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地 域 に お け る 健 康 政 策 の 現 状 と 課 題
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　　　　　　　　　　 BY 　EXERCISE 　IN　JAPAN

SH［NYA 　KUNO

Abstract

　 　In　order 　to　estab ］ish　a　health　promotion　program 　for　Taiyo　V
’
illage　in　Ibaragi　Prefecture，　we

initiated　a　research 　project 　at　University　of　Tsukuba 　in　l996．　The 　purpDse 　of 　this　research 　project

are 　as 　follows：1）Examine　health　prom   ロ  n　in　the　independent　elderly 、　who 　make 　up 　the　majority

of　the　elderly 　population ；2）Develop 　measures 　to　prevent　strokes ，　fans　and 　fractures，　whieh 　account

for　about 　hatf　of　the　cases 　in　which しhe　elderly 　become　bedridden ；3）Establish　a　safe 　and 　effective

exercise 　program 　according 　to　sctentifically 　proven 　health　guidelines；4）Assess　the　efficacy 　of

strength 　training ，　which 　has　not 　been　inc  rporated 　into　most 　elderly 　exercise 　programs ，［n　prevent ・

ing　the　elderly 　from　becoming 　bedridden　due　to　falls　and 　fractures；5）Deve ！op 　 a　pr 〔，gram 　that　can

be　easi ［y　adapted 　by　different　municipalities ；and 　6）Accumulate 　success 　stories 　at　Taiy 〔，　Village

and 　di∬ eminaLe 出 em 　throughoutJapan ．　The 　 resultsofthis7
−
year 　Taiyo 　Village 　projecthave

yielded 　several 　importantpoints： 1＞Establishmentofguidelines 　to　improve ［ife　functiDns　l　2）
Developm ヒ nt　of　an 　exercise 　progranl　t  impr（，ve 　and 　mairlta ［n　functional　ability 　for］ife： and 　3）
Reduction　in　medica ［costs ．　The 　resu ］ts　of 　th巳 preser】t　study 　suggest 　that　when 　prQm 〔♪ting　the　health

of 　the　elderly ，　it　is　important　to　not 　only 　study 　the　efficacy 　of　an 　 exercise 　program ，　but　tQ　also 　es ヒab ．

hsh　a　regional 　program　that　effectively 　uUhzes 　research 　findings．

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Jpn．亅，　Phys，　Fitness　Sports　Med ，2003，52　Suppl： 1− 8＞
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　我 々 は
， 平成 8 年 よ り茨城県大洋村 との 健康増

進プ ロ ジ ェ ク トを立 ち上 げた．こ の プ ロ ジ ェ ク ト

は
，

1）図 1 に ある よ うに
， 高齢者の 大部分に あ

た る介護や援助 を必要 としな い 層の 健康増進に着

目 し
，

2） 「
寝 た きり」 に なる 原因の 約半数を 占

め る脳卒中の 予防 と転倒 ・骨折の 予防法 の 開発 を

タ
ー

ゲ ッ トとする， 3）科学的に確認 され た健康

度の ガ イ ドライ ン に基づ き評価 を行 い
， 効果 と安

全性 が確認 され た運 動プ ロ グ ラ ム を実施する ，

4）転倒 ・骨折 を きっ か けと した 「寝た きり」 を

予防する た め に
， 従来 に お い て は 高齢者の 運動 プ

ロ グ ラ ム に は ほ とん ど取 り入れ られ て い なか っ た

筋力 トレ
ー

ニ ン グ の 効果を確認す る， 5）地方 自

治体 で 実 際に 活用 され る シ ス テ ム を作成 する
，

6）大洋村で サ ク セ ス ス トー
リ
ーを作 り， 全 国に

普及す る，と い っ た観点で進め て きた．約7年間

　 〔万 人 ｝
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Fig．1．　 高齢者人 口 予測 と要介護及 び 非要介護 の 内

