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令和６年８月30日時点 暫定値

基準値（R1） 目標値 現状値（R6） 達成評価

男性 78.98歳（H28） 79.6歳（R3） Ｂ

女性 83.64歳（H28） 83.7歳（R3） Ｃ

78.5（H29） 74.5 60.7（R4） Ａ

男性 98.6（H29） 93.6 114.9（R4） Ｄ

女性 53.5（H29） 50.8 40.9（R4） Ａ

男性 23.5（H29） 22.3 32.9（R4） Ｄ

女性 18.0（H29） 17.1 9.5（R4） Ａ

14.7％（H30） 50% － －

16.9％（H30） 50% － －

11.3％（H30） 50% － －

38.4％（H30） 50% － －

39.9％（H30） 50% － －

6.2%（H30） 10% 5.9%（R5） Ｄ

6.2%（H30） 10% 6.9%（R5） Ｂ

4.2%（H30） 10% 5.0%（R5） Ｂ

18.3%（H30） 25% 18.6%（R5） Ｃ

18.2%（H30） 25% 17.6%（R5） Ｄ

39.5%（H30） 60% 38.5%（R4） Ｃ

男性 49.7%（H30） 45% 50.1%（R4） Ｃ

女性 16.2%（H30） 15% 15.8%（R4） Ｃ

男性 16.1%（H30） 15% 16.2%（R4） Ｃ

女性  6.9%（H30） 6% 7.4%（R4） Ｄ

661　（H30） 3,000 1,652（R5） Ｂ

男性 40.9% 46% 48.1% Ａ

女性 34.3% 39% 32.6% Ｄ

25.1% 40% 30.8% Ｂ

1,384人（H30） 2,000人 2,363人（R5） Ａ

71.4% 75% 77.7% Ａ

4か月児 97.6%（H30） 98% 97.8%（R5） Ｃ

1歳6か月児 96.1%（H30） 97% 97.7%（R5） Ａ

3歳6か月児 92.8%（H30） 95% 95.1%（R5） Ａ

14.0%（H30） 12% 8.2%（R5） Ａ

94.4% 100% 94.4% Ｃ

4.5%（H30） 0% 2.3％（R5） Ｂ

90.4% 95% 95.1% Ａ

脳血管疾患の年齢調整死亡率　＊人口10万対

がん検診の受診率
※令和４年度より、大阪府が国勢調査人口を分母とした受
診率から、住民基本台帳人口（各年４月１日時点）を分母
とした受診率への算定方法の変更に伴い、本市も算定方法
を変更し、目標値を変更している。

胃　（50～69歳）

大腸（40～69歳）

肺　（40～69歳）

乳　（40～69歳）

子宮（20～69歳）

がん検診の受診率（市がん検診）
※国勢調査人口を分母として受診率を算定

胃　（50～69歳）

大腸（40～69歳）

肺　（40～69歳）

乳　（40～69歳）

子宮（20～69歳）

高血糖治療域（空腹時血糖126mg/dl以上、随時血糖200mg/dl以上、または

HbA1cNGSP値6.5％以上）の割合（市国保）

けんしんウェブ予約システム登録アカウント数

運動習慣がある人の割合（市民＋保護者）

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（市国保）

指標項目

泉大津市の健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均、
「要介護２～５」を健康でない期間として算出）

