
基本目標 1 子どもを育てる喜びが実感できる環境づくり

施策目標 （1） 母と子の健康づくり支援

基本施策分野 ① 母子の健やかな心と身体の育成支援

事業名称 １９年度実績

母子健康手帳発行数５６６人　妊娠１１週までの早期交付   ４８０人   ８４．８％(平成１８年度
86.6%)　　　                                 　目標（妊娠１１周までの早期交付　８０％以上）

延べ助成件数　１，０１９件　（平成１８年度　　９６８件）

実人員１０８人（延べ１２０件）
｛平成１８年度　　７１件（延べ７３件）}

実人員　１４人（延べ６７件）  {平成１８年度　　実人員１２人（延べ６６件）｝

実人員　６９人　（延べ１２０人）　１２．２％　　妊娠届出数　５６６人
｛平成１８年度　　実人員　１０６人（延べ１５９人）　１５．６％｝

実人員　４２組（夫婦）　　１５．０％　　初妊婦届出数　２８０組
｛平成１８年度　　実人員　４１組（夫婦）　　１５．４％　　初妊婦届出数　２６７組｝

実人員１２人（延べ派遣時間５７５．５時間）
（平成１８年度　　実人員５人　延べ派遣時間１１０．５時間）

受診率　９７．９％　　受診者　５６６人　対象者　５７８人
（平成１８年度　　受診率　９７．１％　　受診者　５７３人　対象者　５９０人）
目標：　受診率１００％　未受診者の全数訪問

受診率　９３．７％　　受診者　５６４人　対象者　６０２人
（平成１８年度　　受診率　９3．8％　　受診者　５７４人　対象者６１２人）
目標：　受診率　９５％

受診率　８６．７％　　受診者　５６０人　対象者　６４６人
（平成１８年度　　受診率　８５．７％　　受診者　５６７人　対象者　６６２人）
目標：　受診率９０％以上

来所率　９０．８％　　来所者　５４０人　対象者　５９５人
（平成１８年度　　来所率　９２．５％　　来所者　５４３人　対象者　５８７人）

◎　展開する事業群(1-1-1)

○母子栄養強化事業

○パパママセミナー（マタニティセミナー）

○母子健康手帳の交付（☆）

○妊婦健康診査（妊婦健診費助成）

妊婦・周産期の母
子保健事業の推進

事業内容（細事業）

○不妊治療費助成事業

○子育て講座プラスワンセミナー

○１０か月児発達相談

○3歳６か月児健康診査（☆）

○1歳６か月児健康診査（☆）

○３か月児健康診査（☆）

○産後ホームヘルパー派遣事業

乳幼児期の健診事
業の推進



来所率　９０．３％　　来所者　５３７人　対象者　５９５人
（平成１８年度　　来所率　８３．６％　　来所者　５１９人　対象者　６２１人）

参加者　１２０４人　（乳幼児１２０３人　妊婦１人）
｛平成１８年度　　参加者　１００５人　（乳幼児９８４人　妊婦２１人）｝

①保健センタ－での実施　９６人(平成１８年度　　８７人）
②家庭訪問等による実施　２１人（平成１８年度　　３０人）

３02人           (平成１８年度　　２４３人）

①新生児訪問                （４月～９月）　 ８６．７％　　１３７人　　対象者　　１５８人
こんにちは赤ちゃん事業（１０月～３月）　８６．１％　    ８７人　　対象者　　１０１人
②７９人（平成１８年度　　９３人）
（平成１８年度　　新生児訪問    ９９．２％　２６１人　対象者　２６３人　）

延べ１２４人　　（平成１８年度　　延べ７２人）

延べ５２人　　　（平成１８年度　　延べ６８人）

受診率　２６．５％　　受診者　２６３人　　対象者数　９９２人
（平成１８年度　　受診率　２６．０％　　受診者　２５１人　　対象者数　９６７人）

配布数　７００冊　　　（平成１８年度　　配布数　７７８冊）

新母子健診システム、新予防接種システムの設置

「感染症発生動向調査　京都府週報」により、週ごとの感染症情報を収集

○妊産婦訪問･新生児訪問
　①保健師による訪問（☆）
　②育児支援助産師家庭訪問（★）

○乳幼児訪問

○障害のある児の訪問

○子育て期の健康診査（貧血・高脂血症等）（★）

○妊婦歯科検診（★）

○感染症サーベーランス事業

○母子健康管理システムの充実

○「健康手帳」の配布

○転入時アンケート

○発達相談
　①発達相談（来所）（☆）
　②育児支援家庭訪問発達相談（★）

○妊婦･乳幼児相談・赤ちゃんサロン

○２歳児発達相談

乳幼児期の相談事
業の推進

乳幼児期の訪問指
導の推進

成人期～更年期の
健康づくりの推進

健康情報システム
の充実



（　）は平成１８年度
ポリオ　９１．０％（９４．８％）　　MRⅠ期　１０３．２％（８８．８％）　　MRⅡ期　９１．３％（６６．９％）
三種混合　９１．７％（１０４．３％）　　二種混合(Ⅱ期)　８０．５％（８５．３％）　　日本脳炎　１．２％
（０．２％）　高齢者インフルエンザ予防接種　５１％（４９％）