　 訳 予 測
2）

筑波大学体育科学系健康政策　　　　　　lnstitute　 of 　Health　and 　Sports　Sciences，σniversity 　 of 　Tsukuba ，　Tennodai
〒 305−8577 茨 城県 つ くば市 天 王 台1−H 　1−1−1，Tsvkuba −shi ，305−8576
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の 大洋村健康増進 プ ロ ジ ェ ク ト研究 を進めて きた

結果，高齢者の ため の 1）生活機能の 観点か らの

ガ イ ドラ イ ン の 策定， 2）生活機能 を維持 ・向上

す る た め の 具 体的 な運 動 プ ロ グ ラ ム の 策 定，

3）医療費の 削減効果 ，
など の い くつ か の成果 を

得 る こ とが で きた
1− 3）

．こ れ ら の 成 果 を得て い

く過程に お い て
， 運動の 効果の み を追求 して い く

ば か りで は ，それ らの 研究成果が 地域 にお い て 生

か され に くく，同時に研究成果が生か され る 地域

シ ス テ ム の構築が必 須で ある こ とが強 く示唆され

た
2 ・3）．

　そ こ で 本総 説 で は ，地域 に お け る現状 を整 理

し，21世紀 の 地域 に お ける 運動 を中心 と した健康

づ くり支援シ ス テ ム の あ り方に つ い て概説する．

1 ．運動 を中心 どした健康つ くリシス テムの

　 構築の重要性

　健康 日本 21が厚生労働省で策定 され，さらにそ

の 理論的根拠で ある健康増進法 も平成15年 5 月 に

施行され，現在，全国の 各市町村 も従来の 検診 を

中心 と した予防策の み で はな く，健康寿命 をよ り

延長する こ と の で きる第
一
次予防 の 計画作 りとそ

の 実行が強 く求め られ て い る ．こ れ を達成する た

め の 3 本柱 と して ，休養 ・栄養 ・運動が あげられ

て い るが ，と くに運動に関 して は その 必要性 は十

数年前よ り指摘 され つ つ も，法制化 され なか っ た

ため か
一

般的には市町村 にお い て 運動 に よる健康

づ くりを企画 ・立案 し ， さ ら にそ れ を指導 で き

る 人材 を確保 で きて い な い 現状が 指摘 され て い

る
4）
．しか しなが ら， 多 くの疫学的研究成果 を み

て も，運動の 効果 は明らか で あ り，こ れ を取 り入

れ た中 ・高齢者の健康づ くりを各市町村に お い て

施策化 して い くこ と は ，健康寿命の 延長及び社会

問題化 さえ して い る医療費高騰か らの 脱却 と い う

目的か らす ると，必須の 課題の
一

つ で ある こ と に

は間違 い が ない と考 えられる ．

　我 々 は こ れ まで の 茨城 県大洋村 と の 共 同研 究 と

の 結果か ら，21世紀 の 地 域における運動に基 づ く

健康づ くりシ ス テ ム を構築するた め の 基本概念 を

表 1 に ま とめ た．

表 L 　 21世紀の 地 域 に お け る運動 に 基づ く健康づ く

　　りシ ス テ ム を構築する ための 基本 概 念 〔久 野 2DO3年）

ユ）イベ ン ト的な事 業から脱却 して 千名以上の 住民 が

　 継続的 な 運動 を 実施 で きる 支援体制 を構築すべ

　 き，

2）そ の た め に は，コ ミ ュ ニ テ ィ の 形 成 と メ デ ィ カ ル

　 チ ェ ッ ク及 び体力評価 の シス テ ム 構築が 必要，

3） さらに，効果性，継続性 及 び安全性 の 観点か ら個

　 別 プ ロ グ ラ ム の 提供 と結 果 の 定期 的 フ ィ
ー

ドバ ッ

　 ク の シ ス テ ム 構築が 必要．

4 ＞上 記 の シ ス テ ム を現 実化す る た め に は ，IT を用

　 い た e
−healthシ ス テ ム の 研究開発 が 必要．

皿．寝 たきりの 原因か ら地域がすべ きこ と

　厚生労働省の寝 た きり要因の 資料か ら ， 寝 たき

りの 主な原因 の
一番が ，

「
脳 血管疾患 （脳 卒中）」

で あ り，
「
骨折 ・転倒 」 も上位 を占め て い る

5）．

予防と い う点か ら考えた とき，こ れ らの 要因 に対

