
「ものさし」を使用した２１取り組みの評価 

■「ものさし」とは？ 

「健康市民おかやま２１」の推進活動を、現在の到達段階や、望ましい状況に向かっ

ているかどうかという点から確認し、今後の推進に役立てるための自己評価指標です。

（P. 32 参照） 

 
■「ものさし」作成まで 

保健所や保健センターの「21」担当スタッフが何度も話し合いを重ね、「健康な地域」

の到達目標（理想的な姿）について共通認識を持ちました。 

 この過程で、地域でヘルスプロモーションを進める上での重要な要素を抽出し、評価

を行う対象の取り組みを測る指標を3種類（21推進組織用、保健センタースタッフ用、

保健所担当スタッフ用）を作成しました。 
（参考：ヘルスプロモーション研究センター 「ものさし」作成研修資料） 

 
■「ものさし」実施方法 

 

   地域          保健センター          保健所 
２１推進組織メンバー   センタースタッフ      健康増進係 ２１担当者 

誰が 

             
 

ものさし 

（２１推進組織用） 
ものさし 

（センター・地区用）

ものさし 

（保健所担当係用）
 何で 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間評価 

（現在の到達段階、理想的な状況に向かって進んでいるかを確かめる） 

メンバーみんな
で話し合いなが
ら実施 それぞれの活動にフィードバック！ 

 

■「ものさし」による自己評価 

全体の傾向として以下の課題が明らかになりました。 

 学校や職域との連携 

 青年期・壮年期へのはたらきかけ 

 「休養・こころの健康づくり」「アルコール」分野への取り組み 
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地域での２１推進活動についての評価   （P.32 参照） 

評価実施者：市内 6 地域（保健センター管内）にある「健康市民おかやま２１」推

進組織メンバー（住民）  

評価方法： ものさし（推進組織用）を用いて、推進組織メンバーが協議しながら

自組織の活動について評価を行った。 

 

結果総括 

・ 全体的に高い段階の評価であった。 

・ 活動の計画、評価、見直しのサイクルは概ね出来ていた。 

・ ヘルスボランティアや地区組織、公民館との連携はかなりとれているが、学校や職

域との連携は不十分とした組織が多かった。また活動をすすめる上での、根拠に基

づいた優先順位づけが不十分な傾向がみられた。 

・ 活動に参加しての満足感や達成感、地域の健康づくりを担っている実感、仲間やネ

ットワークが広がったという実感などは高い傾向であった。 

 

地域 評価実施組織名 自己評価結果（抜粋） 

中央 中央地域推進会議 

・ 学校との連携はとれている。 

・ 目標や計画の住民との共有、職域との連

携、壮年期への取り組みが今後の課題であ

る。 

北市民健康づくり中山会議 

・ 全体的に高い評価だった。 

・ 小学校区単位への体制の広がりもある。 

・ 商工会の参加があり、職域との連携もとれ

つつある。 

北市民健康づくり足守会議 

・ ヘルスボランティアや公民館との連携は

とれている。 

・ 地域のニーズ把握、活動の目的・目標の明

確化、効果的な取り組み方法の検討、情報

発信、仲間づくり、地区組織、学校、職域

との連携などが今後の課題である。 

北 

北市民健康づくり香和会議 

・ メンバー内のコミュニケーション、ヘルス

ボランティア、地区組織、専門団体、公民

館などとの連携はとれている。 

・ 地域への情報発信や仲間づくり、学校、職

域との連携が今後の課題である。 

 北市民健康づくり京山会議 

・ ヘルスボランティア、地区組織、公民館と

の連携はとれている。 

・ 活動の目的・目標の明確化、活動をすすめ
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る上での根拠に基づいた優先順位づけ、専門

団体や学校、職域との連携が今後の課題であ

る。 

北市民健康づくり高松会議 

・ メンバー内のコミュニケーション、ヘルス

ボランティア、地区組織、専門団体、公民

館などとの連携はとれている。 

・ 地域の健康課題の把握、学校、職域との連

携が今後の課題である。 

 

御津健康づくり推進協議会 

・ 小字単位の健康教室の開催がある。 

・ 子どもへの働きかけが進んでいる。 

・ 青年・壮年期への働きかけが今後の課題で

ある。 

東 
東地域健康市民おかやま２１

推進会 

・ 体制整備、メンバー内のコミュニケーショ

ンはとれている。 

・ 活動をすすめる上での根拠に基づいた優

先順位づけ、学校、職域との連携が今後の

課題である。 

西大寺 
健康市民おかやま２１西大寺

地域実行委員会 

・ 全体的に高い評価だった。 

・ 学校や職域とも日ごろから連携がとれて

いる。 

・ 中学校区や小学校区単位への広がりが今

後の課題である。 

西 健康おかやま西２１ 

・ 全体的には高い評価だった。 

・ 学校、職域、専門団体との連携が今後の課

題である。 

南 いきいき南グループ 

・ 学校や職域（農政局）ともイベントなどで

の連携がある。 

・ 活動に参加しての満足感や達成感なども

高かった。 

・ 住民の声の把握、効果的な取り組みの工夫

が今後の課題である。 
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地域での保健活動についての自己評価   （P.35 参照） 

