
「健康経営って何だろう？」

第1部

なぜ今「健康経営」が求められるのか？
健康経営のメリットや効果など、基本的事項について学ぼう！

【初心者向け】13：30～13：55
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■樋口 毅（Tsuyoshi higuchi）
株式会社ルネサンス 執行役員 健康価値共創部 部長

＜関係団体活動＞

・健康長寿産業連合会 事務局長／健康経営WG座長

・健康経営会議実行委員会 事務局長

・NPO法人健康経営研究会 理事

・Kenko企業会 理事長企業 事務局長

・公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 理事

・公益社団法人 スポーツ健康産業団体連合会 理事

・一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアム 普及啓発委員

・一般社団法人 ワークフルネス 理事

＜政府委員会・その他＞

・健康・医療新産業協議会 健康投資ワーキング 委員※2

・厚生労働省スマート・ライフ・プロジェクト委員

・スポーツ庁 スポーツ・エールカンパニー 選考委員

・厚生労働省 転倒・腰痛等の減少を図る対策の在り方に関する有識者委員

・全国THP推進協議会表彰選考委員会 委員

・健康日本２１推進全国連絡協議会 企画部会委員※1

・女子栄養大学大学院 非常勤講師

※1 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 会長・事業部会委員として参画

※2 健康長寿産業団体連合会 事務局長として参画

＜専門領域・資格＞

・順天堂大学 大学院 スポーツ健康科学研究科 修士課程修了

（専攻領域：スポーツ医学／運動処方／行動変容）

・健康経営エキスパートアドバイザー

・日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー

・中央労働災害防止協会認定 心理相談員

・第一種衛生管理者

・健康体力づくり事業財団認定 健康運動指導士

・中央労働災害防止協会認定 ヘルスケア・トレーナー 等

順天堂大学院 修了後、凸版印刷株式会社（現TOPPAN㈱）などを経て現職。

健康経営会議実行委員会事務局長、健康長寿産業連合会事務局長などを兼任。

健康経営の理念実装および、普及・啓発、コンサルティングなど、

「健康経営資本の構築」をテーマに多岐にわたる活動を行っている。

©renaissance 2



3

健康経営会議実行委員会
事務局長

健康長寿産業連合会
事務局長/健康経営WG座長

NPO法人健康経営研究会
理事

健康経営WGでは以下４つの分科会を形成し、
健康経営の市場化を目指し取り組んでいる

■分科会１：健康経営の普及活動の推進
ー仕組みと仕掛けの開発ー

■分科会２：健康経営の実践
ー実践企業の価値向上ー

■分科会３：健康経営ビジネスの発展
ー実践企業の課題解決ー

■分科会４：健康経営の評価研究
ー健康経営価値の見える化ー

健康経営メディアとして、官僚や有識者とも連携し、
健康経営の最新情報を掲出し続けている

■2014年の健康経営優良法人認定制度に先立ち、
2013年に経産省への提案のもと会議を立ち上げ

■10年が経過し、今では、経産省を起点に、厚労省、
スポーツ庁からも連携を求められるメディアに

■健康経営会議の取り組みを、横浜市、神戸市等から、
要望を受け、自治体版健康経営会議を展開

■現在では、2,700社 5500人にご登録いただき、
健康経営に関するメディアサイトへと発展

健康経営🄬の生みの親として、変動する社会に対して、
新しい経営戦略としての健康経営を社会実装している

■2006年に発足後、「健康経営🄬」の商標登録を持ち
健康経営の社会実装に取り組む

■「未来を築く、健康経営」他、経済産業省を中心に
複数の政策提言を打ち出す

■健康経営に関わる、他団体の中枢の役割を果たし、
健康経営の普及推進を目指している

社会実装を目的に健康経営に関わる各団体の理事・事務局長 業務を担う

2013年から就任 2016年から就任2019年から就任

健康経営の社会実装に向けた、ビジネスモデルの構築から、政策提言、ならびに、普及・啓発活動に積極的に取り組む
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人的資本に対する投資

（従業員への健康投資）

従業員の健康増進

従業員の活力向上

優秀な人材の獲得

人材の定着率の向上

組織の活性化

生産性の向上

企業の成長

ポテンシャルの向上

企業理念（長期的なビジョンに基づいた経営）

企業が経営理念に基づき、従業員の健康保持・増進に取り組むことは・・・

∟従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、

∟結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待される。

企業への効果

✔健康寿命の延伸
✔国民のQOLの向上
✔ヘルスケア産業の創出
✔あるべき国民医療費の実現

イノベーションの
源泉の獲得・拡大 業績向上

企業価値
向上

社会への効果
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改めて、政府が健康経営を推進する目的はなんですか？

