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対
象
者
の
健
康
を
守
る
た
め
に
行
わ
れ
る

「
保
健
指
導
」。
効
果
的
な
指
導
の
た
め
に

は
、
保
健
ス
タ
ッ
フ
自
身
が
、
実
施
し
て
い

る
健
診
の
意
図
、
保
健
指
導
の
目
的
を
十

分
理
解
し
た
う
え
で
臨
む
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、行
動
変
容
の
た
め
の
理
論
や
モ

デ
ル
の
活
用
、
健
診
デ
ー
タ
と
対
象
者
の

生
活
を
結
び
付
け
て
考
え
、
説
明
す
る
力

量
も
求
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
効
果
的
と
さ
れ
る
保
健
指

導
理
論
や
指
導
モ
デ
ル
、
保
健
指
導
効
果

の
検
証
に
関
す
る
研
究
結
果
な
ど
を
通
し

て
、
効
果
的
な
保
健
指
導
の
あ
り
方
を
提

示
し
て
い
く
。

健
診
と
保
健
指
導
の
関
係

　
わ
が
国
は
現
在
、少
子
超
高
齢
社
会
に

突
入
し
、１
０
０
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
が

年
々
増
加
し
て
い
る
。い
か
に
社
会
保
障
関

連
経
費
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

医
療
需
要
と
提
供
体
制
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

り
な
が
ら
、国
民
の
幸
せ
を
実
現
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
か
。世
界
で
初
め
て
の
社
会
実

験
と
も
い
え
る
わ
が
国
の
人
口
構
成
は
、少

な
く
と
も
、40
年
以
上
継
続
す
る
こ
と
が
見

込
ま
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
中
、国
民
の
健

康
寿
命
の
延
伸
は
、わ
が
国
に
お
け
る
喫
緊

の
課
題
で
あ
り
、そ
の
達
成
の
た
め
に
、

２
０
０
８（
平
成
20
）年
以
降
、実
施
根
拠

の
異
な
る
健
診
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
を

越
え
て
、横
断
的
に
健
診・保
健
指
導
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。す
べて
の
国
民
が

統
一
的
に
、1
年
に
1
回
健
診
を
受
診
し
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
保
健
指
導
を
受
け

る
機
会
が
享
受
で
き
、さ
ら
に
は
、そ
の
履

歴
を
治
療
内
容
と
併
せ
て
統
一
的
に
管
理

で
き
る
よ
う
、「
健
康
増
進
事
業
実
施
者
に

対
す
る
健
康
診
査
の
実
施
等
に
関
す
る
指
針

（
一
部
改
正
、令
和
２
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
37
号
）」に
よ
り
、制
度
間
で
の
調
整
が
行

わ
れ
て
い
る
。こ
う
し
た
取
り
組
み
は
海
外

に
も
例
が
な
い
。

　

特
に
、共
済
組
合
、健
康
保
険
組
合
、協

会
け
ん
ぽ
等
に
加
入
す
る
働
き
盛
り
世
代

に
お
い
て
は
、労
働
安
全
衛
生
法（
以
下
、

「
安
衛
法
」）第
66
条
に
基
づ
く
従
来
の
健

康
診
断・保
健
指
導
と
、医
療
保
険
者
に
よ

る
健
診︹
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律（
以
下
、「
高
確
法
」）第
20
条
に
基
づ

く「
特
定
健
診
」︺が
同
時
実
施
さ
れ
る
場

合
が
増
え
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
こ
う
し

た
同
時
実
施
の
状
況
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
法
が

予
定
し
て
い
る
健
診
の
目
的
を
曖
昧
に
し

た
ま
ま
、健
診
事
業
を
進
め
る
現
場
を
増

加
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
安
衛
法
は
そ
も
そ
も
、「
労
働
災
害
の
防

止
」を
目
標
と
し
て
、「
労
働
者
の
安
全
と

健
康
の
確
保
」（
安
衛
法
第
1
条
）の
実
現

を
め
ざ
し
て
お
り
、健
康
診
断
は
労
働
者
が

そ
の
労
働
に
起
因
し
て
被
災
し
な
い
、あ
る

い
は
健
康
状
態
を
悪
化
さ
せ
る
恐
れ
が
あ

る
職
に
就
か
せ
な
い
た
め
に
、事
業
者
が
講

ず
べ
き
措
置
と
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、作
業
所
が
暗
所
や
大
き
な
段
差

職
員
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
た
め
の
健
康
診
断
、
必
要
に
応
じ
て
介
入
す
る
保
健
指
導
は
、
生
活
習
慣
病
の
重
症
化
や
脳
・
心
臓
疾
患
な
ど
の
発
症
を
防
い
だ
り
、
就
業
上
の
措
置
を

講
じ
た
り
す
る
た
め
の
重
要
な
取
り
組
み
で
あ
る
。
ま
た
、
退
職
後
の
健
康
寿
命
の
延
伸
に
も
寄
与
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
健
診
、
保
健
指
導
の
効
果
が
上
が
ら
ず

に
悩
む
職
域
保
健
ス
タ
ッ
フ
は
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
、
健
診
・
保
健
指
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
見
直
し
て
み
た
い
。

