康ポイ ント 事業 50 歳以下の応募者割合 5. 5％ 4. 2％ 3. 9％ 4. 7％ 20％ Ｄ  

健康ポイ ント  

事業 

応募件数 1, 738 件 2, 171 件 2, 113 件 2, 349 件 2, 000 件 Ａ  

協賛企業数 13 箇所 14 箇所 16 箇所 18 箇所 18 箇所 Ａ  

健康ポイ ント 事業地域行事 

・ イ ベント ・ 教室開催数 
17 件 18 件 9 件 4 件 23 件 Ｄ  

ウェ ルネス 

イ ベント  

参加者数 14, 446 人 12, 603 人 1, 650 人 3, 500 人 12, 500 人 Ｄ  

件数 12 件 6 件 1 件 1 件 19 件 Ｄ  
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企業・ 団体アンケート 調査結果 

 

（ １ ） アンケート 調査の概要 

 

 調査の目的 

市内企業や市内の運動自主活動サーク ルの「 健幸づく り 」 に関する現状などを把握し 、

「 第３ 次健幸都市ウェ ルネスシティ 宇陀市構想」 の基礎資料と するために実施し まし た。  

 

 調査概要 

◇調査対象者：  

区 分 対 象 配布数 

企 業 
宇陀商工会加入企業など 30社 

健康ポイ ント 事業協賛企業 15社 

市内運動自主サーク ル 18団体 

 

◇調査期間： 令和４ 年 11 月 18 日（ 金） ～12 月５ 日（ 月）  

◇調査方法： 郵送配布・ 郵送回収、 各種企業、 団体の代表者が記入 

 

 回収結果 

 

対 象 配布数 回収数 回収率 

企業 45 25 55. 6％ 

市内運動自主サーク ル 18 17 94. 4％ 

 

 報告書の見方 

◇図表中において「 不明・ 無回答」 と あるも のは、 回答が示さ れていない、 または回答の判

別が困難なも のです。  

◇図表中の「 ｎ （ number  of  case）」 は、 集計対象者総数（ あるいは回答者限定設問の限定

条件に該当する人） を表し ています。  
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（ ２ ） 企業対象アンケート 調査結果 

 

 貴事業所の概要について 

 

◆貴事業所の業種について（ 主なも の１ つに〇）  

業種についてみると 、「 製造業」 が７ 件と 最も 多く 、 次いで「 建設業」 が６ 件、「 卸売業、 小

売業」 が４ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

  

0 

6 

7 

1 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0件 2件 4件 6件 8件

農業、林業、漁業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業、小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療、福祉

その他のサービス業

その他

不明・無回答

全体（n=25）
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0 

0 

15 

10 

1 

0 

0件 5件 10件 15件 20件

単一組合（貴社（グループ）単独で設立）

総合組合（同業種の複数の企業で共同設立）

協会けんぽ（全国健康保険協会）

国民健康保険

共済組合

不明・無回答

全体（n=25）

4件 2件 2件
0件

0件
2件 0件全体（n=10）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 不明・無回答

◆貴事業所の従業者数の人数について（ 数字で記入）  

従業者数についてみると 、「 男性」 の「 正規従業者」 が 109 人と 最も 多く 、 次いで「 女性」

の「 正規従業者」 が 69 人、「 女性」 の「 非正規従業者」 が 42 人と なっ ています。  

 

 
正規従業者 

正規従業者のうち 

60 歳以上 
非正規従業者 

非正規従業者のうち

60 歳以上 

男性 109 人 36 人 18 人 6 人 

女性 69 人 11 人 42 人 21 人 

 

 

◆貴事業所における医療保険の種別について（ あてはまるも のに〇）  

医療保険の種別についてみると 、「 協会けんぽ（ 全国健康保険協会）」 が 15 件と 最も 多く 、

次いで「 国民健康保険」 が 10 件、「 共済組合」 が１ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の問で「 国民健康保険」 を 選択さ れた方にお聞き し ます。  

◆国民健康保険の加入者数について（ 数字で記入）  

国民健康保険の加入者数についてみると 、「 １ 人」 が４ 件と 最も 多く 、 次いで「 ２ 人」「 ３

人」「 ６ 人」 が２ 件と なっ ています。  
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 貴事業所の健幸（ 健康） づく り について 