して の 対 策を地域が 積極 的 に取 り組 むべ きで あ

る ．

　 しか しなが ら，今後
一

番重要なの は
， 地域が こ

れ らの 知識 を具体的に どの よ うな政策 として そ れ

を構築 し，実践 して い くの か に つ い て で ある．ま

た
，

そ の 実践の効果 に つ い て
， 定期的に科学的な

観点も取 り入 れ なが ら評価 し，改善して い くこ と

が重要に なる．地域は，科学的に 明らか に され た

根拠 を具体的 に地 域シ ス テ ム と して 政 策化して い

くため に は，どうすべ きで あ ろ うか ？

　 A ．地域 と研 究機関 ・産業界 と の 役割分担 （効

　　率の 良 い 行政）

　平成 14年度に茨城県83全 市町村 に調査 を実施 し

た結果を踏 まえ て
， 現状 を解析す る と

，
こ れ ま で

，

市町村 の 健康 日本 21におけ る各種行政 施策は ，
一

般的に，事務方が 案を作 り形式的な会議 で それ を

承認する
「
策定委員会方式」 で 実施 され て い る

6）．

しか し，時間をかけ住民 ニ ーズ を把握する こ とが

な か っ た り，安易 に 国 の 施策 の 焼 き直 しで もっ て

良しと した り，必要な ときに必 要な議論をしない

ま ま に事業や施策 を受け入 れた り等の 点 で ，地域

住民の ニ ーズ を反映 させ る事が あま りな されて い

な い 現状が み られ る
4）．また，市町村 も，普段 か

N 工工
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44％

13％

Fig，2．

　 推進方法 の 進 め 方
4〕

11％

ロ 役 所内 スタッフの み
．

e 大 学研 究機関協力 1

　 　 za民間委託

　　　26，、 1・ 未 定 　 1
茨城県の 健康 凵本 21に伴 う地方計画策定の

らの ，地域の 意見（声）の収集に努力を払 っ て お ら

ず，必要事業の 優先度 を客観的に把握 して い な い

た め に
， 計画性や 効率性 の 点等で

，
十 分な対応

が 出来て い な い 現状が 示 された
’1｝
．こ れ ら の 現状

は
， 健康 日本21が策定 され て も， 市町村側の 体制

を変える取 り組み ，ある い は シ ス テ ム も併せ て提

示 されなければ
， 具体 的な成果が得 られ る よ うな

取 り組み に な っ て い か な い こ とが 示唆され て い

る ．こ れ を可 能 とする ため に は
， 久野が実施 した

茨城県全市町村 の健康づ くり実態調査 を見て も，

大学など の専門的機関 との 連携 に期待感を示 して

い る現状が示唆 され て い る （図 2）
4 ）．と くに こ れ

か ら の健康づ くり政策に は，科学的根拠 を持ちな

が ら地域 の 実情にあわ せ た実施計画づ くりが重要

とな る こ とを考慮す る と，そ の ため に は ，専門家

集団 の協力が必須的事項に なる と考 え られ る ．し

か しなが ら，全 国約3200市町 村の 全 て が ，健康増

進に対 して だ けの 目的で ，多 くの専門家 を職員と

して抱 える こ とは，現 状で は非現実的である．こ

れ を解決する ため に は
，

こ れ まで 大学な ど の 地域

に お ける研究機関 との 協力関係 の 構築が成否 の 鍵

とな っ て い た と考え られ るが ，今後 は こ の 事業そ

の もの が 産業化する こ と に よ り， 活性化が 期待 さ

れ る と同時に，体育系大学にお ける学生 の 将 来の

有望な職域 と し て も確 保 され る こ とが 期待 され

る．また，数年前 よ り PFI （Private 　 Finance 　 In・

itiative　l 公共の サ
ービ ス に お い て民間 の 資金 ，経

営能力 ， 技術 的能力活用の 促進）と い う法律 が施

行 され た こ ともあ り， 行政 の
．・部 をよ り効果 的

及 び 効 率的 に進 め て い くた め に，民 間 企 業 や

NPO な どの 組織 に 委託する こ と に よ り， こ れ ま

で よ りきめ の 細か い サ ービス が可能に なる と考え

られ る ．

　 B ．健康増進事業 に対する対費用効果の必要性