乳児ＢＣＧ予防接種率　９９．０％（平成１８年度　９３．２％）
目標：乳児のＢＣＧ予防接種率９５％
高齢者（６５歳以上）結核検診実施　　１，２５９人（平成１８年度　　１，１２１人）

動物由来感染症啓発ポスター、結核予防啓発ポスター、ＨＩＶ検査週間及びエイズ月間啓発ポ
スターを庁内に掲示。
ハンセン病に係るリーフレットを窓口に設置。
新型インフルエンザ対策研修会に出席。          (平成１８年度　　同）

母子保健事業の拠
点整備

母子保健事業　１２６事業／年　（平成１８年度　　１１８事業／年）

母子保健事業推進
体制の整備

延べ２，００７人利用／年　　（平成１８年度　　１、９６０人／年）
目標：希望者全員の利用、１箇所、定員１５人

（　）は平成１８年度
活動件数　２，６９３件　（２，７０３人）
会員数　　　　　３２４人　（２４８人）
｛依頼（おねがい）会員　２２５人（１６８人）、援助（まかせて）会員　７１人（６１人）、
両方（どっちも）会員２８人（１９人） ｝
目標：　会員数３００人（依頼、援助　共）　　　活動件数　１０００件

子育てセミナーの
開催

４回（6/13・9/29・12/5・2/23）実施　参加者８４人（平成１８年度　　８２人）（社会教育課と共催）

◎　周産期医療

○一時保育事業の実施

○ファミリー・サポート・センター事業の推進

○妊娠期子育てセミナーの開催

妊娠後期から新生児早期までの期間、母体・胎児・新生児を総合的に管理して母と子の健康を守る医療をいう。

○母子保健連絡会の開催

○保健センター運営の充実

○感染症予防対策事業

○結核予防事業（☆）

○予防接種事業（☆）

リフレッシュのため
の事業促進

健康管理システム
の充実



基本目標 1 子どもを育てる喜びが実感できる環境づくり

施策目標 （1） 母と子の健康づくり支援

基本施策分野 ②
保育所、幼稚園、小・中学校における健やかな身体
の育成支援

事業名称 １９年度実績

・内科、歯科検診　各２回／年
・尿、ぎょう虫卵検査　各１回／年
・視力検査　１回／年　　　　　　　　 (平成１８年度　　同）

職員の検便：月１回全職員
保育所の調理室等をフ－ドスタンプに代えてＡＴＰ値（アデノシン三リン酸）により汚染度を測定
した。 (平成１８年度　　同）

歯みがき教室　３回／年
保健研修　４回／年
手洗い教室　７回／年
保健マニュアルの作成　　　　　　　　　　　　　 (平成１８年度　　同）

定期健康診断（内科、歯科、眼科、耳鼻科検診及び尿・ぎょう虫卵検査）を１回実施。歯みがき
指導を各園で実施。　　　　　　　 (平成１８年度　　同）

市内２園の私立幼稚園に対して、内科検診及び歯科検診を実施した補助として１名１種につき
１，０００円の補助を行った。　　　　　 (平成１８年度　　同）

定期健康診断（内科、歯科、眼科、耳鼻科、結核、心臓検診及び尿・ぎょう虫卵検査）を１回実
施。　　　 (平成１８年度　　同）

各学校で学習指導要領に沿い、指導計画に基づいて指導した。
エイズ教育（小６、中学校）、性教育（小・中学校全学年）、喫煙、薬物乱用の防止等（小６、中
学校）　　 (平成１８年度　　同）

保護者の参加率　４１．８％（平成１８年度　　１２．４％）　　骨粗しょう症を知る児童の割合　７
１％（平成１８年度　　７５％）
目標：保護者参加率50％、児童の骨粗しょう症を知る割合95％

三山木小学校　　　６年　　３２名　　（平成１８年度　　普賢寺小学校　　　５．６年　　３５名）

事業内容（細事業）

保育所における児
童の健康づくり

○保育所における検診等の実施
　・内科、歯科検診
　・尿・ぎょう虫検査
　・視力測定

○食中毒等予防の推進（職員の検便、フードスタ
ンプ）

○歯みがき教室等の保健指導の実施
　・歯科衛生士による歯みがき教室
　・保育所職員に対する保健研修

◎　展開する事業群(1-1-2)