 

◆従業員の健康増進に向けて、 課題と なっ ているこ と （ 〇は３ つまで）  

従業員の健康増進に向けて、 課題と なっ ているこ と についてみると 、「 定期健康診断の完全

実施」 が 11 件と 最も 多く 、 次いで「 職場環境の整備」 が７ 件、「 中高年労働者に対する健康

対策」 が６ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 

4 

2 

4 

2 

7 

2 

6 

4 

4 

1 

0 

0 

1 

0件 5件 10件 15件

定期健康診断の完全実施

定期健康診断の事後措置

がん検診の実施・充実

人間ドックの実施・充実

ワークライフバランスの充実

職場環境の整備

メンタルヘルスケア

中高年労働者に対する健康対策

職場の受動喫煙対策

腰痛対策

歯科検診や歯科保健指導の実施

アルコールに関する対策

その他

不明・無回答

全体（n=25）
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15 

5 

2 

4 

0 

2 

1 

0 

5 

3 

0 

0件 5件 10件 15件 20件

従業員の健康診断の実施

人間ドックやがん検診などの費用補助

健康経営優良法人の認定取得

または、健康宣言に向けての取り組み

ラジオ体操などの実施

事業所で健康やスポーツに関するイベントを開催

（ウォーキングイベントや運動会等）

市の健康ポイント事業への従業員の参加促進

健康・メンタルヘルスの相談窓口を開設

ストレスチェックの実施

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=25）

◆従業員の健幸（ 健康） づく り のために、 実施し ている取組について 

（ あてはまるも のすべてに〇）  

従業員の健幸（ 健康） づく り のために、 実施し ている取組についてみると 、「 従業員の健康

診断の実施」 が 15 件と 最も 多く 、 次いで「 人間ド ッ ク やがん検診などの費用補助」「 特にな

い」 が５ 件、「 ラ ジオ体操などの実施」 が４ 件と なっ ています。  
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12 

2 

1 

1 

2 

0 

5 

9 

0 

2 

0件 5件 10件 15件

従業員の健康意識が高まった

従業員の満足度が高まった

生産性の向上につながった

企業のイメージアップにつながった

社内のコミュニケーションの機会が増えた

従業員の定着につながった

健康診断の結果に改善が見られた

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=25）

5件 12件 3件 4件 1件全体（n=25）

積極的に取り組みたい 取り組みを検討したい

あまり取り組みたいと思わない 取り組みは考えていない

不明・無回答

◆上記の取組による事業所への変化（ あてはまるも のすべてに〇）  

事業所に何か変化がみら れたかについてみると 、「 従業員の健康意識が高まっ た」 が 12 件

と 最も 多く 、 次いで「 特にない」 が９ 件、「 健康診断の結果に改善が見ら れた」 が５ 件と なっ

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆今後、 従業員の健幸（ 健康） づく り のために取り 組みたいと 思う こ と （ 〇は１ つ） 

今後、 従業員の健幸（ 健康） づく り のために、 取り 組みたいと 思う こ と についてみると 、

「 取り 組みを検討し たい」 が 12 件と 最も 多く 、 次いで「 積極的に取り 組みたい」 が５ 件、「 取

り 組みは考えていない」 が４ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

  



74 

7 

2 

8 

4 

6 

6 

3 

1 

0件 2件 4件 6件 8件 10件

企業向け健康講座(セミナー等)の実施

専門講師による企業向け健康相談

健幸（健康）づくりに関する官民連携の推進

全市での健康イベント（ウォーキングや

スポーツ大会等）の実施

健康ポイント事業の拡充

特にない

その他

不明・無回答

全体（n=25）

 今後の健幸（ 健康） づく り について 

 