今
、
改
め
て
見
直
す

健
診
・
保
健
指
導
の
あ
り
方

特
集

重
症
化
予
防
を
見
据
え

効
果
的
な
保
健
指
導
を
実
施
す
る
に
は

総
論
保
健
指
導
理
論・指
導
モ
デ
ル
、

効
果
の
検
証
に
関
す
る
研
究
か
ら

1
大
阪
大
学
大
学
院
医
学
系
研
究
科
公
衆
衛
生
学
　
招
へ
い
准
教
授

野
口 
緑



地方公務員 安全と健康 フォーラム 2020.45

Profile

のぐち・みどり
1986年尼崎市役所入所。
2000年より総務局職員部で
職員を対象に、2005年より市
民局（現 市民協働局）市民サー
ビス室で市民を対象に、保健指
導を中心とした生活習慣病対
策に取り組む。2015年ヘルス
アップ戦略担当部長に就任。厚
生労働省標準的な健診・保健
指導あり方検討会構成員など
を歴任。現在、大阪大学大学院
医学系研究科公衆衛生学招へ
い准教授 兼 尼崎市企画財政
局部長。日本肥満学会理事、日
本肥満症予防協会理事。

Special Issue

が
あ
る
場
所
で
の
作
業
で
、労
働
災
害
に
遭

う
恐
れ
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
著
し
い

視
力
障
害
を
持
つ
者
で
あ
り
、そ
う
し
た
労

働
災
害
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、健
康
診
断

で
は
視
力
検
査
を
実
施
し
、適
切
な
作
業

場
所
へ
の
配
置
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。ま
た
、

高
血
圧
や
糖
尿
病
な
ど
、労
働
負
荷
に
よ
る

脳
心
血
管
疾
患
の
発
症
を
予
見
で
き
る
場

合
は
、保
健
指
導
な
ど
、事
業
者
が
そ
の
改

善
に
向
け
た
措
置
を
講
じ
る
こ
と
も
明
記

さ
れ
て
い
る（
安
衛
法
第
66
条
の
７
）。

　
一
方
、高
確
法
に
基
づ
く
特
定
健
診
は
、

医
療
費
が
高
額
に
な
る
脳
心
血
管
疾
患
や

糖
尿
病
合
併
症
を
で
き
る
だ
け
予
防
し
、

医
療
保
険
加
入
者
の
健
康
寿
命
の
延
伸
を

図
る
こ
と
で
、結
果
と
し
て
、医
療
費
を
適

正
化（
※
）す
る
こ
と
が
目
的（
高
確
法
第

1
条
）で
あ
る
。そ
し
て
、国
民
も
自
ら
の
加

齢
に
伴
う
変
化
を
自
覚
し
て
、健
康
増
進
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
高
確
法
第
2

条
）と
い
う
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
特
徴
を
、誤
解
を
恐
れ
ず
大
胆

に
ま
と
め
る
と
、い
ず
れ
の
健
診
も
個
人
の

健
康
を
守
る
と
い
う
側
面
は
あ
る
も
の
の
、

安
衛
法
は
事
業
主
が
安
全
配
慮
を
行
う
た

め
の
情
報
収
集
と
措
置
の
検
討
を
目
的
と

し
た
健
康
診
断
で
あ
る
一
方
、高
確
法
で
は

国
民
が
健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
自
助

努
力
を
促
す
た
め
に
行
う
健
診
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
お
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
が

大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、安
衛

法
に
基
づ
く
健
診
結
果
は「
要
医
療
」「
要

観
察
」「
異
常
な
し
」と
いっ
た
医
師
に
よ
る

判
定
が
行
わ
れ
、必
要
に
応
じ
て
講
ず
べ
き

措
置
に
関
し
て
産
業
医
か
ら
の
指
示
を
伴

う
。一
方
、特
定
健
診
で
は
、判
定
で
は
な

く
、腹
囲
周
囲
長
や
Ｂ
Ｍ
Ｉ
、血
圧
測
定
、

血
液
検
査
の
結
果
値
か
ら
、脳
心
血
管
疾

患
等
の
リ
ス
ク
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
し
、リ
ス

ク
の
程
度
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
特
定
保
健
指

導
の
強
度
別
に「
情
報
提
供
」「
動
機
付
け

支
援
」「
積
極
的
支
援
」に
区
分
し
、継
続

的
に
、か
つ
本
人
の
行
動
の
変
化
を
支
援
す

る
と
い
う
観
点
で
保
健
指
導
介
入
が
行
わ

れ
る
。

健
診
意
図
を
踏
ま
え
た
指
導
を

　
こ
う
し
た
制
度
の
違
い
か
ら
健
診
と
保

健
指
導
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、表
1
の
よ

う
に
な
る
。安
衛
法
に
よ
る
健
診
の
結
果
は
、

項
目
ご
と
に「
良
い
」「
悪
い
」、つ
ま
り
、病

気
か
病
気
で
な
い
か
を
個
別
項
目
ご
と
に

判
定
し
、保
健
指
導
で
は
そ
う
し
た
結
果
を

本
人
に
伝
え
、取
る
べ
き
行
動
を
提
示
す
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、高
確
法
に
よ

