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ヘルスプロモーション

2

健康

QOL
（⽣活の質）

環境整備

パワーアップ＝
教育

ヘルスプロモーション，島内憲夫（1987）⼀部改変



教育的アプローチ

• KABモデル（KAPモデル，behaviorがpracticeと呼ばれる
こともある）古典的なモデル（1950年代）

• ⾏動の実⾏は，必ず，知識から始まるか，という疑問
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⼀般的な
教育的アプローチ ⾏動

環境個⼈
（知識や態度）

相互決定主義（社会的認知理論）

4Bandura(1978) American Psychologist, 33:344-358 



⾏動

環境個⼈
（知識や態度）

環境的アプローチ

相互決定主義（社会的認知理論）

5Bandura(1978) American Psychologist, 33:344-358 

環境的+教育的
（表層的）アプローチ



環境的な教育的アプローチの限界
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ポピュレーションアプローチでも，
教育的なものでは，格差を広げる

教育的アプローチは，もと
もとリスクの低い⼈ は
下げるが，⾼い⼈ には
あまり効果がない

Frohlich & Potvin(2008) American Journal of Public Health, 98, 216-221.



⾏動変容を考えた消費者の傾向︓
3つのセグメント

Nutritionally 
Vigilant

Nutritionally 
Predisposed

Nutritionally 
Disinterested

栄養に注意深い⼈

栄養を気にする⼈

栄養に関⼼がない⼈

Wansink B(2015) Psychology & Marketing, 32(5):486-500. 7



環境的・教育的アプローチの例

• ⾷堂に，卓上メモを置いて栄養情報の
提供を⾏う

• WEBサイトにレシピを掲載する
• 施設内に，栄養のポスターを掲⽰する
• 街で，健康冊⼦を配布する
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表層的アプローチ
ということもある



パンメーカーが協⼒し，10年間かけて，
1.23gから0.98gまで下げた（100gあたり）
尿中⾷塩量は，9.5±4.71g/⽇から，
8.1±5.79g/⽇
（He et al, J Hum Hypertens 2014; 28: 
345-352） 9



介⼊のはしご（Ladder of Intervention)

Local Government Association (2013) Changing behaviours in public health, p.3

選択を禁⽌

選択を制限

逆インセンティブ

インセンティブ

デフォルト

選択を可能

情報提供

介⼊無し

広
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ナッジ（nudge）

• ⼈をひじで軽く押したり
つついたりすること

• 強制ではなく，⼈が⾃然
にその⾏動をとるように
，しむける

リチャード・セイラー , キャス・サンスティーン
(著)︓実践 ⾏動経済学（2009）⽇経BP社

2017年
ノーベル経済学賞 11



Arno & Thomas(2016) BMC Public Health. 16:676

42の論⽂をレビュー
平均で15.3%健康な⾷⾏動が増えている
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Cadario R, Chandon P (2019) Which Healthy Eating Nudges Work Best? A Meta-Analysis of 
Field Experiments, Marketing Science, Articles in Advance, pp.1-22

栄養成分表⽰

⾚⻩緑のよう
な強調表⽰

⽬の⾼さに陳列，レジ
横に置く，メニューの

⼀番上に表⽰など ランチにサラダ
を︕といった呼び
かけやPOP表⽰

おいしそうな陳列，盛
付，メニュー名など

⾷べやすく，or 
取りやすくする。

デフォルト

ポーションサイズ

ナッジのタイプによる効果の違い
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コンビニエンスストアにおける ナッジを
活⽤した⾷環境整備

14
川畑ら（2021）フードシステム研究，27(4)226-231



ネーミング
［グルメ］

さわやかシトラス
キャロットサラダ
（Twisted citrus-
glazed carrots）

［基本］
にんじんサラダ

（Carrots）

［制限的な健康推進］
砂糖不使⽤シトラスドレッ
シングのにんじんサラダ
（Carrots with sugar-
free citrus dressing）

［健康推進］
賢い選択ビタミンCたっぷ
りシトラスにんじんサラダ
（Smart-choice vitamin C 

citrus carrots）

Turnwald et al(2017) JAMA Intern Med, 
1;177(8):1216-1218. 15



⾷物選択を変える CAN アプローチ
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Attractive
-Name
-Appearance
-Price
-Expectations