◆今後、 宇陀市の健幸（ 健康） づく り の取組について、 市に期待し たいこ と  

（ あてはまるも のすべてに〇）  

今後、宇陀市の健幸（ 健康） づく り の取組について、市に期待し たいこ と についてみると 、

「 健幸（ 健康） づく り に関する官民連携の推進」 が８ 件と 最も 多く 、 次いで「 企業向け健康講

座（ セミ ナー等） の実施」 が７ 件、「 健康ポイ ント 事業の拡充」「 特にない」 が６ 件と なっ てい

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資 料 編 
企業・ 団体アンケート 調査結果 

75 

2 

1 

4 

4 

4 

0 

2 

0 

0件 1件 2件 3件 4件 5件

1～4人

5～9人

10～14人

15～19人

20～24人

25～29人

30人以上

不明・無回答

全体（n=17）

2件 4件 3件 3件 5件 0件全体（n=17）

0～4年 5～9年 10～14年 15～19年 20年以上 不明・無回答

（ ３ ） 市内運動自主サーク ル対象アンケート 調査結果 

 

 団体のこ と について 

 

◆団体の構成人数 

団体の構成人数についてみると 、「 10～14 人」「 15～19 人」「 20～24 人」 が４ 件と 最も 多く 、

次いで「 １ ～４ 人」「 30 人以上」 が２ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆団体の発足年数 

団体の発足年数についてみると 、「 20 年以上」 が５ 件と 最も 多く 、 次いで「 ５ ～９ 年」 が４

件、「 10～14 年」「 15～19 年」 が３ 件と なっ ています。  
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1件 8件 2件 5件 1件全体（n=17）

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上 不明・無回答

13件 1件

0件

2件 1件 0件全体（n=17）

感染症拡大前とほぼ同様の頻度や人数で活動している

活動の頻度を下げたり、1回あたりの人数を制限して活動している

感染症拡大以降活動を休止しているが、再開を検討している

活動を休止している

その他

不明・無回答

◆団体参加者の年代 

団体参加者の年代についてみると 、「 70～74 歳」 が８ 件と 最も 多く 、 次いで「 80 歳以上」

が５ 件、「 75～79 歳」 が２ 件と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新型コ ロナウイ ルス感染症拡大以降、 令和４ 年 11 月時点での貴団体の活動状況に

ついて（ ○は１ つ）  

新型コ ロナウイ ルス感染症拡大以降の活動状況についてみると 、「 感染症拡大前と ほぼ同様

の頻度や人数で活動し ている」 が 13 件と 最も 多く 、 次いで「 活動を休止し ている」 が２ 件と

なっ ています。  
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8件

4件

6件

0件

4件

3件

5件

0件

1件

2件

1件

3件

4件

5件

2件

11件

0件

0件

0件

0件

0件

3件

3件

3件

ア．登録者数・会員数が少ない

（減少している）

イ．団体運営を行う人材が少ない

ウ．団体運営を行う人が

高齢化している

エ．団体内の連携ができていない

全体（n=17）

思う どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない 思わない

わからない・回答できない 不明・無回答

 宇陀市の運動・ 健康づく り に対し て感じ ているこ と について  

 

◆団体の運営の課題について、 日頃感じ ているこ と （ それぞれ○は１ つ）  

団体の運営の課題について、 日頃感じ ているこ と についてみると 、『 ア． 登録者数・ 会員数

が少ない（ 減少し ている）』 では「 思う 」 が８ 件、『 イ ． 団体運営を 行う 人材が少ない』 では

「 思わない」 が５ 件、「 ウ． 団体運営を行う 人が高齢化し ている」 では「 思う 」 が６ 件、「 エ．

団体内の連携ができ ていない」 では「 思わない」 が 11 件と 、それぞれ最も 多く なっ ています。  
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1 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

0 

0 

7 

5 

0 

0件 2件 4件 6件 8件

自分がやりたい運動やスポーツ等が

できる施設がない

なかなか予約ができず利用しにくい

指導をしてくれる人がいない

施設まで遠かったり、交通の便が

悪いなど不便である

利用時間帯が限られていて

利用しにくい

駐車場や駐輪場が利用しにくい

施設が老朽化しており、

改修が必要である

冷暖房・温水シャワーなどの

設備が不十分

夜間照明がなく、夜間利用ができない

（野外施設）

利用申し込みの方法が複雑で、

簡単に申し込めない

施設の使用料が高い

施設までの案内表示などが少なく、

わかりにくい

施設についての情報提供が少ない

その他

特にない

不明・無回答

全体（n=17）

◆活動場所の施設などでの課題（ あてはまるも のすべてに○）  

活動場所の施設などでの課題についてみると 、「 特にない」 が５ 件と 最も 多く 、 次いで「 施

設の使用料が高い」 が４ 件、「 施設まで遠かっ たり 、 交通の便が悪いなど不便である」 が２ 件

と なっ ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資 料 編 
企業・ 団体アンケート 調査結果 