る
保
健
指
導
で
は
、対
象
者
自
身
が
検
査

結
果
を
理
解
し
、自
ら
行
動
を
起
こ
し
た
く

な
る
よ
う
に
伝
え
る
保
健
指
導
を
め
ざ
そ

う
と
し
て
い
る
点
が
異
な
る
。産
業
保
健
ス

タ
ッ
フ
は
、こ
う
し
た
健
診
意
図
の
違
い
を

十
分
理
解
し
た
う
え
で
、健
診
事
後
指
導

対
象
者
の
選
定
を
行
う
と
と
も
に
、目
的
に

沿
って
健
診
結
果
を
評
価
し
、優
先
的
な
面

談
対
象
者
や
面
談
内
容
、効
果
的
な
面
談

担
当
職
種
を
吟
味
し
て
臨
む
必
要
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、重
症
な
高
血
圧
の
職
員
に
対

す
る
事
後
指
導
を
考
え
て
み
る
と
、安
衛
法

の
観
点
か
ら
は
、医
師
に
よ
る
判
定
と
、労

災
を
防
止
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
措
置

が
必
要
か
を
、健
診
結
果
か
ら
明
確
に
伝
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、高
確
法
の
観
点
か
ら
は
、健
診
結

果
か
ら
自
ら
の
体
で
起
こ
っ
て
い
る
血
管
障

害
や
代
謝
障
害
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
、将
来
ど

の
よ
う
な
健
康
障
害
を
引
き
起
こ
す
可
能

性
が
あ
る
か
の
実
感
を
通
じ
て
、本
人
自
身

が
取
る
べ
き
行
動
を
選
択
で
き
る
よ
う
伝
え

る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら一般
的
に
は
、そ
の
違
い
を
あ

ま
り
意
識
せ
ず
に
従
来
ど
お
り
の
保
健
指

導
の
方
法
と
し
て
、「
こ
の
ま
ま
放
置
す
る

と
脳
卒
中
の
発
症
の
危
険
性
が
高
い
か
ら
、

病
院
に
か
か
る
よ
う
に
」と
い
っ
た
疾
患
管

理
に
関
す
る
助
言
を
医
師
が
行
い
、保
健
師

か
ら
は
減
塩
や
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の

望
ま
し
い
生
活
習
慣
に
関
す
る
助
言
、加
え

特定健診・特定保健指導 安衛法に基づく健康診断・
保健指導

健診・保健指導
の関係

保健指導を必要とするも
のを抽出する健診 健診に付加した保健指導

目的 早期介入・行動変容
生活習慣の改善 労働災害の予防措置

方法・内容の特徴
体のメカニズムと生活習
慣との関係を理解し、自ら
行動選択するのを支援

個別疾患への対処、行動
の指示

保健指導対象者
健診受診者全員
リスクに基づく保健指導の
必要性に応じた階層化

医師等の指示により、措置
を講ずべき対象者

表１　健診と保健指導の関係比較

（厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」をもとに筆者作成）

（
※
）予
防
可
能
な
疾
患
の
発
症
を
防
ぐ
こ
と
で
高
額
な
医

療
費
を
要
し
な
い
状
態
に
す
る
と
い
う
意
で
使
わ
れ
る
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て
、職
務
上
の
悩
み
事
に
関
す
る
相
談
が
行

わ
れ
、さ
ら
に
管
理
栄
養
士
か
ら
は
、具
体

的
な
献
立
に
関
す
る
助
言
が
行
わ
れ
る
と

いっ
た
、職
種
分
業
に
よ
る
対
応
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
。こ
の
よ
う

な
保
健
指
導
で
は
、そ
の
内
容
が
一
般
的
抽

象
的
に
な
り
や
す
く
、「
参
考
に
な
る
あ
り

が
た
い
ア
ド
バ
イ
ス
」と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

行
動
を
起
こ
し
て
も
ら
わ
な
い
と
困
る
と

いっ
た
事
業
主
の
意
図（
安
衛
法
）も
、主
体

的
に
自
ら
の
健
康
状
態
を
理
解
し
て
、新
た

な
行
動
を
選
択
し
て
も
ら
う（
高
確
法
）と

い
う
目
的
も
達
成
し
な
い
。

　

保
健
指
導
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と

は
、「
何
の
た
め
に
、ど
の
よ
う
な
目
的
で
保

健
指
導
を
行
う
の
か
」と
い
う
意
図
で
あ
り
、

そ
う
し
た
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た

め
の
保
健
指
導
の
展
開
と
は
ど
う
い
う
も
の

で
あ
る
か
を
、産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
が
明
確

に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、成
果
を
上
げ
る

た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
な
る
。

健
康
行
動
化
の
た
め
の	

既
存
の
理
論・モ
デ
ル

　

効
果
的
な
保
健
指
導
に
も
う
一
つ
重
要

な
こ
と
は
、保
健
指
導
の
展
開
に
用
い
る
考

え
方
、つ
ま
り
行
動
化
の
た
め
に
ど
の
よ
う

な
理
論
や
モ
デ
ル
を
用
い
る
か
で
あ
る
。保

健
師
な
ど
、保
健
指
導
実
施
者
か
ら
は
一

般
的
に
、「
保
健
指
導
の
方
法
は
、対
象
者

の
背
景
や
健
康
課
題
、さ
ら
に
保
健
指
導

実
施
者
の
ス
キ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
」

と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ

る
。し
か
し
そ
の
一
方
で
、さ
ま
ざ
ま
な
理

論
や
モ
デ
ル
を
用
い
た
保
健
指
導
効
果
に

関
す
る
研
究
も
多
く
な
さ
れ
、報
告
さ
れ
て

い
る
。こ
れ
ら
の
う
ち
、よ
り
効
果
的
だ
と
さ

れ
る
保
健
指
導
理
論
や
指
導
モ
デ
ル
を
参

考
に
す
る
こ
と
で
、よ
り
効
率
的
、効
果
的

な
保
健
指
導
の
実
現
が
容
易
に
な
る
。

　