学童期の健康づく
り訪問指導の推進

○小児生活習慣病予防事業「親子骨貯金教室」
（☆）

○「未来君」の食生活支援事業（６年生に調理実
習）（☆）

幼稚園における児
童の健康づくり

○市立幼稚園健康管理事業
　・定期健康診断の実施
　・歯みがき指導

○私立幼稚園健康診断事業（市内私立幼稚園へ
の補助）

小中学校における
児童生徒の健康づ
くり

○小中学校健康管理事業（定期健康診断の実
施）

○健康教育の推進
　・エイズに関する指導を含む性教育の推進
　・喫煙、薬物乱用の防止等、健康に関する課題
への対応



基本目標 1 子どもを育てる喜びが実感できる環境づくり

施策目標 （1） 母と子の健康づくり支援

基本施策分野 ③ 食育の推進

事業名称 １９年度実績

（再掲1-（1）-①） 参加者３９人　（平成１８年度　　４８人）

前期　５６６人（平成１８年度　　５７３人）　　後期　５４０人（平成１８年度　　５４３人）

実施数　５６４人（平成１８年度　　５７４人）

（再掲1-（1）-②）

（再掲1-（1）-②）

申込者　１９人　参加者全５回延べ８３人　年齢　３１歳から７６歳（平均５７．４歳）
｛平成１８年度　　申込者２８人　参加者　全５回　延べ１２７人　年齢４８歳から８０歳（平均６１．９
歳）

行事食・展示食の実施、給食だよりの発行、食育活動（媒体等の作成及び教育）　　 (平成１８
年度　　同）

学校栄養教諭３人による食に関する指導を各小学校巡回して行った。各小学校２回／年　担
任より教科、特別指導、給食時において常時指導を行った。　　 (平成１８年度　　同）

◎　食育

◎　展開する事業群(1-1-3)

保育所、学校にお
ける食育の充実

○保育所給食等における食育の指導の充実

○学校給食等における食育の指導の充実

栄養改善教育事業

事業内容（細事業）

○男性週末クッキング教室

○「未来君」の食生活支援事業

○親子骨貯金教室

○お弁当教室

○パパママセミナー(栄養・調理編）

○離乳食教室（前期･後期）

○幼児食の指導相談

食に関する教育を指すが、単に望ましい食習慣のための知識を身につけるだけでなく、食卓での一家団らんを通じて社会性を育んだり、わが国の
食文化を理解したりする事も含む幅広い教育を含む。



基本目標 1 子どもを育てる喜びが実感できる環境づくり

施策目標 （1） 母と子の健康づくり支援

基本施策分野 ④ 思春期からの健康づくり支援

事業名称 １９年度実績

思春期保健相談士認定研修会への参加　　 (平成１８年度　　同）

エイズに関する予防啓発パンフレットを成人式で６００部配布　　　 (平成１８年度　　同）

思春期子育てセミ
ナーの開催

9/14実施　67人参加　（平成１８年度　　４６人）

小中学校における
児童生徒の健康づ
くり

（再掲1-（1）-②）

◎　展開する事業群(1-1-4)

○健康教育の推進
　・エイズに関する指導を含む性教育の推進
　・喫煙、薬物乱用の防止等、健康に関する課題
　　への対応

事業内容（細事業）

思春期～青年期の
健康づくりの支援

○思春期子育てセミナー

○思春期保健学習会（★）

○性に関する啓発事業（エイズパンフレット配布）



基本目標 1 子どもを育てる喜びが実感できる環境づくり

施策目標 （1） 母と子の健康づくり支援

基本施策分野 ⑤ 医療体制等の充実

事業名称 １９年度実績

乳幼児医療費助成

（　　）は平成１８年度
平成１９年９月から小学生の入院についても助成することとなり、事業名も「乳幼児医療費助成
事業」から「子育て支援医療費助成事業」となる。
対象者数４，５６８人（４００２人）｛０歳～３歳１，７８１人（１，７９３人） ３歳～就学前１，９７５人 （２，
２０９人）  小学生８１２人（無）｝
利用延べ件数　６４，３８２件（５９，７２６件） 　　　　　 助成額　128,879千円（125,264千円）

（　　）は平成１８年度
年間７１日開設（７０日）
受診者数　７７６人（８７６人）　｛6歳以下３７５人（４２０人）、７歳～１５歳１０４人（１１４人）、１６歳以
上２９７人（３４２人）｝　1日平均受診者数１１人（１２人）

・病院群輪番制、八幡市休日応急診療所の利用　６人（平成１８年度　　１３人）
・府事業として、小児救急電話相談事業、小児救急医療体制（山城北保健所管内は、宇治徳
洲会病院・第二岡本病院・田辺中央病院）で輪番体制がとられ、その周知をはかった。
・休日診療所開設時府の救急医療情報システムの活用をした。

関係機関との連携
強化

京都府保健医療計画の見直しがおこなわれ、平成２０～24年度までの5年間の計画が策定され
た。地域の保健医療を支える基盤整備、患者本位の安心・安全な医療体制の確立、および切
れ目ない保健医療サービスの提供が計画の重点施策となっている。計画におけるに市町村の
役割について認識するとともに、病院開設についての意見書を提出した。

○関係機関との連携強化
（京都府保健医療計画における医療体制等の充
実要請等）

○休日応急診療所事業の推進

○地域医療体制の充実
（病院群輪番制・八幡市休日応急診療所）

医療体制の整備・
充実

◎　展開する事業群(1-1-5)

○就学前児童の医療費に係る一部負担金を助成

事業内容（細事業）
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