　健康増進事業は，住民が直接的に効果を実感で

きる事業で あるため，そ の 内容 に関 して 関心 が高

い と
一般的に は 考え られ るが ， 必ず しもそ うで は

な い 現状が認め られ る ．なぜ な らば，茨城 県の 例

で 見 ると市町村が実施 して い る 教室的な事業へ の

参加者 は 1年当た りせ い ぜ い 50名以 下の もの が ほ

とん ど で あるた め で ある （図 3 ）
d＞
．こ の こ とは，

〔％ ） o50

名 以 下

50 −100 名

100 −200 名

200 名 以 上

lD　　　　　　　20 　　　　　　　3D　　　　　　　40　　　　　　　50　　　　　　　50

m

Fig．3．　 茨城県内の 健康増進事業 と して の 運 動教室

　 の 参加人数
4）

対費用効果 と い う点で 見 る と，自治体に とっ て 最

初か ら効果が 出な い 事業を実施 して い る とい う皮

肉な状況 に陥 っ て い る と考えられ る ．こ れ を解決

する ため に は，多 くの 住民が こ の よ うな事業 に参

加 で きる よ うな地域 シ ス テ ム の 作成が求め られ る

こ とに な る と考え られ る．そ の よ うな シス テ ム の

作成及び そ の 運営の た め に
， 自治体が 一定の コ ス

トをかける こ とは，そ の効果が得 られ るの であれ

ば十分 な意味 を持 つ こ とになる．しか し，当然な

が ら良い こ とで あれ ば い くらで も費用 をか けて 良

い とい うこ ととは別問題で ある ．健康づ くりで も，

そ の 事業に対す る評価を実施 し，対費用効果 もに

ら み な が ら
，

そ の事業の 有効性 を検討 し て い くこ

とが 重要 とな る
7＞
．

　健康事業づ くり事業の経済的な物差 しと して代

表的な もの に，医療費 の 評価が あげ られ る
7 ）
．大

洋村で は，老人保健医療費の通院費が村で 健康づ

くりを中心 に行政 を進め て きた結果 ， 減少傾 向を

示 した （図 4 ）
8）
．また ，大洋村 の 健康増進施設 に

筑波 大学が 共 同で開設 した運動 を中心 と した
「
い

きい き教室」 の 参加者 と非参加者の 2 年後の 医療

費の 伸びは，非参加者に対 して 約半分 を示 した
9）
．

1年間の
一

人あた りの老人医療費削減効果 は
， 年
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一Eleotronio 　Library 　



The Japanese Society of Physical Fitness and Sport Medicine

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Sooiety 　of 　Physioal 　Fitness 　and 　Sport 　Medioine

4 久　野

1円119

、OOO18

，00017

，00016

，000IS

，OOO

〔％ 冫

2S

表 2 ，　 運動継続 と い う視点か らの 地域 に おける 健康

　　教室 の メ リ ッ トと課題 （久野2003年）

20

15

14，0ee 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 lO

　 　 　 3年　 4年　　5年　 6年　 7無 　　8年　 9年　 io 年　 11 年

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （年樹

Fig．4．　 茨城県大洋村 の 老人医療費 ・通院費 の 年次

　　推移
8）

間で 約 2．5万円 と計算され て い る
9）．もし仮に 1000

名が こ の よ うな教室 に参加ある い は家庭で 運動を

継続的に実施 したとする と，年間で 2千 5 百万円

の 医療費の 節約が可能 となる と試算 で きる こ とに

なる．例 えば，年間当たり1 千万 円 の 事業費で 健

康増進事業を展開 した として も， 1千 5 百万円の

医療費節約が 可 能 と なる こ とが 示 唆 され る．ま

た，こ の よ うなプロ グラ ム で寝た きりにな る住民

数 を減少させ る こ とが出来れば，介護保険の 給付
’

