
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

計画の体系図 
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第３次沼津市食育推進計画 概要版 
令和３年度～令和７年度 

誰もが望ましい食との関わり方を 

身につけられるまち ぬまづ 
～健康な心と体を保ち、豊かな人間性を育てる～ 

食習慣は健康の基礎であり、望ましい食生活は健康寿命の延伸に資するものとなります。家庭

を中心に、学校や地域・関係団体・行政等の協働による食育の推進が重要となります。 

そこで、本計画は、市全体で市民誰もが健康と健全な社会を望むことのできるまちを目指して

いくという趣旨のもと、次の６つの方針を掲げ、それぞれの対策となる取組を進めます。 

 

１ 家庭における食育の推進         ２ 学校等における食育の推進 

３ 地域における食育の推進         ４ 生産者と消費者との交流の促進 

５ 環境と調和のとれた農林漁業の活性化   ６ 食文化の継承 

令和３年３月 

沼津市 

 健康寿命の延伸に向けた食育の推進 

基本理念 基本方針 施策 

３ 地域における 

食育の推進 

４ 生産者と消費者 

との交流の促進 

２ 学校等における 

食育の推進 

１ 家庭における 

食育の推進 

〜
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５ 環境と調和の 

とれた農林漁業 

の活性化 

 地域を通じた共食の推進 

 様々な主体と連携した食育の推進 

 食に関する教育の充実 

 学校給食での地産地消の推進 

子どもの基本的な食習慣の育成 

妊娠期・授乳期の食育の推進 

食品ロスを削減するための取組 

６ 食文化の継承 
 食文化についての学習機会の提供 

 望ましい食生活の実践 

 歯と口の健康を通じた食育の推進 

 農林漁業者等との連携による食育の推進 

 地産地消の推進 

 就学前の子どもに対する食育の推進 

 食文化継承のための活動への支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生産者と消費者との交流の促進 

３ 地域における食育の推進 

６ 食文化の継承 ５ 環境と調和のとれた農林漁業の活性化 

食をめぐる本市の現状 

・食品ロスを削減するための取組 

・地産地消の推進 

・食文化継承のための活動への支援 

・食文化についての学習機会の提供 

基本方針 

・様々な主体と連携した食育の推進 

・地域を通じた共食の推進 

・康寿命の延伸に向けた食育の推進 

・歯と口の健康を通じた食育の推進 

【朝食を家族と一緒に食べる頻度】 

・農林漁業者との連携による食育の推進 

・地産地消の推進 

【学校給食に地場産物を使用する割合】 

【特定健康診査有所見状況】 

〇標準化該当比※では、男性は、全て県より高い数値となっています。女性は、「高血圧症有病者」「糖尿病有病者」を

除き県より高い数値となっています。特に「メタボ該当者及び予備群」、「肥満者」では、男女とも有意に高い数値

となっています。 
※標準化該当比…特定健康診査での有所見率を年齢調整した上で比較を可能にするための数値です。上記は静岡県を基準となる集団として、静

岡県全体の結果を100とした場合の沼津市の結果を算出したものとなります。100を超えるものについては静岡県全体よりも高いことを示
します。 

資料： 

特定健診・特定保健指導に

係る健診等データ報告書 

（平成30年度） 

【ＢＭＩ（体格指数）】 

〇全体の20.2％が「肥満（25.0以上）」となっています。男性は、40～

60歳代、女性は、50～60歳代で「肥満」の割合が多くなっています。 

《男性》 《女性》 

4,117

2,813

8,869

6,753

9,512

2,304

108.8 108.1 109.0 
101.7 101.6 

109.7

0

20

40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

メタボ

該当者

メタボ

予備群

肥満者 高血圧症

有病者

脂質異常

症有病者

糖尿病

有病者

（人）

該当者数 該当比

1,220 819

3,818
4,940

8,396

1,009

107.0 
111.1 108.5 

99.8 100.8 

98.4

0

20

40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

メタボ

該当者

メタボ

予備群

肥満者 高血圧症

有病者

脂質異常

症有病者

糖尿病

有病者

（人）

該当者数 該当比

全体

男性

女性

20.3

15.0

25.3

75.7

80.0

71.6

4.0

5.0

3.2

0% 50% 100%

BMI20.0以下 BMI20.1以上 無回答

【65歳以上の低栄養傾向の割合】 

〇全体の20.3%が「低栄養傾向

（BMI20.0以下）」となっていま

す。 

 
資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

やせ（18.5未満） ふつう（18.5以上25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答

やせ（18.5未満） ふつう（18.5以上25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答

やせ（18.5未満） ふつう（18.5以上25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答

やせ（18.5未満） ふつう（18.5以上25.0未満）

肥満（25.0以上） 無回答

全体

男性全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

8.6

4.3

20.0

3.1

2.9

7.3

68.3

67.0

60.0

74.4

64.1

66.2

62.3

75.6

20.2

26.8

20.0

25.6

35.9

27.7

31.9

14.6

2.8

1.8

3.1

2.9

2.4

0% 50% 100%

全体

女性全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

8.6

11.8

11.1

13.6

8.3

9.7

13.5

13.3

68.3

69.1

70.4

78.8

73.3

62.4

62.9

75.6

20.2

15.6

14.8

4.5

15.0

23.7

20.2

11.1

2.8

3.6

3.7

3.0

3.3

4.3

3.4

0% 50% 100%
《女性》 《男性》 

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

基本方針 

２ 学校等における食育の推進 

・学校給食での地産地消の推進 

・食に関する教育の充実 

・就学前の子どもに対する食育の 

推進 

【児童・生徒の朝食の摂取状況】 

〇全体でみると「食べた」が96.6%で、

ほとんどの児童・生徒が朝食を食べ

ています。 

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

１ 家庭における食育の推進 

・妊娠期・授乳期の食育の推進 

・子どもの基本的な食習慣の育成 

・望ましい食生活の実践 

【食育への関心】 

全体

小学校

中学校

96.6

97.8

94.8

3.4

2.2

5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食べた 食べなかった

〇全体の69.1%が食育に関心を持っている状況です。また、男性より

も女性の方が関心がある人の割合が多くなっています。 

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

関心がある

どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない

関心がない

わからない

無回答

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

1,220 819

3,818
4,940

8,396

1,009

107.0 
111.1 108.5 

99.8 100.8 

98.4

0
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40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