健
康
行
動
化
を
促
す
た
め
の
ア
プ
ロ
ー

チ
理
論
の
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、中

で
も
、ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ
テ
ィ
カ
ル
モ
デ
ル

（T
ranstheoretical M

odel

）、ヘ
ル
ス

ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル（H

ealth
 b

elief 
M

odel
）、合
理
的
行
動
理
論
か
ら
発
展
し

た
統
合
的
行
動
モ
デ
ル（Integrated 
behavior M

odel
）が
代
表
的
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
産
業
保
健
の
場
で
良
く
用
い
ら
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ

テ
ィ
カ
ル
モ
デ
ル
と
ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ
テ
ィ
カ
ル
モ
デ
ル

（Prochaska, 1979

）は
、そ
の
構
成
要

素
の
一
部
で
あ
る「
行
動
変
容
ス
テ
ー
ジ
モ

デ
ル
」が
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、そ
の
特
徴

は
、時
間
的
経
過
を
追
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を

継
続
さ
せ
る
点
で
あ
る
。こ
の
モ
デ
ル
で
は
、

減
量
や
減
塩
な
ど
、起
こ
す
べ
き
行
動
に
対

す
る
心
理
的
ス
テ
ー
ジ（
無
関
心
期
→
関
心

期
→
準
備
期
→
実
行
期
→
維
持
期
）が
前

進
、あ
る
い
は
後
進
し
、同
時
に
、各
ス
テ
ー

ジ
で
は
特
徴
的
な
心
理
的
変
容
が
起
こ
る

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、そ
う
し
た
心
理
的
変

容
を
起
こ
す
よ
う
、対
象
者
に
疾
病
の
知
識

を
提
供
し
た
り
、行
動
を
起
こ
す
自
分
や
起

こ
さ
な
い
自
分
に
対
す
る
自
己
イ
メ
ー
ジ
を

評
価
す
る
よ
う
促
し
た
り
し
な
が
ら
、次
の

ス
テ
ー
ジ
に
進
ま
せ
る
と
い
う
心
理
学
的
ア

プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
し
て
い
る（
表
2
）。現
行

の
特
定
保
健
指
導
も
、動
機
付
け
支
援
、積

極
的
支
援
は
3
カ
月
間
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

期
間
を
要
件
と
し
、保
健
指
導
へ
の
関
心
の

有
無
を
特
定
健
診
時
の
質
問
票
で
確
認
す

る
な
ど
、ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ
テ
ィ
カ
ル
モ
デ
ル

の
理
論
を
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ
テ
ィ
カ
ル

モ
デ
ル
で
は
、ス
テ
ー
ジ
の
評
価
と
ス
テ
ー
ジ

に
合
致
し
た
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
最

も
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
般
的

に
は
、「
無
関
心
だ
か
ら
効
果
が
出
に
く
い

た
め
、保
健
指
導
を
後
回
し
に
」「
重
症
者

な
の
に
無
関
心
期
で
あ
る
困
難
例
だ
」な
ど

と
、保
健
指
導
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
や
困
難

度
の
判
定
に
使
用
さ
れ
る
例
が
散
見
さ
れ

る
。こ
れ
は
ト
ラ
ン
ス
セ
オ
レ
テ
ィ
カ
ル
モ
デ

ル
が
想
定
し
て
い
る
の
と
は
異
な
る
用
い
方

で
あ
る
た
め
、十
分
な
効
果
に
つ
な
が
って
い

な
い
こ
と
が
多
い
。脳
心
血
管
疾
患
や
糖
尿

病
等
の
ハ
イ
リ
ス
ク
者
は
、ど
の
ス
テ
ー
ジ
で

ステージ 変容プロセス
processes of change

ステージを進む際に
実行される行動

関心期

意識向上（意識高揚）
consciousness raising

不健康な行動の理由や行動がも
たらす結果について、知識を提供
し、認識を高める

感情体験
dramatic relief

不健康な行動に対するネガティ
ブ感情や健康行動に対するポジ
ティブ感情を高め、健康行動への
動機を高める

環境の再評価
environmental
reevaluation

不健康な行動の有無が周辺（人
や物）に与える影響を認知的・感
情的再評価

準備期 自己再評価
self-reevaluation

不健康な行動を行う自分、行わ
ない自分の自己イメージを認知
的・感情的再評価

実行期 自己解放
self-liberation

自分は変われるという自信をも
ち、公約する

維持期

援助関係
helping relationship

行動変容のための精神的、物理
的サポートを他の人から得る

社会的解放
social liberation

健康増進行動を起こしやすい社
会的機会や選択肢を増やす

逆条件付け
counter conditioning

不健康な行動の代わりになる健
康的な行動について学ぶ

刺激コントロール
stimulus control

不健康な行動の誘発トリガーを
除去、または健康的な行動を促
すものを加える

強化マネジメント
reinforcement management

行動を自分自身で賞賛、または
他から認めてもらう

（出所；Prochaska et al. 2015をもとに筆者作成）

表2　トランスセオレティカルモデルの構成概念の整理
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あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、放
置
す
る
期
間
が