金 も減少を もた らす こ とが期待 され る．さら に こ

れ らの 医療費 の 節約は
， 住民 の 健康度が上昇 した

こ とを間接的 に示唆 して お り，そ の こ とがそ の 地

域 の 活力増大に 貢献 し
， そ れ に伴 う経済的効果 も

期待されるで あろ う． したが っ て ，こ れ らの 結果

は，自治体が寝た きり予防に関する健康増進事業

を シス テ ム 的に進め て い くこ と の重要性 を示 して

い る ．

　 C ．健康増進事業 ＝ 健康教室的な発想か ら の脱

　　却

　大洋村プ ロ ジ ェ ク トで は，寝 た きりを予防で き

る高齢者の た め の 効果的 で 安全 な運動 プ ロ グラ ム

及びそ の シ ス テ ム 化を主眼に進め て きた．そ の た

め に ， 大洋村の 健康増進施設で ある
「 とっ ぷ さん

て大洋」 に運動教室を開設 し，い くつ か の 成果 を

得て きた．しか しなが ら，寝た きり予 防 とい う観

点か らの 地域 で の健康づ くりの シ ス テ ム 化 と い う

点で は，運動教室 の メ リ ッ トと同時 に い くつ かの

課題 も明 らか とな っ た 俵 2＞
4）．

　こ れ らを解決する た め に久野 は
，　 1）運動 をラ

イ フ ス タイ ル に取 り入 れる た め に は ，個別 プ ロ グ

メ リ ッ ト

1 ．運動を介 した コ ミュ ニ テ ィ形成が 進 み，そ れ が 運

　 動継続 に プ ラス に作用 した．

2 ．若い 世代 の イ ン ス トラ ク タ
ー

との 交流が運動継続

　　に プ ラ ス に 作用 した，

3 ．個 人 ご との メ ニ ュ
ー

で あっ た ため ，開始初期 に も

　 比 較的容易に 実施 で き
，

また 効果 も得 や す か っ た

　　こ とが 運 動継続 に プ ラ ス に 作用 した．

4 ．半年ご と に 評価 を入 れ，効果 を確認 し，結果 に併

　 せ て プロ グ ラ ム も改善した こ とが 運 動継続に プ ラ

　 ス に作用 した．

5 ．回数を決めた教室で はな く，通年開催 され て い る

　 の で 参加者 の 運動継続が容易で あ っ た．

6 ．全体 で 動 くプ ロ グラ ム と個人の プロ グ ラ ム で 構成

　　され て い た た め，都合が 悪 くて も，別 の 日に 来館

　　し，個 人 プ ロ グ ラ ム の み を実施す る こ とが で きた．

課　題

1 ．どち ら か と い うと参加者 は 健康 に 対 して 積 極 的 ，

　　ある い は 体力 に 自信の ある 方 が 多い ．

2 ．個 人 メ ニ ュ
ー

（筋力 トレ
ー

ニ ン グ と 自転車エ ル ゴ

　　で の 運動）だ け で ス ター
トした 群 は

， 参加者全体

　　で 行 うプ ロ グ ラ ム と個 人 メ ニ ュ
ー

の 併用群 に 比べ

　　て，教室脱落率 が高い 傾向に あ る．

3．一
度家庭 の 事情 で教室を欠席する と復帰し に く く

　　なる．

4 ．家庭 の 事情で 参加 で きなくなる と，家庭 で は 運動

　　を継続 しない ．何 を行えば よい の か も知 ら ない し，

　　指導 され て い ない ．

5 ．多くの 市町村が 現在 の イ ン フ ラ で 対応 で きる 教室

　　的事業 は，多くの 住 民 が 参加 を 希望 す る と対応 不

　　可 能 に 陥 る．

6 ．大洋村 で は，個別 メ ニ ュ
ー

に よ る 運動 プ ロ グ ラ ム

　　が よ り効果的 に しか も安全 に 運動 を実施で きた 要

　　因 で あ っ た が，対象者が 1，000名あ る い は 10，000

　　名以 上 の 規模 に な っ た 場合，一
部自動化 され た シ

　　ス テ ム が 構築さ れ て い な けれ ば個別対応 は実施不

　　可 能 で ある．

ラ ム をベ
ー

ス に して ，教 室的事業 と家 庭 を ワ ン パ

ッ ク に した事業展開をすべ きで ある こ と
，

2）地

域 の 健康増進事業は
，

一部の 住民の み を対象 とす

る の で はな く， 様々 な健康状態お よび ニ ーズ を持

っ た多 くの 住民 を対象 と して い る ため，多様 なコ

ン テ ン ツ を用意すべ き，と指摘 して い る
の
，
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D ．個別対応 を可能 とする21世紀の 健康 ・体力

