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 人間ドック健診情報管理指導士制度の概要（案） 

 

【認定】 
目 的 

「特定保健指導」を行うにおいて、有効かつ適切な保健指導が行える知識・指導

技術の修得とともに、特定保健指導を適切に企画、評価できる人材を養成するこ

とを目的とする。 

 

名 称  

「人間ドック健診情報管理指導士」とする。 

通称：人間ドックアドバイザー 

 

資 格  

医師、保健師、管理栄養士に限る 

 

対象者 

※医師（研修医も含む）、保健師、管理栄養士で①または②の該当者 

①日本病院会の施設会員職員または個人会員 

②日本人間ドック学会の施設会員職員または個人会員 

 

※基礎編／計画・評価編／技術編の全ての分野を受講後に認定証を発行する。

認定後は、特定保健指導事業の統括者の資格と特定保健指導の初回面接、対象

者の行動目標・支援計画の作成、保健指導の評価に関する業務及び保健指導の

実務を行う資格とする。 

 

＊看護師（施設長の推薦を必要とする）で①または②の該当者 

①日本病院会の施設会員職員または個人会員 

②日本人間ドック学会の施設会員職員または個人会員 

 

※基礎編／計画・評価編／技術編の全ての分野を受講後に修了証を発行する。

平成 24 年 3 月末迄の期間に限り、特定保健指導の初回面接、対象者の行動目

標・支援計画の作成、保健指導の評価に関する業務及び保健指導の実務を行う。

加えて平成 23 年 3 月をもって研修を終了する。 

 

＊事務系等については、基礎編を中心とした受講内容のみ、オブザーバー参加

を認める。 

 

 

 

 

 

資料３ 



あなたは，20歳のときからどれだけ体重が増えましたか？　その増えた分は何でしょうか？　脳の重

量？　骨が太くなった？　いいえ，ほとんどが余分な脂肪なのです。その脂肪は内臓，とくに腸の周囲にた

まっています。この内臓脂肪の増加に比例して腹囲も大きくなるのです。内臓脂肪は高血圧，高血糖，高中

性脂肪を引き起こします。

食事摂取エネルギーをINとし，身体活動消費エネルギーをOUTとすると

という式ができます。

あなたはいまエネルギー（単位 kcal）を持ち過ぎていませんか？　エネル

ギー倒産（病気）にならないよう，減らす計画をたててみましょう。

IN　 OUT＞� … 体重（腹囲）増加�

IN　 OUT＜� … 体重（腹囲）減少　�

目標の設定

空欄に数字を入れていきましょう。

男性85センチ未満，女性90センチ未満が理想ですが，無理な
目標は達成困難なだけでなく後戻りしてしまう可能性が高いです。
4週間で1センチ減少させるのが標準コースです。まずは3～5

センチ減らすことを目標にするのがよいでしょう。

平日と休日では，生活スタイルがまったく違う人も少なくありません。1日ごとの変化にとらわれず，

週単位で修正していくのが長続きのコツです。

●目標計画は

●そのためには

現在，あなたの腹囲は（あ ）センチ

（い ）週間で（う ）センチ減少させる （ あ ）－（ う ）ですから

（う ）センチ×7000kcal＝（お ）kcal分減少させる必要があります。
1週間当たりでは（ お ）÷（ い ）週間＝（か ）kcal減らせばよいですね。

（え ）センチが達成目標ですね。
達成予定日は（ 年　　　　月　　　　日）となります。

1センチ減少させるのに7000kcal必要�

日本人間ドック学会 特定健診パンフレット・11
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   特定健診・特定保健指導施設機能評価実施要綱（案） 
１．目的 

 本評価は、特定健診・特定保健指導施設の評価を行い、質の改善活動を促進し、受診者が安心して健

診を受けられることを目的とする。 
 書面調査と自己評価による施設認定と専門教育を受けた調査員による実地調査の結果により質の改

善のための助言を行う。 
２．対象施設 

 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査（特定健診）および特定保健指導を行おうと

する健診施設とする。ただしすでに人間ドック健診施設機能評価を受審し、認定を受けた施設は別途考

慮する。 
３．評価の枠組み 

 評価は書面による評価と訪問による評価の二段階による。書面による評価は、別に定める申請条件の

基準を満たすことを前提として、健診施設概要および活動に関するデータの提示を求めるもので、あわ

せて評価基準に基づく自己評価を行う。 
 訪問による調査は書面による調査の情報に基づいて、実地で評価基準に基づいて評価する。 
４．評価基準 

 評価基準は領域別に大項目・中項目・小項目の三段階構造とする。領域評価は評価内容の大きな分類

を示すものである。本評価基準では、 
 １．基本的事項と組織体制、２．地域・職域との関係、 ３．受診者の満足と安心、４．事業の質の

確保、 ５．運営の合理性 の５つの領域を設定している。 
 大項目は各領域における評価基準の枠組みを示すものである。中項目は実際に評価を行う基準であり、

「５．極めて優れている」「４．優れている」「３．適切」「２．不適切」「１．極めて不適切」の５段階

で評価する。中項目を評価するにあたりより具体的な活動・事項を示す小項目を設定している。小項目

は「a．適切」「b．中間」「c．適切でない」の３段階で評価する。 
５．調査者 

 訪問調査者をサーベイヤーと呼称する。 
 訪問調査においては、設定された評価基準に基づいて適切に評価できる専門の調査者を養成し、実施

する。 
６．評価手順 

 書面による評価 
   書面調査票（施設概要データ）・自己評価票 

訪問による評価 
   調査者が半日（原則 13 時～16 時）訪問して評価基準との適合度をチェックする。 
   調査者は１名とする。地域等の都合を考慮する。 

特定健診・保健指導施設機能評価小委員会（評価部会）／予防医学委員会 
   書面および訪問による調査報告を基に評価結果の検討を行う組織と、評価結果から最終的な認定

の判断をする組織を設置し、認定を行う。 
＊ただし事業開始当初は、暫定的に書面調査のみで仮認定を行い、３年以内を目処に訪問調査を実

施する場合も認めることとする。 
７．認定期間 

 認定期間は５年の更新制とする。（認定満期を迎える年度中に更新申請調査を受審する） 
 ただし認定施設が人間ドック健診施設機能評価認定施設の場合、この限りではない。 
 認定開始日は、社団法人日本病院会で承認された日とする。 