評価実施者：市内６ヵ所の保健センター、４支所のスタッフ 

評価方法： ものさし（保健センター用）を用いて、保健センターのスタッフが担

当地区の活動、担当分野の活動について評価を行った。それを保健セ

ンター内で持ち寄り、協議しながらその保健センターとしての到達段

階を決定した。 

結果総括 

・ データにもとづいての活動・計画の定期的な振り返り・見直しは、どのセンターも

出来ていた。健康に関連した住民組織づくりは既存組織、新規組織ともに２１の視

点をもって出来ているというセンターが多かった。  

・ 推進体制の細分化については、ほぼ全域において中学校区への広がりはあり、小・

中学校区単位での推進体制が整ってきていた。 

・ 保健センターとしてのマネジメント機能についてはおおむね高い評価であった。 

・ 地域住民組織、公民館との連携はどのセンターともとれていたが、職域との連携は

まだとれていないセンターがほとんどであった。 

・ 住民へ目標の明確化を促すことと、住民の推進活動へのエンパワメントが今後さら

にすすめていく必要がある。 

 

保健センター  自己評価結果（抜粋） 

中央 

・ 地域での２１推進の進捗状況について把握し、適切に対応してい

る。 

・ 小学校区単位での推進体制もつくられてきている。 

・ 職域との連携、住民自身の評価への支援、青年・壮年期への取り

組みなどが今後の課題である。 

北 

・ 職域（商工会、地域産業保健センター）との連携がとれている。

・ 公民館からや新聞などでの情報発信も実現している。 

・ 中学校区単位での２１推進ができている。 

・ 北地域の近隣の２町と合併したこともあり、センター全体での健

康課題を反映した将来像の明確化、住民との共有が今後の課題で

ある。 

御津支所 

・ 組織づくり、推進体制の細分化は図れている。 

・ 地区組織との連携がとれている。 

・ 職域との連携は今後の課題である。 

建部支所 

・ 住民による目標の明確化、主体的な健康づくりへの支援ができて

いる。 

・ 地区組織や学校、公民館との連携がとれている。 

・ 職域との連携は今後の課題である。 
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東 

・ センター単位ではあるが職域との連携もできている。 

・ 健康課題・目標・計画の住民との共有、根拠にもとづいた優先順

位、効果的な取り組み方法の検討、地域への情報発信、住民の主

体的健康づくりや評価への支援、スタッフ間での目的・目標の共

有化などが今後の課題である。 

西大寺 

・ 地域での健康づくりのネットワークが広がりつつある。 

・ 学校との連携も進んでいる。 

・ 健康課題・目標・計画の住民との共有、職域との連携、中学校区

や小学校区へ広げることが今後の課題である。 

瀬戸支所 

・ 地域の要望把握や活動目標設定はできている。 

・ 住民どうしの健康課題についての話し合いの場づくり、地区組織

や公民館との連携は今後の課題である。 

西 

・ 健康課題の住民との共有、スタッフ間での目的・目標の共有、協

力体制はできている。 

・ 中学校区単位での推進体制も整っている。 

・ 学校、職域、専門団体との連携、学童期への取り組み、住民の中

での目標の明確化が今後の課題である。 

灘崎支所 

・ ヘルスボランティアや公民館との連携はとれている。 

・ 健康課題の分析、目標の明確化、地域での推進体制整備、情報発

信などは今後の課題である。 

南 

・ 住民による目標の明確化、主体的な健康づくりへの支援ができて

いる。センター単位ではあるが職域との連携もできている。 

・ 小学校区単位での推進体制が一部できている。 

・ 青年期への取り組み、学校との日ごろからの連携、分野では「こころ」

「たばこ」「アルコール」の取り組みが今後必要である。 

 

 

保健所の自己評価      （P.38 参照） 

評価実施者：岡山市保健所 21 担当スタッフ 

評価方法： ものさし（保健所用）を用いて、保健所の担当スタッフが保健所担当

係としての活動について評価を行った。 

評価実施者  自己評価結果（抜粋） 

健康増進係 

・ 小単位での体制づくりなど、推進体制整備はすすんできている。

・ 全市的な進捗管理は不十分な点があった。 

・ 住民組織や職員のエンパワメントは高い評価だった。 

・ もともと関わりの強かった組織への情報発信はできているが、地

区組織などへの情報発信は不十分であり、その効果的な方法につ

いても検討すべきである。 
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・ 取り組み分野や対象の偏りがあった。（「休養・こころの健康づ

くり」、「アルコール」の分野、青年期、壮年期への取り組みが

不十分。） 

・ また施策化への意識が持てておらず、今後の課題である。 

・ 保健所内の他係、市役所内の他部署へのアピール、連携が不十分

である。 

・ 学校や職域との連携については、はたらきかけ始めたので今後さ

らに進めていく予定である。 

 

実施後の感想 

２１推進組織メンバー 

・ 地区の中での課題が見えた。地区により活動や評価の温度差があった。 

・ 職域との連携が今後の課題であるとわかった。 

・ 現在の段階が「５」段階でも、今後の 5 年間は内容をさらに充実させようと感じた。 

・ 今まで活動してきたことへの自信が持てた。 

・ 今後の活動で必要なことがメンバーとともに確認することができ、話し合う材料と

なった。 

 

保健センタースタッフ 

・ 職域との連携、働き盛りのライフステージへの働きかけが今後の課題であると感じ

た。 

・ すべての職種が２１の視点を持って事業をしていることがわかった。 

・ 自分の受け持ちの地区の現状が客観的に評価でき、弱い部分を浮き彫りにできた。 

・ 今後取り組むべき課題が明確化し、保健センター内で共有できた。 

・ 数字で評価できる形だったのでわかりやすかった。 

 