　つ くり

　
一

地域 にお ける e −health シ ス テ ム の 構築一

　こ れ まで の 我 々 の研究結果，及 び他の 先行研究

を基 本に ，こ れか らの 地域 の 健康 ・体力つ くりの

あ り方は，以下 の ように まとめ る こ とが で きる．

1）地域 に多 くの 多世代型 の コ ミ ュ ニ テ ィ を形成

　　する ．自治体 の役割は 主体で はな く， 形 成 の

　 　ため の サ ポ
ー

タ
ー
役 で あ る ．

2）高齢者の 健康 ・体力つ くりを進め る にあた っ

　 　て は必ず メ デ ィ カ ル チ ェ ッ ク に基づ く運動実

　 　施の 可否判定 を実施する ．これを地域で 実現

　　化するた め には，地域で実施 して い る予防検

　　診 を利用す る とと もに ， 地元 医師会等 との 連

　 　携 をは か る．

3）運動 を効果的に ，安全に そ して 継続的に進め

　 て い くた め に は
， 運動教 室等の プ ロ グ ラ ム の

　 中心は個別 プ ロ グラ ム を作成する ことが必要

　 で ある ．同時に
， 効果をモ ニ タ

ー
し，必 要 に

　 応 じて そ の プ ロ グ ラ ム を修正 して い くこ とが

　 必要で あ る．ただ し，現状 で は市町村で 作成

　 す る こ と は 人 的資 源 の 点か ら困難で あ るた

　 め，外部機関に ア ウ トソ ーシ ン グすべ きで あ

　 る ．

4）地 域 の健康 ・体力 つ くりに おける運動指導 に

　 関 して
， 茨城県 の 調査結果 に基 づ くと体育指

　 導委員及び健康運動指導士等の 関係者があま

　 り関与 して い ない 現状が 明 らか とな っ た ．こ

　 れ は，こ れ らの 事業が保健 セ ン タ ー等の 管轄

　 下 に あ り，そこ が 中心 となっ て 実施 され て い

　 る ため で あ る と考え られ る．今後の 地域 の健

　 康 ・体力 つ くりに 関 し て は
， 教育委員会及び

　 保健 セ ン タ
ー
等が連 携 した事業構成 を必ず構

隆自治体 ・各個人が 研嬲 関の

特別な支援な しで プロ グラム を
：

個別対応で運用 で きる環境整備

＼
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6 久　野

　　築すべ きで ある と考える．

5）現在実施 して い る地域 の 健康
・
体力つ くり事

　　業 は，イベ ン ト的な もの が多く，また常時実

　　施され て い る事業 も参加者数が少な い ．また
，

　　それ らの 事業に関 して の 評価が ほ と ん どなさ

　　れて い ない ．地域は
，

こ れ らを全て 理想的に

　　実施で きる シ ス テ ム 構築 を緊急に実施す べ き

　　で ある ．

　我々 は，こ れ らの 課題 の 解決及び今後の 施策の

方向性 を考える にあた っ て ， 地域 における IT を

利用 した双方向に よる健康 ・体力つ くり支援 シ ス

テ ム 「
e
−health」 の 構築 を提案する，

　e
−healthとは ITを用 い て 住民 と行政 をつ な ぎ，

健康 ・体力 つ くりの 行動 を支援 して い く社会シ ス

テ ム をさす．具体的に は ，図 5 に示 した よ うに 地

域の コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン ターと家庭 を結び，住民は

どち らで も体力評価 に基 づ く自分 の プ ロ グラ ム を