79 

8件 6件 3件 0件全体（n=17）

知っていて、参加している 参加はしていないが、知っている

知らない 不明・無回答

9件 4件 1件 3件 0件全体（n=17）

参加しているメンバーがいる

参加はしていないが、事業を知っているメンバーがいる

だれも事業のことを知らない

分からない

不明・無回答

 第３ 次健幸都市ウェ ルネスシティ 宇陀市構想について  

 

◆「 健康ポイ ント 事業」 の認知状況について（ ○は１ つ）  

「 健康ポイ ント 事業」 の認知状況についてみると 、「 知っ ていて、 参加し ている」 が８ 件と

最も 多く 、 次いで「 参加はし ていないが、 知っ ている」 が６ 件、「 知ら ない」 が３ 件と なっ て

います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆健康ポイ ント 事業を 知っ ている、 参加し ているメ ンバーはいるかについて 

（ ○は１ つ）  

健康ポイ ント 事業を知っ ている、 参加し ているメ ンバーはいるかについてみると 、「 参加し

ているメ ンバーがいる」 が９ 件と 最も 多く 、 次いで「 参加はし ていないが、 事業を知っ てい

るメ ンバーがいる」 が４ 件、「 分から ない」 が３ 件と なっ ています。  
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8件 3件 4件 2件
0件

0件
全体（n=17）

興味を持った やや興味をもった

どちらともいえない あまり興味を持たなかった

興味を持たなかった 不明・無回答

◆宇陀市では、 今後、 健康に関する正し い知識などを身近な人に伝える健康の伝道師

である 「 健康イ ンフ ルエンサー（ 仮称） 」 を 育成し 、 生活の中で家族や近所の人、

職場の人など身近な人に「 口コ ミ 」 で健康情報を発信し ていただき 、 健康づく り の

輪を 広げていく 取組を 検討し ています。  

健康イ ンフ ルエンサー（ 仮称） の活動について思う こ と （ ○は１ つ）  

健康イ ンフ ルエンサー（ 仮称） の活動について思う こ と についてみると 、「 興味を持っ た」

が８ 件と 最も 多く 、 次いで「 どちら と も いえない」 が４ 件、「 やや興味をも っ た」 が３ 件と な

っ ています。  
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用語解説 

 

【 アルフ ァ ベッ ト 】  

Ｃ Ｏ Ｐ Ｄ （ 慢性閉塞性肺疾患）  

たばこ の煙などにより 長期にわたる肺へのダメ ージが原因と なり 、 肺に炎症がおき 、 呼

吸に支障をき たす疾患。 慢性気管支炎と 肺気腫を総称し た語。  

 

Ｄ Ｘ  

高速イ ンタ ーネッ ト やク ラ ウド サービス、 人工知能（ AI ） などの I CT（ 情報通信技術） に

よっ てビジネスや生活の質を高めていく こ と 。 スウェ ーデンのウメ オ大学のエリ ッ ク ・ ス

ト ルタ ーマン氏ら が 2004 年に提唱し たと さ れる。企業では I CT を活用し たビジネスモデル

の変革や、 それに伴う 業務、 組織、 企業文化などの変革も さ す。  

 

Ｇ Ｐ Ｓ  

  日本語では「 全地球測位システム」 と いう 。GPSを使用すると 地球の周り をまわっ ている

人工衛星と の位置関係によっ て自分の位置を知るこ と ができ る。 また、 目標地点を GPS に

設定すればそこ までの距離や方向を計測し 最短距離を知るこ と ができ る。  

 