長
期
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
血
管
障
害
が
進

行
す
る
た
め
、保
健
指
導
を
後
回
し
に
は
で

き
な
い
が
、誰
も
が
均
一
的
な
効
果
を
上
げ

る
た
め
に
は
一
定
の
心
理
学
的
介
入
ス
キ
ル

を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル

（Rosenstock,I.M
, 1960

）は
、行
動
変

容
を
起
こ
す
た
め
に
保
健
指
導
を
通
じ
て
、

次
の
6
つ
の
認
識
に
働
き
か
け
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。具
体
的
に
は
、①
病
気
や
何
ら

か
の
不
健
康
な
状
態
に
陥
る
可
能
性
を
認

識
す
る「
罹
患
可
能
感（P

erceived 
susceptibility 

）」、②
放
置
す
る
こ
と
に

よ
る「
重
大
性
、深
刻
感（Perceived 

severity

）」、③
推
奨
さ
れ
た
行
動
で
得

ら
れ
る
「
利
益
感
（P

e
rc

e
iv

e
d 

benefits

）」、さ
ら
に
、④
行
動
の
障
壁
と

な
る
も
の
や
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
悪
い
結

果
が
生
じ
る
可
能
性
の
認
識
で
あ
る「
障
害

感（Perceived barriers

）」 

、⑤
内
的

（
自
覚
症
状
な
ど
）及
び
外
的（
メ
デ
ィ
ア
情

報
や
身
近
な
人
の
罹
患
、信
頼
の
あ
る
人
か

ら
の
勧
め
な
ど
）な
出
来
事
に
よ
る「
行
動

の
き
っ
か
け（C

ue to action

）」、そ
し
て
、

⑥「
自
己
効
力
感（Self-efficacy

）」の

6
つ
で
、こ
れ
ら
を
①
か
ら
順
に
展
開
し
て

い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。こ
の
ヘ
ル
ス
ビ

リ
ー
フ
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、構
成
概
念
と
そ
の

後
の
行
動
と
の
相
関
関
係
を
評
価
す
る
メ

タ
分
析
の
研
究（C

arp
en

ter C
J, 

2010

）に
よ
る
と
、そ
の
後
の
行
動
の
予
測

力
が
最
も
強
い
の
は
、「
障
害
感
」だ
と
報

告
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、新
た
な
行
動

を
起
こ
す
こ
と
へ
の
障
害
感
を
で
き
る
だ
け

減
ら
す
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
効
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
研
究
対
象
は
、禁
煙
や
違
法
薬
物

な
ど
、具
体
的
な
健
康
課
題
が
認
識
さ
れ

や
す
い
も
の
が
多
く
、生
活
習
慣
病
の
よ
う

な
自
覚
症
状
を
伴
わ
ず
、健
康
課
題
を
認

識
し
に
く
い
疾
病
の
発
症
予
防
や
重
症
化

予
防
に
お
い
て
は
、む
し
ろ「
罹
患
可
能
感
」

と「
重
大
性
、深
刻
感
」の
認
識
に
重
点
を

置
く
の
が
最
も
効
果
的
で
あ
る
と
筆
者
は

考
え
て
い
る
。そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、生

活
習
慣
病
重
症
化
予
防
の
た
め
の
保
健
指

導
効
果
の
検
証
に
関
す
る
研
究（
Ｊ
―Ｈ
Ａ

Ｒ
Ｐ
研
究
）の
結
果
で
あ
る
が
、次
に
、こ
の

Ｊ
―Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ
研
究
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

重
症
化
ハ
イ
リ
ス
ク
者
へ
の	

効
果
的
な
保
健
指
導
─	

Ｊ
―Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ
研
究
結
果
か
ら

　

健
診
時
に
発
見
さ
れ
た
Ⅱ
度
以
上
の
高

血
圧
や
Ｈ
ｂ
Ａ
１ｃ
8.4
％
以
上
な
ど
の
重
症

化
ハ
イ
リ
ス
ク
者
の
1
年
後
の
受
療
状
況

を
追
跡
し
、分
析
し
た
報
告（
武
藤
ら
、

２
０
１
８
）に
よ
る
と
、重
症
化
ハ
イ
リ
ス
ク

者
群
の
1
年
後
の
受
療
率
は
33
％
に
と
ど

ま
って
い
る
。こ
う
し
た
重
症
化
ハ
イ
リ
ス
ク

者
に
と
っ
て
、そ
の
リ
ス
ク
因
子
の
放
置
は

脳
心
血
管
疾
患
の
発
症
に
直
結
す
る
た
め
、

最
も
重
要
な
行
動
変
容
は「
受
療
」で
あ
る
。

前
述
の
報
告
は
、保
健
指
導
に
お
い
て
単
に
、

「
こ
の
ま
ま
で
は
危
険
な
の
で
病
院
に
行
っ

て
く
だ
さ
い
」と
い
っ
て
も
行
動
は
喚
起
さ

れ
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。こ
う
し
た
中
、

脳
心
血
管
疾
患
の
予
防
を
目
的
に

２
０
１
４
年
か
ら
２
０
１
６
年
ま
で
の
間
に

実
施
さ
れ
た
、保
健
指
導
介
入
効
果
の
検

証
の
た
め
の
大
規
模
臨
床
試
験
が
Ｊ
―Ｈ
Ａ

Ｒ
Ｐ
研
究
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
全
国
43
の
自
治
体
を
対
象
に
、