保健所 21 担当スタッフ 

・ 担当の係だけでは広がらないこと、保健所内、庁内へのアピールが必要であること

を再確認できた。 

・ 保健活動の基本をあらためて確認できた。 

・ スタッフ内の認識のズレを調整できた。 
・ 漠然と評価するのではなく、現在の到達段階を確認しながら評価することが出来た。 
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ものさし （　　　）地域 組織名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
実施日（平成１９年　　　　月　　　　　日　）

戦略 現状把握およびニーズの把握

1 2 3 4 5

1
地域の健康課題を把
握していますか

把握する必要性
は感じない

把握する必要が
あるとは思うが
情報が入手でき
ていない

情報はあるが何
が課題かつかめ
ていない

課題を把握でき
ているが地域に
発信できていな
い

把握できており
地域に発信して
いる

1.2.3.4.5

2
住民の声をきいていま
すか

聞いていない
推進メンバー、
構成組織の声は
聞いている

イベントなどの事
業の中で参加者
の声をきく努力を
している

関係組織、団体
メンバーの声を
きくように努力し
ている

アンケートや調
査、活動を通じて
地区住民の声を
ひろく聞く機会を
設けている

1.2.3.4.5

目的・目標の明確化

3
目標をたてて活動して
いますか

目標をたててい
ない

目標はたててい
るが具体的では
ない

具体的な目標を
たてているが、
組織の中で意識
統一できていな
い

具体的な目標を
はっきり示し、組
織の中で意識統
一している

その目標を住民
に示し共有でき
ている

1.2.3.4.5

4
目標を達成するための
具体的な計画がありま
すか

活動計画がない

活動計画はある
が目標とは関連
していないような
気がする

目標の達成を考
慮した活動計画
があるが実現困
難そうである

実現可能な活動
計画を年度ごと
にたてている

その計画を住民
に具体的に示し
共有できている

1.2.3.4.5

活動の見直し

5
活動を振り返り、活動
計画の見直しを行って
いますか

活動の振り返り・
見直しはしてい
ない

活動を振り返って
はいるが、それに
もとづいた計画の
見直しはしていな
い

必要に応じて活動
を振り返り、それ
にもとづいて計画
の見直しをしてい
る

1.2.3

6
社会環境へのはたらきかけ
をしていますか

社会環境へのは
たらきかけという
視点はない

社会環境へのは
たらきかけの視点
はあるが、何をし
たらよいのかわか
らない

社会環境へのは
たらきかけについ
て具体的に検討し
ている

社会環境へ具体
的にはたらきか
けている

1.2.3.4

備考
あてはまる
段階に○

（総合的かつ
長期的な術
策・計画）

21推進組織用

番号 設問
評価の段階記述

戦術 優先順位

1 2 3 4 5

7
活動の優先順位をつ
けて活動していますか

優先順位をつけ
る必要はない

優先順位をつけ
る必要は感じる
ができていない

優先順位はつけ
ている
（ただし根拠はな
い）

根拠にもとづいて
優先順位をつけて
いるが、それにも
とづいた活動がで
きていない

根拠にもとづい
て優先順位をつ
け、それにもとづ
いた活動できて
いる

1.2.3.4.5

取り組み方法

8
効果的な取組方法を
具体的に検討し、実施
していますか

していない
検討中ではある
が具体化されて
いない

検討したが実施
できていない

実施できている
実施し評価もで
き、次回に活か
している

1.2.3.4.5

取り組み対象

9
ライフステージに応じ
た効果的なはたらきか
けをしていますか

そのような視点
はない

視点はあるがラ
イフステージに
応じたはたらき
かけはできてい
ない

一部の世代には
はたらきかけて
いる

ほとんどの世代
にははたらきか
けているが、一
部できていない

すべての世代に
はたらきかけて
いる

1.2.3.4.5

施策要求

10
２１を進める上で施策
化していきたいものは
ありますか

そのような考え
はなかった

施策化していき
たいものはない

施策化していき
たいものはある
が、はたらきか
けていない

施策化していき
たいものがあり、
はたらきかけて
いるが実現して
いない

施策化していき
たいものがあり、
実現した

1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○
（目標を達成
するための

方策）
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環境づくり 情報発信

1 2 3 4 5

11

住民が健康づくりに関
連した情報を入手しや
すい環境づくりができ
ていますか

情報提供できて
いない

自分たちが所属し
ている組織・団体
や身近な人たちへ
の情報提供はして
いる

新たな情報提供
のチャンスをつく
り、積極的にはた
らきかけている

他組織・団体にも
はたらきかけてい
るが、そこから地
域への自主的な
情報提供にはまだ
結びついていない

はたらきかけた他
組織・団体も、自
主的に地域へ健
康情報の提供を
行っている

1.2.3.4.5

仲間づくり

12

地域に対し２１を効果
的に進めるために、仲
間づくりをしています
か

仲間づくりは必
要ない

地域の推進会議
単位で仲間づく
りの意識がすす
んでいる

各地区での仲間
づくりの必要性を
感じているが、ま
だ発信できていな
い

各地区に仲間づく
りの必要性を発信