Ｓ Ｄ Ｇ ｓ  

  2015 年９ 月に国連で採択さ れた「 持続可能な開発目標」。「 誰一人取り 残さ ない」 と いう

理念のも と 、「 世界の貧困を なく す」「 持続可能な世界を実現する」 こ と をめざし ている。

2030 年を達成期限と する 17 のゴール、169 のタ ーゲッ ト 及びその進展を評価するための指

針を持つ包括的な目標。  

 

Ｓ ＷＣ （ スマート ウェ ルネスコ ミ ュ ニティ ） 協議会 

従来の健康・ 医療に関するアプローチのみなら ず、 まちづく り 、 スポーツなど多様な要

因に目を向け、産官学の幅広い叡智を集めて課題解決する組織と し て 2015年に設立さ れた。

健康づく り 無関心層を半減さ せるこ と を 目標に、 テーマごと の切り 口により 、 有効施策を

調査研究し 政策提言につなげる諸活動を行っ ている。  

 

【 あ行】  

いき いき 百歳体操 

  高齢者ができ る限り 要介護状態に陥るこ と なく 、 健康でいき いき と し た生活を送るこ と

ができ るよう に支援するこ と をめざし た体操であり 、 高知県高知市で開発さ れた。  
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移動診療車 

大宇陀地域で開業医の閉院が相次いでおり 、 医療が希薄な地域への医療提供のため、 今

後、 他の地域でも 同様のケースが生じ たと き にも 対応でき る移動可能な診療体制と し て導

入さ れた。 診療車には X 線撮影装置や超音波診断装置などの医療機器が搭載さ れ、 通常の

診療所と 変わら ない診療が可能と なっ ている。  

 

宇陀けあネッ ト  

市民の医療・ 介護情報について、 病院、 医科・ 歯科診療所、 訪問看護、 薬局、 介護サービ

ス事業所などにおいて共有するこ と で、 より よい医療・ 介護を提供するためのネッ ト ワー

ク 。  

 

【 か行】  

関係人口 

移住し た「 定住人口」 でも なく 、 観光などに来た「 交流人口」 でも ない、 地域と 多様に関

わる人々をさ す用語。 地域内にルーツがある人や、 過去に居住や勤務し たこ と がある人、

何度も 行き 来する人などがこ れにあたる。 地方では特に人口減少や高齢化が問題と なっ て

おり 、 関係人口が地域づく り の担い手と し て活躍するこ と に地元の人々の期待が寄せら れ

ている。  

 

ゲート キーパー 

  自殺の危険を示すサイ ンを見逃さ ず、 適切な対応をする役割を果たす人のこ と 。 地域や

職場などで悩んでいる人に声をかけて話を聞き 、 専門機関で必要な支援が受けら れるよう

に勧めたり 、 その後の経過を見守っ たり する。  

 

健康寿命 

  ある健康状態で生活するこ と が期待さ れる平均期間を表す指標で、WHOが提唱し たも の。

平均寿命から 寝たき り や認知症などの介護状態の期間を差し 引いた期間。  

 

合計特殊出生率 

  １ 人の女性が生涯に生むこ と が見込まれる子ども の数を示す指標。 年齢ごと に区分さ れ

た女子人口に対する出生数の比率を年齢別出生率と いい、合計特殊出生率は 15～49 歳の年

齢別出生率の合計。  
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交流人口 

  その地域に訪れる人々のこ と 。 その地域に住んでいる人（ 定住人口） に対する概念。 そ

の地域を訪れる目的と し ては、 通勤・ 通学、 買い物、 文化鑑賞・ 創造、 学習、 習い事、 スポ

ーツ、 観光、 レジャ ーなどがあげら れる。  

 

子育て世代包括支援センタ ー 

すべての妊産婦、 乳幼児と その保護者を 対象に、 妊娠期から 子育て期まで切れ目なく 、

様々な相談に応じ 支援を提供する。 保健・ 医療・ 福祉・ 教育など、 居住地域の関係機関が連

携、 また必要に応じ て、 個別に支援プラ ンを作成し て継続的な相談に応じ る。  

 