実施する こ とが で き る．さら に ，1 日の 運動内容，

例 えばエ ア ロ バ イ クを実施 したとすれば，その 日

の 消費カ ロ リ
ー
，心拍数 の 推移 ，運動負荷強 度な

どの デ ーターが ボ タ ン
ー

つ を押すこ とに よっ て セ

ン タ
ー

の コ ン ピュ
ー

タ
ー ・サ

ーバ ー
に転送 され，

保存され る．また ， 身体活動量 を増すた め の プ ロ

グ ラ ム は
，
1 週 間以 上 の 歩数デ

ー
タ
ー

が保存 され ，

そ の デ
ーターをコ ン ピュ

ーターに転送で きる もの

を用 い る こ とに よ り，日々 の 活動量 を，個人 も行

政 の 担当者 もモ ニ ターす る こ とが で きる．

　 こ の よ うなシ ス テ ム を用 い れば，現在の行政の

人員数で も， 多数の 個別 プ ロ グ ラ ム を処方する こ

とが 可能で あ り，また こ の 事業 の 効果 に関 して も，

比較 的容易 に 評価 を して い くこ とが で きる （図

6）．そ して ，広 く住民 の 健康
・体力 つ くりが な

Fig．6．　 21世紀 にお け る e
−healしh シ ス テ ム の プロ トコ

ー
ル
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され る こ とに よ り，医療費の 削減 も大 い に 期待 さ

れ る こ とにな る と考え られ る ．

　また
， 参加する住民 も日 々 の デ

ー
タ
ー

をや りと

りする こ とに よ り，身近に 自分の 健康情報 に対 し

て 関心 を高め る こ とがで き，それが健康 ・体力つ

くりを継続 して い くこ と に大 き く貢献する こ とが

期待され る
10）．

　本総 説 に 用 い た 研 究 成 果 の
一

部 は，平 成 9 〜14年度

に わ た り実施 さ れ た 筑波大学先端学際 領域研究 セ ン

ター
（TARA ）プ ロ ジ ェ ク ト（代表　久野 譜 也〉，平 成 11

− 】6年度 に実施 され て い る 文部科学省科学技術振興調

整費（代表　村 上 和雄），平成 13〜17年度 に 実施 されて

い る総務省通信 ・放送機構に よ る研究課題 （代表　久

野譜也）な ど に よ り実施 され た もの で あ る．こ こ に 記

して 感謝する，

皿．お わ り に

　我 々 は 必ず ど こ か の 地域 に属 して い る こ とを考

え る と，健康 ・体力 つ くり事業 にお け る地域の 役

割は 非常 に大 きい と い えるだ ろ う．他方，どちら

か とい えば こ れ まで の 日本は
， 疾病予防第一主義

で 進ん で きた．しか しなが ら，こ の ベ ク トル を健

康寿命の 延長に 変え て い くた め の 科学的根拠は
，

まだ十分で な い の が現状で ある．

　表 3 に示 した ような緊急か つ 重要な課題に対 し

て
， 地域 と研究機関 が 共同 で 取 り組む こ と が必要

で ある．

表 3，　今後 の 予防を主眼 と した 地 域健康 政 策の 課題
3）

1．後期高齢者 の た め の 寝た きり予 防策の 策定

2 。健 康
・
体力づ くり事業の 医療費の 削減効果の 検証

3．健 康 か つ 安全 か つ 安心 を実現す る 日本型地域社会

　　の 実 現 の た め の 政 策

4 ．多数の 住民が参加で き，継続可能な健康
・
体力づ

　　くりシ ス テ ム の 構築
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