しているが、まだ
実現できていない

各地区で仲間づ
くりができつつあ
る

1.2.3.4.5

体制整備 推進体制の細分化

1 2 3 4 5

13
地区単位での推進体
制の整備を進めていま
すか

推進体制をひろ
げる必要はない

センター単位で
は推進体制がで
きている

一部の中学校区
には推進体制が
ある
小学校区単位に
は推進体制はな
い

一部の小学校に
推進体制がある

各小学校区に推
進体制がある

1.2.3.4.5

14
地域（または所属団
体）へ活動をひろげて
いますか

地域にひろげる
必要はない

地域にひろげる
必要はあると感
じているが、でき
ていない

地域に対し推進
組織*の活動を
伝えてはいる

地域に対し活動を
伝え積極的に働き
かけているが実践
に結びついていな
い

地域で協力して
実践活動に結び
ついている

1.2.3.4.5

主体性

15
推進会議の運営・活動
は主体的に行なわれ
ていますか

主体的でない
行政主導で推進
しているが協力
はしている

主に行政主導で
推進しているが、
住民組織も一部
主体的に活動して
いる

主に住民組織が
主体的に活動して
いるが、一部行政
が主導している

住民組織が主体
的に推進しており
行政と協働で取り
組んでいる

1.2.3.4.5

備考

備考

番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

コミュニケーション

メンバー内のコミュニケーション

1 2 3 4 5

16
推進会議ではメンバー
が意見交換できていま
すか

話し合う場がない

一部の意見が出
るが、みなが意
見を言えてはな
い

みなが意見を言
えているが共有
できていない

みなの意見が共
有できている

1.2.3.4

意思決定

17
意思決定にメンバーの
意見が反映されていま
すか

ひとりの意見の
みが反映されて
いる

一部のメンバー
の意見のみが反
映されている

全員の意見が反
映されている

1.2.3

情報交換

18
他の組織と情報交換
をして自分たちの活動
に活かしていますか

情報交換はして
いない

情報をもらって
はいるが、こちら
から発信はでき
ていない

情報交換はして
いるが、活動に
活かせていない

情報交換し、活
動に活かせてい
る

1.2.3.4

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○
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連携 住民組織との連携

1 2 3 4 5

19

愛育委員会、栄養改
善協議会、おやこクラ
ブとの連携がとれてい
ますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

20
上記以外の地域・地区
組織との連携がとれて
いますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

関係機関・団体との連携

21
各種専門団体との連
携がとれていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

22
公民館との連携がとれ
ていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

学校との連携

23
学校との連携がとれて
いますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

職域との連携

24
企業などとの連携がと
れていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけて
いるが、まだ連
携はとれていな
い

徐々に連携がと
れつつあるが具
体的な取組みは
ない

連携をとりながら
単発のイベント
や健康教育など
をしたことはある

日頃から連携が
とれる関係であ
り、具体的な取り
組みがある

1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

参加者
満足度

満足感

1 2 3 4 5

25
この活動に参加するこ
とで満足感を感じられ
ますか

感じない ちーとは感じる まあまあ感じる けっこう感じる ぼっけぇ感じる 1.2.3.4.5

達成感

26
この活動に参加するこ
とで手ごたえを感じら
れますか

感じない ちーとは感じる まあまあ感じる けっこう感じる ぼっけぇ感じる 1.2.3.4.5

充実感

27
この活動に参加するこ
とでやりがいを感じら
れますか

感じない ちーとは感じる まあまあ感じる けっこう感じる ぼっけぇ感じる 1.2.3.4.5

社会貢献

28

この活動に参加して、
地域の健康づくりを
担っているという実感
がありますか

ない ちーとはある まあまあある けっこうある ぼっけぇある 1.2.3.4.5

ネットワーク形成

29
この活動に参加して仲
間が増えましたか

変わらない ちーとは増えた まあまあ増えた けっこう増えた ぼっけぇ増えた 1.2.3.4.5

30
この活動に参加して
ネットワークが広がり
ましたか

変わらない
ちーとは広がっ
た

まあまあ広がっ
た

けっこう広がった
ぼっけぇ広がっ
た

1.2.3.4.5

主観的健康感

31
この活動に参加して健
康と感じられるように
なりましたか

変わらない ちーとはなった まあまあなった けっこうなった ぼっけぇなった 1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