メタボ

該当者

メタボ

予備群

肥満者 高血圧症

有病者

脂質異常

症有病者

糖尿病

有病者

（人）

該当者数 該当比

1,220 819

3,818
4,940

8,396

1,009

107.0 
111.1 108.5 

99.8 100.8 

98.4

0

20

40

60

80

100

120

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

メタボ

該当者

メタボ

予備群

肥満者 高血圧症

有病者

脂質異常

症有病者

糖尿病

有病者

（人）

該当者数 該当比

全体

男性

女性

20.3

15.0

25.3

75.7

80.0

71.6

4.0

5.0

3.2

0% 50% 100%

BMI20.0以下 BMI20.1以上 無回答

《女性》 《男性》 

ほとんど毎日 週に４～５日

週に２～３日 週に１日程度

ほどんどしない（１人暮らしも含む） 無回答

【夕食を家族と一緒に食べる頻度】 

資料：沼津市民の健康に関するアンケート（令和元年） 

ほとんど毎日 週に４～５日

週に２～３日 週に１日程度

ほどんどしない（１人暮らしも含む） 無回答

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代
以上

44.8

42.4

46.7

28.6

19.4

36.3

40.1

32.3

55.5

59.8

6.3

5.7

6.8

9.5

9.7

6.5

7.6

8.9

4.2

4.2

10.8

11.1

10.9

14.3

16.7

14.5

15.7

14.1

8.0

4.2

7.3

8.1

7.0

9.5

6.9

8.9

11.0

11.5

6.7

1.9

27.2

28.6

25.9

38.1

44.4

32.3

23.8

30.7

22.7

22.8

3.6

4.1

2.6

2.8

1.6

1.7

2.6

2.9

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代
以上

59.5

53.3

64.7

61.9

38.9

54.0

53.5

54.2

68.9

67.6

9.9

11.4

8.8

19.0

15.3

15.3

11.6

15.1

5.0

4.2

10.8

13.8

8.8

22.2

14.5

19.2

11.5

8.4

3.5

4.7

4.4

4.9

4.8

5.6

4.0

6.4

5.2

4.6

3.5

12.5

14.2

11.1

14.3

15.3

11.3

7.6

12.5

10.5

17.0

2.6

3.1

1.8

2.8

0.8

1.7

1.6

2.5

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45.4 44.7 46.0 

36.5 

44.1 

26.9 25.8 26.4 26.0 26.0 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（％）

沼津市小中学校平均 全国

資料：沼津市農業振興推進協議会 

【学校給食 地産地消の取組実績】 

食品名
平成

26年度
平成

27年度
平成

28年度
平成

29年度
平成

30年度
令和
元年度

プチヴェール 〇 〇 〇 〇 〇 〇
玉ねぎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇
米 〇 〇 〇 〇 〇 〇
煎茶 〇 〇 〇 〇 〇 〇
粉末茶 〇 〇 〇 〇 〇 〇
抹茶 〇 〇

ほうれん草 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大中寺芋 〇 〇 〇 〇 〇
小松菜 〇 〇
枝豆 〇 〇
白ねぎ 〇 〇

カリフローレ 〇

〇平成26年度に大中寺芋を、平成30年度に抹茶、

小松菜（平成22年度以来再度取り入れ）、枝豆、白

ねぎ、令和元年度にカリフローレ、ブランド米「す

るがの極」（米に含む）を新たに取り入れました。 

〇朝食または夕食をほとんど毎日家族と一緒に食べている人の割合では、朝食と夕食で、いずれも20歳代が最も

少なく（朝食19.4%、夕食38.9%）、60歳代以上で多い割合となっています。家族との共食の頻度は、20歳

代から50歳代で少ない傾向がみられます。 

〇平成30年度を除き、45%前後を推移しています

が、全国の平均と比べると、いずれの年度も高い

割合となっており、地場産物の利用に積極的であ

ることがわかります。 

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代
以上

男性
全体

24.5

19.2

11.1

13.3

26.2

16.7

12.5

20.4

23.5

44.6

42.6

44.4

33.3

44.6

42.4

40.0

47.2

40.8

15.6

18.8

33.3

16.7

16.9

22.7

20.0

21.3

12.2

5.0

7.4

10.0

4.6

10.6

12.5

2.8

8.2

7.2

8.5

11.1

23.3

6.2

6.1

12.5

7.4

5.1

3.2

3.5

3.3

1.5

1.5

2.5

0.9

10.2

0% 50% 100%

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

女性
全体

70歳代
以上

24.5

28.5

16.7

31.0

32.8

29.5

23.9

25.4

32.0

44.6

46.9

50.0

40.5

48.3

44.8

52.3

50.8

42.5

15.6

12.9

25.0

23.8

13.8

15.2

13.8

12.3

7.2

5.0

3.1

8.3

5.2

2.9

5.5

1.5

2.0

7.2

6.0

4.8

5.7

3.7

5.4

11.8

3.2

2.6

1.9

0.9

4.6

4.6

0% 50% 100%