子ども 家庭総合支援拠点 

  児童福祉法に基づく 、 すべての子ども と その家庭( 妊産婦などを含む) を対象に、 相談全

般から 専門的な支援までを行う 拠点。  

 

【 さ 行】  

在宅タ ーミ ナルケア加算 

  余命の少ない人へ必要な医療提供体制を整えて、 医療的ケアを行っ た際に算定でき る加

算。  

 

シームレ ス 

も と も と は「 縫い目のない」「 継ぎ目のない」 と いう 意味の英語。 こ の意味から 転じ て複

数のサービス間のバリ アを と り 除き 、 容易に複数のサービスを利用するこ と ができ るこ と

をさ す。  

 

食育 

「 食べる」 と いう 面から の「 食事」 や「 食材」 のこ と だけでなく 、 食物をバラ ンスよく 食

べるための様々な知識を身につけるこ と 、 食品の選び方を 学ぶこ と 、 また食堂（ ダイ ニン

グルーム）、 食卓、 食器、 食具などの食事の環境、 そし てそれら を計画するこ と などと いっ

た「 食の周辺」 のこ と や食文化を 育み伝えていく こ と 、 さ ら に新し い食文化の創造など広

い視野で「 食」 について学んだり 、 考えたり するこ と をさ す。  
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【 た行】  

地方創生 

  人口減、東京一極集中、都市と 地方の経済格差に歯止めをかけ、地方を活性化するこ と 。  

 

デジタ ルツール 

  デジタ ル技術を活用し てアナログな業務を デジタ ル化し 、 業務の改善・ 効率化や売り 上

げ拡大、 コ スト の削減などを図るためのツール。  

 

デバイ ス 

  装置や機械のこ と 。 特定の機能を持つ道具を英語でデバイ スと いい、 転じ て電子部品や

パソ コ ンの周辺機器、 スマート フ ォ ンのよう に単体で機能を持つ電子機器や端末を総称し

て呼ぶよう になっ た。  

 

【 は行】  

標準化死亡比（ Ｓ ＭＲ ）  

基準死亡率（ 人口 10 万対の死亡数） を対象地域にあてはめた場合に、 計算により 求めら

れる期待（ 予想） 死亡数と 実際の死亡数と を比較するも の。 国の平均を 100 と し て算出さ

れる。  

 

フ レイ ル（ オーラ ルフ レ イ ル）  

  「 加齢により 心身が老い衰えた状態」 であり 、 いわゆる「 虚弱」 のこ と をいう 。 フ レイ ル

は、 早く 介入し て対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性がある。 高齢者のフ レイ ルは

生活の質を落と すだけでなく 、 様々な合併症も 引き 起こ す危険がある。 オーラ ルフ レイ ル

は、 口腔の虚弱を表す言葉で、 主に口まわり の筋力が衰えるこ と により 、 滑舌や食の機能

が低下するこ と を表す。  

 

ヘルスリ テラ シー 

健康に関する情報を入手し 、 理解し 、 効果的に活用するための個人的能力のレベルのこ

と 。 世の中に溢れる健康情報の中から 自分が正し いと 思う も のを 取捨選択し 、 意思決定を

し ていく こ と で、 生涯を通し て QOL を維持・ 向上さ せるこ と ができ る。  
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歩
ポ

ジティ ブさ ん（ 健幸アンバサダー）  

 宇陀市版健幸アンバサダーの愛称。 市民だけでなく 、 企業の方々にも 参加いただく こ と

を考えており 、 企業版については「 働く 歩
ポ

ジティ ブさ ん」 と いう 。 健幸アンバサダーは、

健康に関する正し い知識などを身近な人に伝える健康の伝道師。 生活の中で家族や近所の

人、 職場の人などに健康情報を「 心に届く 情報と し て」 伝え、 健康づく り の輪を広げてい

く 。  

 

【 ら 行】  

レ スパイ ト  

  一時的中断、 休息、 息抜き を意味する英語。 在宅で介護をする家族などの介護者を癒や

すために、 一時的にケアを代替し 、 リ フ レッ シュ を図っ ても ら う 家族支援サービスを「 レ

スパイ ト ケア」 と いう 。  
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