－34－



ものさし （　　　　　）センター　　地区名（　　　　　　　　　）
実施日（平成１９年　　　　月　　　　　日　）

戦略 現状の把握およびニーズの把握

1 2 3 4 5

1
地域の健康課題を
把握していますか

把握できていない
把握できているが
分析できていない

分析できているが
住民への提示はでき
ていない

住民へ提示できている
が、住民の理解・納得
が得られていない

分析できており、
住民と共有もできてい
る

1.2.3.4.5

2 住民の声をきいていますか 把握しようとしていない
個別の要望を把握しよ
うとしているが、できて
いない

個別の要望は把握で
きている。地域全体と
しての要望を把握して
はいない

地域全体としての要望
を把握するよう努力し
ているが、不十分であ
る

地域全体としての要望
を把握している 1.2.3.4.5

目的・目標の明確化

3
目指す将来像が明確にありま
すか

まったくない
ぼんやりした将来像は
ある

はっきりした将来像は
あるが住民とは共有し
ていない

現在の健康課題を反
映したうえでの将来像
が一部住民の中では
はっきりしている

現在の健康課題を反
映したうえでの将来像
が明確であり、住民の
中で共有できている

1.2.3.4.5

4
将来像に向かって目標をたて
ていますか

目標をたてていない
目標はたてているが具
体的ではない

具体的な目標をたてて
いるが、住民とは共有
していない

具体的な目標をたてて
おり、一部の住民とは
共有できている

具体的な目標をはっき
り示し、住民の中で共
有できている

1.2.3.4.5

計画

5
将来像を実現するための具体
的な計画がありますか

活動計画がない
活動計画はあるが目
標とは関連していない
ような気がする

目標の達成を考慮した
活動計画があるが
実現困難そうである

実現可能な活動計画
を年度ごとにたててい
る

その計画を住民に具
体的に示し共有できて
いる

1.2.3.4.5

アセスメント

6

次のデータのうち、どれを
活用できていますか
○をつけてください（複数○
可）

事業から得られる
データ

人口動態データ
（人口構成、死亡）

基本健診データ
（生活習慣・検査
結果）

医療費のデータ
（国民健康保険）

その他（　　　　　　）
○の個数
（　　　個）

7
定期的に上記のデータを分析
し活動を振り返り、計画を見直
し事業を修正していますか

定期的にはデータ分
析できていない

定期的にデータ分析
はしているが、それに
もとづいて活動を振り
返ってはいない

定期的に活動を振り
返ってはいるが、それ
にもとづいた計画の見
直しはしていない

定期的に活動を振り返
り、それにもとづいて
計画の見直しをしてい
るが、実際に事業の修
正はできていない

定期的にデータを分析
して活動を振り返り、
計画を見直し実際に事
業を修正している

1.2.3.4.5

（総合的かつ長
期的な術策・計
画）

センター・地区用

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

戦術 優先順位

1 2 3 4 5

8
優先順位をつけて活動して
いますか

優先順位をつける
必要はない

優先順位をつける
必要は感じるがで
きていない

優先順位はつけて
いる
（ただし根拠はない）

根拠にもとづいて優先順
位をつけているが、それ
にもとづいた活動ができ
ていない

根拠にもとづいて優先
順位をつけ、それにも
とづいた活動できてい
る

1.2.3.4.5

取り組み方法

9
効果的な取組方法を具体
的に検討し、実施していま
すか

していない
検討中ではあるが
具体化されていない

検討したが実施できて
いない

実施できている
実施し評価もでき、次
回に活かしている 1.2.3.4.5

取り組み分野

10
6分野ごとに具体的な取
組みがありますか

分野ごとの取り組み
はない

一部の分野のみ取
り組めている

ほとんどの分野に取
り組んでいるが一部
取り組めていない

ほとんどの分野に取り組
んでいるが、今後すべて
の分野に取り組むビジョ
ンがある

6分野すべてにそれ
ぞれ具体的な取り組
みがある

1.2.3.4.5

取り組み対象

11
ライフステージに応じた効
果的な働きかけをしていま
すか

そのような視点はな
い

視点はあるがライフ
ステージに応じたは
たらきかけはできて
いない

一部の世代にはは
たらきかけている

ほとんどの世代には
はたらきかけている
が、一部できていな
い

すべての世代に働き
かけている

1.2.3.4.5

（目標を達成す
るための方策）

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○
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住民力
向上支援