Normative
-To order
-To purchase
-To eat

Oneʼs Food 
Choice

Taste
Evaluation

Habitual
Choice

Wansink B(2015) Psychology & Marketing, 32(5):486-500.  Page 488, Figure1

魅⼒的に︕

便利に︕
普通に︕

Convenient
-To see
-To order
-To pick up
-To consume



誰もが望ましい⾷習慣を⾝に付けるために
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C（便利に）
⾯倒くさい，⼿間がかかるなどを排除し，
実⾏しやすい環境にする

A（魅⼒的に）
美味しそう，楽しい，⾯⽩そうといった
ポジティブな印象をあたえる

N（普通に）
考えなくても⾏動をとるよう，
それがあたり前の環境を作る

選びやすいように⽬⽴たせる
⾷べやすいように調理する

盛付けでおいしそうにみせる
ポイントカードを作る
メニュー名を変える

最初，少なめ
に盛って，お
かわり⾃由に
する
最初から，つ
けておく



182021年2〜6⽉ 計4回会議



検討会のキーワード
• ⾷環境整備（⾷品へのアクセス，情報へのアクセス）
• 産学官連携
• 地球環境・⾃然環境への配慮
• 無関⼼層
重点課題︓
減塩，
若年⼥性のやせ，
経済格差に伴う栄養格差

19健康的で持続可能な⾷環境戦略イニシアチブ
https://www.nttdata-strategy.com/hsfe/



横浜市の食環境整備の方向性と取組の検討

食に関する健康課題 事例 横浜市が考える取組 店舗内で実施できる取組

①バランスよく食べる人
を増やす

・沖縄県南風原町役場
弁当利用者が多い地域の健康課題解
決に向けた町役場と中食事業者の連
携によるスマートミール弁当普及の
取組

・子どもでもバランスよく選べるような店内になっている
　主食＋主菜＋副菜
・表示の仕方が、他店や他企業と共通の表示になっていて、どこで
買っても、バランスの確認ができる。

・食事内容を気にしない人でも、買った弁当がバランスよくなってい
る。
⇒日替わり弁当、お買い得弁当が、バランス弁当になっている。弁当
を食べ終わると、弁当容器のそこにバランスについての説明が書か
れている。（イラストで）

・黄（ごはん、パン、面等）、赤（肉、魚、卵、大豆製品）、緑（野菜）が揃っ
たら、割引とかポイントが付く
⇒6月の食育月間や10月の健康づくり月間とコラボ

②食塩摂取量を減らす

・株式会社ファミリーマート
こっそり減塩・・・美味しさとボリュー
ムをそのままにして減塩

・福島県
　スーパーで販売する総菜の塩分量
を客に周知しないで減らす「『無意識
の減塩』環境づくり推進事業」
４か月の使用量でみると約２３０キ
ロ・グラムの減塩

・イオンリテール株式会社の地域にお
ける産官学連携による減塩の取組
　「減塩普及啓発事業」
①常設の減塩商品コーナーの設置
②減塩オリジナルレシピの共同開発
および店内・市内での配布
③千葉市ウェブサイトでの照会およ
び事業の効果検証

・売り場の陳列・・・減塩商品が、目のつきやすい場所にある
・こそっと減塩
・総菜商品が、減塩使用になっている。
　　　　　　　　　　　　　　⇒お買い得商品からか？

・1歳から食べられる商品だとわかるマーク表示
　⇒大人の減塩にもつながる

③野菜摂取量を増やす

・野菜の総菜を種類多く
・下準備がしてある素材の商品
⇒味付けは自分で調整できる、ゆでっぱなしの青菜、ゆでてあるアス
パラ、和えたり、いためたり汁に入れたり使える
・１パックが素材重量で７０ｇ、１４０ｇとかで売られている

・野菜の日の8月か6月の食育玄関に合わせ、野菜を5色？5種類
買ったら、ポイント付与、または割引？
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今後のスケジュール（予定）
R4年度 R5年度
4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

市会 ２定
骨子案

３定
素案

４定
ﾊﾟﾌﾞｺﾒ報告

１定
議案審議

健横２１
推進会議

●
９月

●
３月

●
８月

●
12月

評価策定
部会

●
８月

●
10月

●
2月

委員再任・部会設置 期間延長

食育部会
●
７月

●
１月

●
７月

●
11月

食環境
検討会

●
６/21

●
9/21

●
11/17

（時期未定）

（時期未定）
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