自分のことを健康だと思う人の割合（市民＋保護者）

（「非常に健康だと思う」＋「健康な方だと思う」を合わせた割合）

１　健康づくりを支える環境づくり

Ｃ77.5% 83% 78.0%

1.5歳以上
延伸

がんの年齢調整死亡率（75歳未満）　＊人口10万対

心疾患の年齢調整死亡率　＊人口10万対

乳幼児健診の受診率

３歳６か月児のむし歯保有率

主食を含む朝食をほぼ毎日食べている子どもの割合
※令和６年調査では「朝ごはんを食べているか」の質問に変更

妊婦の喫煙率

たばこを吸っていない、または子どもがいる場所では吸わない保護者の割合

２　妊娠・出産・乳幼児期（０～５歳）

あしゆびプロジェクトの認知度（市民＋保護者）
（言葉も活動内容も知っている人の割合）

あしゆび力測定者数（講座、イベント等）

食育に関心のある人の割合（市民＋保護者）
（「関心がある」＋「どちらかといえば関心がある」を合わせた割合）

特定健康診査の受診率（市国保）　　　　　　　　（40～74歳）
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令和６年８月30日時点 暫定値

基準値（R1） 目標値 現状値（R6） 達成評価指標項目

小学生 6.7%（H29） 7.8%（R5） Ｄ

中学生 7.4%（H29） 8.3%（R5） Ｄ

小学生 83.0% 88.5% Ｂ

中学生 82.7% 84.3% Ｃ

小学生 56.1% 74.4% Ａ

中学生 42.4% 62.0% Ｂ

6歳 34.7%（H30） 33% 29.1%（R5） Ａ

12歳 32.1%（H30） 30% 21.4%（R5） Ａ

小学生 75.3% 80% 81.0% Ａ

中学生 66.0% 70% 64.4% Ｃ

43.1% 39% 33.6% Ａ

14.8% 13% 17.2% Ｄ

青年期 31.6% 33.3% Ｄ

壮年期 33.7% 32.3% Ｂ

青年期 6.0% 11.1% Ｄ

壮年期 9.3% 8.5% Ｂ

青年期 31.3% 35.5% Ｄ

壮年期 32.3% 40.3% Ｄ

青年期 65.8% 70% 70.2% Ａ

壮年期 76.8% 80% 75.8% Ｃ

青年期 59.0% 70% 59.5% Ｃ

壮年期 75.3% 80% 74.5% Ｃ

青年期 18.4% 21.1% Ｄ

壮年期 31.6% 24.2% Ｂ

青年期 6.8% 8.7% Ｄ

壮年期 8.0% 9.3% Ｄ

男性 44.2% 50% 60.4% Ａ

女性 60.3% 65% 63.8% Ｂ

男性 22.5% 20% 15.8% Ａ

女性 8.0% 5% 5.1% Ｂ

男性 13.3% 10% 10.9% Ｂ

女性 9.5% 5% 9.4% Ｃ

17.3% 15% 17.9% Ｄ

22.6% 20% 16.3% Ａ

28.7% 30% 29.0% Ｃ

《評価項目》

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をしてい
る人の割合
（男性40g以上、女性20g以上）

主食を含む朝食をほぼ毎日食べている子どもの割合
※令和６年調査では「朝ごはんを食べているか」の質問に変更

男性

食育に関心をもっている子どもの割合

むし歯のある子どもの割合

睡眠による休養が取れている子どもの割合

5%

28%

４　青・壮年期（20～64歳）

男性

女性

喫煙率
※令和６年調査では「吸っている」＋「時々吸う日が
ある」を合わせた割合

女性

15%

5%

25%

男性

40歳～60歳代男性の肥満者割合（市民＋保護者）

40歳～60歳代女性の肥満者割合（市民＋保護者）

女性

睡眠で休養がとれていない人の割合

職場や市の健康診断・人間ドックの受診率

３　学童・思春期（６～19歳）

減らす

95%

70%

肥満度20％以上の子どもの割合

悪化

評価不能

５　高齢期（65歳以上）

目標達成

目標達成はしていないが、改善傾向

変化なし（測定値に対して、±3％以内）

喫煙率

生活習慣病のリスクを高めるの飲酒をしている人の割合
（男性40g以上、女性20g以上）

睡眠で休養がとれていない人の割合

困ったときに相談できる人がいない人の割合

地域活動や地域の行事に参加している人の割合

年に1回以上歯科健診を受けている人の割合