情報発信

1 2 3 4 5

12
住民が健康づくりに関連し
た情報を入手しやすい環境
がつくれていますか

情報提供できていな
い

既存事業の際には、
はたらきかけている

新たな情報提供の
チャンスをつくり積極
的にはたらきかけて
いる

他機関からも地域へ
情報発信してもらえ
るようにはたらきか
けているが、まだ実
現していない

他機関からも自主的
に地域に情報発信し
ている

1.2.3.4.5

課題の共有化

13
住民どうしが話し合い、主
体的に健康づくりができる
ようにすすめていますか

住民が話し合う場を
設けていない

話し合う場は設けて
いるが、健康課題に
ついて主体的に考え
られるようには促せ
ていない

住民が健康課題に
ついて主体的に考え
られているが、目標
を明確化できるよう
に促せていない

目標は明確になって
いるが、行動できる
ように支援できてい
ない

明確になった目標に
ついて、住民が主体
的に取り組んでいる

1.2.3.4.5

仲間づくり

14
地域に対し２１を効果的
に進めるために、仲間づ
くりをすすめていますか

進めていない
仲間づくりの場や
機会をもうけてい
る

グループができて
いる

複数のグループど
うしの交流をは
かっている

地域に健康づくり
のネットワークが
広がっている

1.2.3.4.5

住民自身の評価への支援

15
住民のやる気を高め、自ら
評価し、活動を継続できる
ように支援していますか

そのような視点はな
い

視点はあるが、住民
が自らの活動を振り
返るような機会がつ
くれていない

活動を振り返り、住
民が自らの成果を認
める場をつくってい
る

住民が他からも成果
を認められる場をつ
くっている（個人・グ
ループ）

相互に活動成果を
認めあい、活動が継
続していけるように
支援している

1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

地域での
推進体制整

備 推進のキーパーソン

1 2 3 4 5

16
地域で21を推進するための
キーパーソンを知っていま
すか

誰なのかつかめて
いない

知っているが声をか
けられていない

知っており働きかけ
ているがうまくいか
ない

うまくいき協力はしてく
れている

協働体制ができている 1.2.3.4.5

組織づくり

17
健康に関連した住民組
織づくりはすすんでいま
すか

健康に関連した組
織に変化はない

組織づくりの視点はある
が、新たな組織がうまれ
たり、既存組織の広がり
などはまだない

組織づくりの視点が
あり、既存組織が２
１の視点をもった活
動をはじめている

既存組織だけでなく、２
１の視点をもった新た
な組織づくりを働きか
けている

２１の視点をもった新し
い組織がうまれている 1.2.3.4.5

推進体制の細分化

18
小学校区・中学校区に
21をひろげていますか

センター単位では体
制ができている

一部の中学校区には推
進体制がある
小学校区単位には推進
体制はない

ほとんどの中学校区
に、もしくは一部の小
学校区に推進体制が
ある

ほとんどの小学校
区に推進体制が
ある

すべての小学校
区に推進体制が
ある

1.2.3.4.5

推進の主体

19
地域での推進はどこが主
体的に行なっていますか

行政のみで推進して
いる

行政主導で推進して
いるが、住民組織も
協力はしている

主に行政主導で推
進しているが、住民
組織も一部主体的
に活動している

主に住民組織が主
体的に活動している
が、一部行政が主導
している

住民組織が主体的に
推進しており行政と協
働で取り組んでいる

1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○
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連携 住民組織との連携

1 2 3 4 5

20

センタースタッフと地域・
地区組織（ヘルスプロ
モーションを発足趣旨と
している）との連携がと
れていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

21

センタースタッフと地域・
地区組織（ヘルスプロ
モーションを発足趣旨と
していない）との連携が
とれていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