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
診
（
集
団
健
診

で
実
施
さ
れ
た
も
の
）に
よ
り
把
握
さ
れ
た

40
〜
74
歳
（
男
女
）の
重
症
化
ハ
イ
リ
ス
ク

者
（
図
1
※
参
照
）
で
、
か
つ
該
当
リ
ス
ク

項
目
に
関
し
て
、
医
療
機
関
未
受
療
者
に

対
し
、
受
療
行
動
を
起
こ
し
て
も
ら
う
よ

う
な
保
健
指
導
介
入
を
行
い
、
そ
の
後
の

受
療
率
を
2
群
で
評
価
す
る
研
究
で
あ
る
。

対
象
の
自
治
体
は
、
青
森
か
ら
鹿
児
島
ま

で
全
国
に
わ
た
り
、
自
治
体
を
一
つ
の
ク
ラ

ス
タ
ー
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
理
的
条
件

や
医
師
数
、
国
保
被
保
険
者
数
な
ど
を
も

と
に
マ
ッ
チ
ン
グ
し
、
介
入
群
と
対
照
群
に

割
り
付
け
を
行
っ
た
（
重
症
化
ハ
イ
リ
ス
ク

研究対象自治体

＜介入群＞ ＜対照群＞

重症化ハイリスク者※で
健診受診時に受療していなかった者

重症化ハイリスク者※で
健診受診時に受療していなかった者

受療行動促進モデル
による保健指導 一般的な保健指導比較

（主要評価項目）
（副次的評価項目）

保健指導プログラムの効果の評価
医療機関受療率、生活習慣病・関連アウトカム
医療機関での継続受療率
特定健診の継続受診率
特定健診での生活習慣病関連データ

生活習慣病の重症化・合併症予防

介入自治体
（集団健診による特定健診受診者数が

概ね2,000人以上／自治体）

対照自治体
（集団健診による特定健診受診者数が

概ね2,000人以上／自治体）

特定健診（集団） 特定健診（集団）

図１ 生活習慣病重症化予防のための戦略研究
 研究デザイン

（※）重症化ハイリスク者
◦Ⅱ度以上高血圧　
　（収縮期血圧160mmHg以上あるいは拡張期血圧100mmHg以上）
◦HbA1c（NGSP）7.0%以上
　（HbA1cが欠損の時は空腹時血糖130mg/dL以上、空腹時血糖が欠損の時は

随時血糖180㎎/dL以上）
◦男性のLDL-コレステロール180mg/dL以上
◦尿蛋白2+以上の者
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者
１
５
、７
１
０
名
、
う
ち
、
介
入
群
は