関係機関・団体との連携

22
センタースタッフと各種
専門団体との連携がと
れていますか

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

23
センタースタッフと公民
館との連携がとれていま
すか

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

学校との連携

24
センタースタッフと学校と
の連携がとれています
か

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

職域との連携

25
センタースタッフと職域と
の連携がとれています
か

まったく連携がな
い

はたらきかけている
が、まだ連携はとれ
ていない

問題の共有化がはか
れているが具体的な
取組みはない

連携をとりながら単
発のイベントや健康
教育などをしたこと
はある

日頃から連携がとれ
る関係であり、具体
的な取り組みがある

1.2.3.4.5

相互連携

26
各個人・組織の住民どう
しの相互連携を促す働き
かけをしていますか

働きかけるチャン
スがない

チャンスはあるが具
体的な働きかけがで
きていない

働きかけてはいるが理
解が得られない

各個人・組織が相互に
理解はできているが、
具体的な取組みにつ
ながっていない

各個人・組織が相互
に連携し、取組みを
している

1.2.3.4.5

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

住民の意識変化・手ごたえ

1 2 3 4 5

27
地域で健康づくりが進ん
でいるという手ごたえを
感じますか

まったく感じない
住民の意識は変
わってきている

スタッフが直接ア
プローチした組織・
個人では、具体的
な活動が見られる

直接アプローチし
たところから、健康
づくりが進んでい
るという手ごたえ
を感じる

直接アプローチし
ていないところか
らも、健康づくりが
進んでいるという
手ごたえを感じる

1.2.3.4.5

センターの戦略 マネジメント機能

1 2 3 4 5

28
スタッフが目的や目標を
共有し、協力して活動し
ていますか

スタッフ間での目的、
目標の共有はできてい
ない

一部のスタッフの間
ではできている

ほとんどのスタッフ
の間でできている

すべてのスタッフが
目的、目標の共有を
しているが、他のス
タッフをサポートでき
ていない

すべてのスタッフが
目的、目標の共有を
しているが、他のス
タッフをサポートし協
力して活動している

1.2.3.4.5

29
地区の21の進捗状況を
スタッフが把握し共有し
ていますか

把握できていない
一部スタッフが自分
の担当業務のみ把
握している

全スタッフが自分の
担当業務のみ把握
している

一部のスタッフは全
地区の進捗状況を
把握している

全スタッフが全地区
の進捗状況を把握し
共有できている

1.2.3.4.5

30
地域での21推進の進捗
管理ができていますか

進捗状況を把握でき
ていない

把握できているが問
題点が明らかになっ
ていない

問題点は明らかに
なっているが対策が
立てられていない

問題点に対し、適切
な対処をしている

1.2.3.4

31
市全体の動きを把握して
保健活動につなげてい
ますか

市全体の動きがわ
からない

市全体の動きを把
握しているが、自地
域の保健活動には
つなげられていない

市全体の動きを把
握し、保健活動につ
なげている

市全体の動きをタイ
ムリーに把握し、同
じ動きがとれている

1.2.3.4

備考

備考番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○

番号 設問
評価の段階記述 あてはまる

段階に○
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ものさし
実施日（平成１９年８月８日　）

戦略 現状の把握およびニーズの把握 　岡山市保健所　健康づくり課　健康増進係スタッフ実施

1 2 3 4 5

1
地域の健康課題を
把握していますか

把握できていない
把握できているが
分析できていない

分析できているが
住民への提示はできていない

住民へ提示できているが、住
民の理解・納得が得られて
いない

分析できており、
住民と共有もできている

2 住民のニーズを把握していますか 把握しようとしていない
把握しようとしているが、でき
ていない

一部地域のニーズは把握でき
ているが、地域全体としては不
十分である。

地域全体としてのニーズを把
握している

目的・目標の明確化

3 目指す将来像が明確にありますか まったくない ぼんやりした将来像はある
はっきりした将来像はあるが住
民とは共有していない

現在の健康課題を反映した
うえでの将来像が一部住民
の中でははっきりしている

現在の健康課題を反映したう
えでの将来像が明確であり、
住民の中で共有できている

4
将来像に向かって目標をたてていま
すか

目標をたてていない
目標はたてているが具体的で
はない

具体的な目標をたてている
が、住民とは共有していない

具体的な目標をたてており、
一部の住民とは共有できて
いる

具体的な目標をはっきり示し、
住民の中で共有できている

計画

5
将来像を実現するための具体的な計
画がありますか

活動計画がない
活動計画はあるが目標とは関
連していないような気がする

目標の達成を考慮した
活動計画があるが
実現困難そうである

実現可能な活動計画を年度
ごとにたてている

その計画を住民に具体的に示
し共有できている

アセスメント

6
次のデータのうち、どれを
活用できていますか
○をつけてください（複数○可）

事業から得られる
データ

人口動態データ
（人口構成、死亡）

基本健診データ
（生活習慣・検査結果）

医療費のデータ
（国民健康保険）

その他（　　　　　　）

7
定期的に上記のデータを分析し活動
を振り返り、計画を見直し事業を修正
していますか

定期的にはデータ分析
できていない

定期的にデータ分析はしてい
るが、それにもとづいて活動を
振り返ってはいない

定期的に活動を振り返っては
いるが、それにもとづいた計画
の見直しはしていない

定期的に活動を振り返り、そ
れにもとづいて計画の見直し
をしているが、実際に事業の
修正はできていない

定期的にデータを分析して活
動を振り返り、計画を見直し実
際に事業を修正している

施策化への取り組み

8
健康づくりに関する施策化へ取り
組んでいますか

施策化は不必要で
あり取り組んでい
ない

必要であると思うが計画
がない

具体的な計画はあるが取り
組めていない

施策化に取り組んでい
るが実現できていない

健康づくりに関する施策
ができている

保健所担当係用

番号 設問
評価の段階記述

戦術 優先順位

1 2 3 4 5

9
優先順位をつけて活動しています
か

優先順位をつける
必要はない

優先順位をつける必要
は感じるができていない

優先順位はつけている
（ただし根拠はない）

根拠にもとづいて優先順位をつ
けているが、それにもとづいた活
動ができていない

根拠にもとづいて優先順位を
つけ、それにもとづいた活動で
きている

取り組み方法

10
効果的な取組方法を具体的に検
討し、実施していますか

していない
検討中ではあるが具体化さ
れていない

検討したが実施できていない 実施できている
実施し評価もでき、次回に活
かしている

取り組み分野

11
市として6分野ごとに具体的な
取組みはありますか

分野ごとの取り組み
はない

一部の分野のみ取り組め
ている

ほとんどの分野に取り組ん
でいるが一部取り組めてい
ない

ほとんどの分野に取り組んでい
るが、今後すべての分野に取り
組むビジョンがある

6分野すべてにそれぞれ具
体的な取り組みがある

取り組み対象

12
ライフステージに応じた効果的な
働きかけをしていますか

そのような視点はな
い

視点はあるがライフステー
ジに応じたはたらきかけは
できていない

一部の世代にははたらきか
けている

ほとんどの世代にははた
らきかけているが、一部で
きていない

すべての世代に働きかけて
いる

目的・目標の共有

13
スタッフが目的や目標を共有し、
協力して活動していますか

スタッフ間での目的、目
標の共有はできていな
い

一部のスタッフの間ではで
きている

ほとんどのスタッフの間でで
きている

すべてのスタッフが目的、
目標の共有をしている
が、他のスタッフをサポー
トできていない

すべてのスタッフが目的、
目標の共有をしているが、
他のスタッフをサポートし協
力して活動している

番号 設問
評価の段階記述
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マネジメ
ント機能

進捗状況の把握

1 2 3 4 5

14
市内の２１進捗状況を把握して
いますか

把握できていない
係が関わっている部分のみ
把握している

保健所が関わっている部分
の進捗状況も把握している

市全体の進捗状況を把
握できている

市全体の進捗状況を把握した
上で、国の動向も把握してい
る

15
市内での２１推進の進捗管理
ができていますか

進捗状況を把握でき
ていない

把握できているが問題点が
明らかになっていない

問題点は明らかになってい
るが対策が立てられていな
い

問題点に対し、適切な対
処をしている

課題の共有化

16
住民・組織・団体が話し合い、主
体的に健康づくりができるように
すすめていますか

住民・組織・団体が話
し合う場を設けてい
ない

話し合う場は設けている
が、健康課題について主体
的に考えられるようには促
せていない

健康課題について主体的
に考えられているが、目標
を明確化できるように促せ
ていない

目標は明確になっている
が、行動できるように支援
できていない

明確になった目標につい
て、主体的に取り組んでい
る

評価への支援

17
住民のやる気を高め、自ら評価
し、活動を継続できるように支援し
ていますか

そのような視点はな
い

視点はあるが、住民が自ら
の活動を振り返るような機
会がつくれていない

活動を振り返り、住民が自
らの成果を認める場をつ
くっている

住民が他からも成果を認
められる場をつくっている
（個人・グループ）

相互に活動成果を認めあ
い、活動が継続していける
ように支援している

18
職員が自らの２１の活動を評価
し、活動を継続していく仕組みを
つくっていますか

そのような視点はな
い

視点はあるが、自らの21の
活動を振り返るような機会
がつくれていない

自らの活動を振り返る機会
はあるが、定期的ではな
い。

定期的に自らの活動を振
り返り、よりよい活動が継
続できるよう努めている。

推進体制整備 推進の主体

19
住民が主体的に推進できていま
すか

行政のみで推進して
いる

行政主導で推進している
が、住民組織も協力はして
いる

主に行政主導で推進してい
るが、住民組織も一部主体
的に活動している

主に住民組織が主体的に
活動しているが、一部行
政が主導している

住民組織が主体的に推進して
おり行政と協働で取り組んで
いる

体制整備

20
効果的に推進できるような体
制を整えていますか

整えられていない 体制を整えつつある
効果的に推進できる体制が
できている

さらに必要に応じて体制を充
実させている

番号 設問
評価の段階記述

情報発信 地域住民への情報発信

1 2 3 4 5

21
地域住民に対し、２１について具
体的内容をタイムリーに情報発信
していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

住民組織への情報発信

22

地域・地区組織（ヘルスプロモーションを発
足趣旨としている）に対し、２１について具
体的内容をタイムリーに情報発信していま
すか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

23

地域・地区組織（ヘルスプロモーションを発
足趣旨としていない）に対し、２１について
具体的内容をタイムリーに情報発信してい
ますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

関係機関・団体への情報発信

24
各種専門団体に対して、２１に
ついての具体的内容をタイム
リーに情報発信していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

学校への情報発信

25
学校に対して、２１についての
具体的内容をタイムリーに情
報発信していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

番号 設問
評価の段階記述
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職域への情報発信

26
職域に対して、２１についての
具体的内容をタイムリーに情
報発信していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

庁内への情報発信

27
庁内に対して、２１についての具
体的内容をタイムリーに情報発信
していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

保健センターへの情報発信

28
保健センターに対して、２１につい
ての具体的内容をタイムリーに情
報発信していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

マスメディアへの情報発信

29
マスメディアに対して、２１につ
いての具体的内容をタイム
リーに情報発信していますか

まったくしていない
概要は発信できているが、
タイムリーではない

具体的な内容が発信できて
いるが、タイムリーにはでき
ていない

具体的内容がタイムリーな
情報が発信できている

連携 住民組織との連携

1 2 3 4 5

30
地域・地区組織（ヘルスプロモー
ションを発足趣旨としている）との
連携がとれていますか

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して単発のイベントや
健康教育などをしたことは
ある

日頃から連携がとれる関係
である

31
地域・地区組織（ヘルスプロモー
ションを発足趣旨としていない）と
の連携がとれていますか

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して単発のイベントや
健康教育などをしたことは
ある

日頃から連携がとれる関係
である

庁内の連携

32
庁内の関係各課との連携がと
れていますか

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

一部の課とは日頃から連
携がとれている

全庁的に日頃から連携がと
れている

番号 設問
評価の段階記述

関係機関・団体との連携

33
各種専門団体との連携がとれ
ていますか

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して単発のイベントや
健康教育などをしたことは
ある

日頃から連携がとれる関係
である

学校との連携

34
学校との連携がとれています
か

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して単発のイベントや
健康教育などをしたことは
ある

日頃から連携がとれる関係
である

職域との連携

35
職域との連携がとれています
か

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して単発のイベントや
健康教育などをしたことは
ある

日頃から連携がとれる関係
である

大学・研究機関との連携

36
大学・研究機関との連携がと
れていますか

まったく連携がない
はたらきかけているが、ま
だ連携はとれていない

問題の共有化がはかれている
が具体的な取組みはない

連携して研究や評価など
をしたことがある

継続的に連携がとれる関
係である

相互連携

37
組織・団体どうしの相互連携を
促す働きかけをしていますか

働きかけるチャン
スがない

チャンスはあるが具体的な
働きかけていない

働きかけてはいるが理解が得
られない

組織・団体が相互に理解は
できているが、具体的な取組
みにつながっていない

組織・団体が相互に連携
し、取組みをしている

住民の意識変化・手ごたえ

1 2 3 4 5

38
地域で健康づくりが進んでいると
いう手ごたえを感じますか

まったく感じない
住民の意識は変わって
きている

スタッフが直接アプロー
チした組織・個人では、
具体的な活動が見られ
る

直接アプローチしたとこ
ろから、健康づくりが進
んでいるという手ごたえ
を感じる

直接アプローチしていな
いところからも、健康づく
りが進んでいるという手
ごたえを感じる

社会環境の変化

39
環境整備が進んでいるという
手ごたえを感じますか

まったく感じない 少しは感じる ある程度感じる かなり感じる とても感じる

番号 設問
評価の段階記述
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■保健所担当係用「ものさし」実施結果 レーダーチャート 

 
ものさしの実施結果をレーダーチャートにおとすことによって、進んでいる項

目や、まだ不十分な項目がわかります。 
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推進体制が充実 

あまり取り組めて
いない分野あり 

30

31

32

33

34

35

36

37

連携
(30-37)

施策化への 
計画なかった 

住 民 組織 や職 員
の エ ンパ ワメ ン
トは高い評価

全市単位では、学校との
連携はこれからである 
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