８
、９
９
７
名
、対
照
群
は
６
、７
３
３
名
）。

介
入
群
に
は
わ
れ
わ
れ
が
作
成
し
た
プ
ロ
ト

コ
ル
に
沿
って
、新
た
な「
受
療
行
動
促
進
モ

デ
ル
」に
基
づ
く
保
健
指
導
を
行
っ
て
も
ら

い
、一
方
、対
照
群
に
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の

保
健
指
導
を
行
っ
て
も
ら
う
と
い
う
ラ
ン
ダ

ム
化
比
較
試
験（R

C
T

;random
ized 

controlled trial
）の
デ
ザ
イ
ン
で
実
施

し
た（
７
ペ
ー
ジ
図
1
）。

　
こ
の
結
果
、従
来
型
の
保
健
指
導
に
比
べ

て
、「
受
療
行
動
促
進
モ
デ
ル
」に
よ
る
保
健

指
導
は
、全
対
象
者
の
全
期
間
を
通
じ
た

医
療
機
関
累
積
受
療
率
の
多
変
量
調
整
ハ

ザ
ー
ド
比（
95
％
信
頼
区
間
）は
、１・41（
1

・20
―１・67
）と
41
％
増
加
し
た（
図
2
）。中

で
も
、Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
１
８
０㎎
／

dl
以
上
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、多
変
量
調
整
ハ

ザ
ー
ド
比（
95
％
信
頼
区
間
）は
、１・
59

（
１・32
―１・92
）と
、対
照
群
に
比
べ
て
介

入
群
で
は
59
％
受
療
率
が
増
加
し
た
。ま
た
、

2
カ
年
連
続
健
診
受
診
者
の
分
析
結
果
で

は
、2
カ
年
の
健
診
デ
ー
タ
の
差
は
、介
入

群
が
対
照
群
に
比
べて
有
意
に
減
少
し
て
お

り
、2
年
目
の
服
薬
割
合
も
介
入
群
が
対

照
群
に
比
べて
有
意
に
高
か
っ
た
。

　
こ
の
研
究
で
用
い
た「
受
療
行
動
促
進
モ

デ
ル
」は
、こ
れ
ま
で
兵
庫
県
尼
崎
市
で
実

施
し
て
き
た
保
健
指
導
の
展
開
方
法
に
類

似
し
て
い
る
ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル
の
構

成
要
素
と
展
開
を
も
と
に
発
展
さ
せ
た
も

の
で
あ
る（N

oguchi, 2019

）。中
で
も
、

ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル
の
構
成
要
素
を
大

き
く
2
つ
に
分
け
、ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル

の「
罹
患
可
能
感
」「
重
大
性
・
深
刻
感
」

「
行
動
す
る
こ
と
に
よ
る
利
益
感
」の
3
つ

の
段
階
を「
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」の

段
階
、ヘ
ル
ス
ビ
リ
ー
フ
モ
デ
ル
の「
行
動
す

る
こ
と
に
よ
る
利
益
」「
行
動
す
る
こ
と
に

2：対象群

1：介入群

多変量調整ハザード比（95%信頼区間）：1.41（1.20-1.67）

対象群：44.5（43.2-45.8）%
介入群：58.1（57.0-59.3）%
12カ月時点

対象群　n＝6733
介入群　n＝8977Logrank p <.0001

観察期間（月）
2520151050

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

よ
る
障
害
感
」「
行
動
の
き
っ
か
け
」「
自
己

効
力
感
」を
、「
行
動
変
容
に
向
け
た
具
体

的
支
援
」段
階
と
し
た（
図
３
）。

　
「
受
療
行
動
促
進
モ
デ
ル
」で
は
、前
半
の

「
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、自
ら

の
血
管
や
体
内
で
生
じ
て
い
る
変
化
や
障

害
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
す
る
こ
と
を

目
指
す
。高
血
圧
や
高
血
糖
が
進
ん
で
い
た

と
し
て
も
、自
覚
症
状
は
ほ
ぼ
な
い
た
め
、こ

の
段
階
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
十
分
で
あ
る
と
、

自
ら
の
健
康
課
題
へ
の
認
識
が
深
ま
ら
ず
、

重
症
化
す
る
可
能
性
も
膨
ら
ま
な
い
た
め
、

図4　受療行動促進モデルに応じた保健指導資料の例

Copyright © 2019　Public Health Graduate 
School of Medicine Osaka University, All 
Rights Reserved. 

図2　重症化ハイリスク者全体の医療機関累積受療率の推移

図3　受療行動促進モデル

保
健
指
導
の
展
開

①健診結果から、対象
者が生活習慣病のリ
スクを捉えられるよう
伝える
　(→Susceptibility）

②●重症化したら自分
の身体がどのような
状態になってしまう
のか
　●その変化で、家族な
どにどのような影響
がでるのか
　(→Severity）
　認識・実感できるよう
働きかける

行
動
変
容
に
向
け
た
具
体
的
支
援

③選択すべき行動によって、重症化
を回避できることに気付くように
伝える
　（→Benefits）

④改善のための行動変容をするこ
との障害となるものを具体的に
イメージできるようにする
　（→Barriers）

⑤対象者が行動変容出来ると感じ
られるように、対象者と共に生活
改善の具体的方法を考える
　（→Self-efficacy Trigger to 
take action）

小目的達成による自己効力感の向上、受療行動の継続、生活習慣の改善、特定健診の継続受診

保健指導の準備
①対象者の構造図の理解
②国保データ、レセプト、過去の保健
指導記録などからの情報の分析
③適切な学習教材の選択

保
健
指
導
計
画

認知に影響する背景要因
人口地理学的変数（性、年
齢、居住地など）
心理社会的変数（性格、教育
レベルなど）

身体のメカニズムの理解
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結
果
と
し
て
健
康
行
動
化
へ
の
モ
テ
ィ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
高
ま
ら
な
い
。「
血
圧
が
高
い
で
す

よ
」で
は
な
く
、「
あ
な
た
の
血
圧
は
こ
の
高

さ
ま
で
水
を
上
げ
る
強
さ
と
同
様
」と
説
明

す
る
こ
と
で
、生
じ
て
い
る
現
象
に
つ
い
て
、

脅
し
で
は
な
く
、実
感
を
伴
っ
て
理
解
し
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。そ
の
結
果
、「
血
管

を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
ど
う
し
た
ら
良
い
の

か
？
」と
い
う
自
発
的
な
問
い
が
生
ま
れ
、

健
康
障
害
を
回
避
す
る
た
め
の
具
体
的
な

行
動
の
選
択
肢
を
主
体
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
。多
く
の
保
健
指
導
例
で
行

わ
れ
る「
こ
の
ま
ま
だ
っ
た
ら
危
な
い
か
ら

病
院
に
行
っ
た
方
が
良
い
」と
い
う
ア
ド
バ

イ
ス
は
、「
行
動
に
向
け
た
具
体
的
支
援
」

を
保
健
指
導
者
側
の
問
題
意
識
か
ら
先
に

提
案
し
て
い
る
た
め
、本
人
に
と
っ
て
は
痛

く
も
痒
く
も
な
い
、た
だ
の
情
報
と
し
て
整

理
さ
れ
る
か
、対
象
者
を
受
け
身
に
さ
せ
る

指
示
と
な
って
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。

　
「
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」で
は
資

料
を
用
い
て
視
覚
的
に
理
解
し
て
も
ら
う

こ
と
が
有
効
で
あ
る
が
、抽
象
化
さ
せ
す
ぎ

た
り
、漫
画
で
表
現
し
た
り
、あ
る
い
は
、医

学
用
語
を
極
端
に
避
け
た
り
す
る
こ
と
は
、

逆
に
、具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
や
実
感
を
伴
う

理
解
を
妨
げ
る
。Ｊ
―Ｈ
Ａ
Ｒ
Ｐ
研
究
で
は
、

「
受
療
行
動
促
進
モ
デ
ル
」を
助
け
る
指
導

資
料
と
し
て
、こ
れ
ら
を
留
意
し
た
資
料
を

作
成
し
、介
入
群
に
よ
る
保
健
指
導
に
お
い

て
使
用
し
た（
図
4
）。

　

自
覚
症
状
を
伴
わ
な
い
生
活
習
慣
病
で

あ
って
も
、イ
メ
ー
ジ
や
実
感
を
伴
う
よ
う
な

「
身
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」の
説
明
が

な
さ
れ
れ
ば
、ど
の
よ
う
に「
障
害
感
」を
乗

り
越
え
る
か
、「
行
動
の
き
っ
か
け
」を
ど
の

よ
う
に
つ
け
る
か
、対
象
者
の
生
活
状
況
や

価
値
観
に
合
わ
せ
て
相
談
を
進
め
て
い
く
。

受
療
行
動
を
起
こ
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、

対
象
者
が
受
療
す
る
必
要
性
を
認
識
で
き

れ
ば
、「
受
療
予
定
日
を
い
つ
に
す
る
か
」

「
ど
こ
の
医
療
機
関
に
受
療
す
る
か
」な
ど
、

具
体
的
な
行
動
レ
ベ
ル
ま
で
イ
メ
ー
ジ
し
て

も
ら
う
こ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。

働
き
盛
り
世
代
を
対
象
に
し
た

健
診
、フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
意
味

　
定
年
延
長
が
進
む
中
、40
代
、50
代
の
脳

心
血
管
疾
患
の
リ
ス
ク
管
理
は
、単
に
、労

働
災
害
の
防
止
に
と
ど
ま
ら
ず
、在
職
中
、

退
職
後
の
健
康
障
害
の
予
防
に
大
き
く
寄

与
す
る
。認
知
症
に
お
い
て
は
、中
年
期
の

高
血
圧
、高
血
糖
が
高
齢
期
の
発
症
の
ハ

ザ
ー
ド
比
を
よ
り
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
九

州
大
学
の
久
山
町
研
究
な
ど
の
結
果
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る（N

inom
iya et al, 

2011

）。こ
の
よ
う
に
、働
き
盛
り
世
代
の

健
康
管
理
は
職
員
の
生
涯
に
わ
た
る
Ｑ
Ｏ
Ｌ

（Q
uality of Life

）を
左
右
す
る
こ
と
に

な
る
。

　

海
外
に
も
類
が
な
い
わ
が
国
の
健
診
制

度
に
よ
り
、「
早
期
発
見・早
期
治
療
」に
よ

る
こ
れ
ま
で
の
健
康
管
理
手
法
は
一
定
の

役
割
を
果
た
し
て
き
た
。し
か
し
な
が
ら
、

今
後
も
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
健
診
事
業
の

運
営
だ
け
で
は
よ
り
大
き
な
成
果
は
見
込

め
な
い
。健
康
寿
命
の
延
伸
に
向
け
た
一
人

ひ
と
り
の「
早
期
介
入・行
動
変
容
」の
た
め

に
は
、安
衛
法
に
基
づ
く
事
業
主
の
た
め
の

健
診
、結
果
通
知
に
と
ど
ま
ら
ず
、対
象
職

員
自
ら
が
、労
働
内
容
と
生
活
習
慣
、健
診

結
果
を
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
た
め
の
、産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
の
保
健
指

導
の
力
量
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
身
体
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
理
解
」を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た

め
に
は
、こ
れ
ま
で
の「
良
い
」か「
悪
い
」か

か
ら
、医
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
を
も
と
に
デ
ー

タ
同
士
の
関
係
性
を
総
合
的
に
説
明
す
る

力
、デ
ー
タ
と
生
活
を
結
び
付
け
て
説
明
す

る
力
、対
象
者
が
納
得
で
き
る
よ
う
説
明
す

る
力
が
必
要
に
な
る
。
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２
０
０
０（
平
成
12
）年
に
、兵
庫
県
尼

崎
市
の
人
事
部
労
働
安
全
衛
生
の
部
署
に

筆
者
が
配
属
さ
れ
た
当
時
、40
代
、50
代
で

脳
心
血
管
疾
患
に
よ
り
現
職
死
亡
す
る
職

員
が
、多
い
年
に
は
5
〜
6
人
あ
る
の
を
目

の
当
た
り
に
し
、何
と
か
予
防
で
き
な
い
も

の
だ
ろ
う
か
と
、ひ
た
す
ら
健
診
結
果
を
分

析
し
た
。医
学
的
エ
ビ
デ
ン
ス
に
よ
って
介
入

の
優
先
順
位
を
決
め
、リ
ス
ク
上
位
者
か
ら

順
に
ひ
た
す
ら
保
健
指
導
介
入
を
繰
り
返

し
た
結
果
、そ
の
翌
年
か
ら
在
籍
期
間
中
、

心
血
管
疾
患
に
よ
る
現
職
死
亡
が
0
人
に

な
っ
た
経
験
か
ら
、「
保
健
指
導
の
方
法
で

人
の
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
」と
実
感
し

た
の
を
思
い
出
す
。

　
働
き
盛
り
世
代
への
保
健
指
導
は
、大
切

な
財
産
で
あ
る
職
員
だ
け
で
な
く
、家
族
や

地
域
や
社
会
を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
る
。簡
単
な
手
法
を
探
す
よ
り
、ま
ず
は
、

自
ら
の
真
の
力
量
を一歩
ず
つ
高
め
る
こ
と

が
、何
よ
り
近
道
で
あ
る
。