©renaissance



認証
制度

健康経営
優良法人

健康経営銘柄
安全衛生
優良企業

なでしこ銘柄 えるぼし認定 くるみん認定
ユースエール
認定

スポーツエール
カンパニー

認定
対象

特に優良な健康経
営を実践している大
企業や中小企業の

法人

従業員等の健康を
経営的な視点で戦
略的に取り組む上

場企業

労働者の安全や健
康確保のための対
策に積極的に取り
組み、高い安全衛
生水準を維持・改
善している企業

女性活躍推進に優
れた上場企業

女性の活躍に
関する取り組みの

実施状況が優良な
企業

次世代育成支援対
策推進法に基づき行
動計画を策定し、一
定の案件を満たした

企業

若者の採用・育成
に積極的で、若者

の雇用管理の
状況などが優良な

中小企業

従業員が行う
スポーツ活動に
対する支援や
促進に向けた

取り組みを実施
している企業

認定数

大規模
法人部門

2,988法人
中小規模
法人部門

16,733法人
令和5年度

49社

令和5年3月

32社

令和5年9月

なでしこ銘柄
49社

準なでしこ
15社

令和4年度

プラチナ
えるぼし認定

23社
えるぼし認定
1,641社

令和4年1月

プラチナ
くるみん認定

509社
くるみん認定
4,303社
（累計）

令和5年9月

853社

令和5年11月

910法人

令和4年度

認定
主体

日本健康会議
経済産業省

東京証券取引所
厚生労働省 経済産業省 厚生労働省 厚生労働省 厚生労働省 スポーツ庁
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健康経営のひろがり



✓ 2023年度の大規模法人部門における申請件数は3,523社中、2,988社となり、健康経営が当たり前の経営に

健康経営優良法人認定制度（大規模法人部門）

©renaissance
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健康経営のひろがり
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健康経営優良法人認定制度（中小規模法人部門）

✓中小規模法人部門も増加は確実に傾向。特に協会けんぽ等との連携により健康宣言を行う企業は、現在228,000法人と過去最高に

健康経営のひろがり
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中小規模部門における新たな顕彰枠の拡大

通常認定からのステップを明⽰する⽬的で、ブライト500と通常認定の間に「ネクストブライト1000」
を設け、「ブライト500」、「ネクストブライト1000」、「通常認定」の3層構造とする

©renaissance



健康経営施策の10年の変遷「健康経営に関する検索人気度」

✓ 2014年4月から2023年現在までのGoogleトレンド検索人気度（日本国内）において、
「健康経営」、及び関連する「女性活躍」、「人的資本」と比較。

✓ 2018年後半から他ワードと比較して「健康経営」がトップとなっている。

※100 の場合はそのキーワードの人気度が最も高いことを示し、50 の場合は人気度が半分であることを示す。
0 の場合はそのキーワードに対する十分なデータがなかったことを示す。

出典元：Googleトレンド

令和5年12月7日 経済産業省：第10回健康投資WG事務局説明資料①（今年度の進捗と今後の方向性について）改編

健康経営

女性活躍

人的資本
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健康経営のひろがり



なぜ、健康経営が必要なのか？

経営者が健康経営に取り組む必要性

10©renaissance



経営者、自らが行う
自分の健康づくり

定期的な
健診受診

定期的な
運動実施

バランスの
摂れた食事

質の高い
睡眠 禁煙

リーダーシップもマネジメントも
その土台は健康や体力

社員の健康づくり
に関する戦略的な投資

健診受診
100%

運動支援 食事支援 睡眠支援 分煙
禁煙支援

WORK ＆LIFEバランスも
労働寿命の延伸も、その土台は健康

＜健康経営の土台＞
✔働き方改革
┗業務改革
┗労働時間の適正化

✔職場環境改善

11

中小企業が健康経営に取り組むべき２つのテーマ
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経営者の健康づくり

経営者が健康である必要性について

12©renaissance



人口か減ることは労働力が減るとこだと捉えると、
マクロ経済的に見れば、生産力までが減少することになります。

©renaissance 13

健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？
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個人事業者

法人

70歳以上
（約93万人）

70歳以上
（約152万人）

70歳未満
（約79万人）

70歳未満
（約57万人）

70歳以上
合計約245万人

70.6%

65.4%

13.2%

7.4%

7.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

国内需要低迷による状況…

後継者不在

輸入品との競合による状況…

熟練技術・技術工確保の…

慢性的な赤字体質

■全国で後継者不在による倒産・廃業が進展

（出典）日本総研株式会社委託調査

平成28年度東京商工リサーチ調査

休廃業・解散企業の５割は黒字

平成28年度総務省「個人企業経済調査」、平成28年度(株)帝国データバンクの企業概要ファイルから推計

■中小企業・小規模事業者の
経営者の2025年における年齢

2025年に70歳（平均引退年齢）を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万が後継者未定。

後継者が不在による倒産・廃業が進展、経営者の健康問題が経営に直接的に影響

ますます進む経営者の高年齢化

健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？

©renaissance



ますます進む経営者の高年齢化
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2025年問題：団塊世代の全てが75歳以上、2040年問題：団塊世代Jrの全てが65歳以上に

平均の健康寿命が73.46歳であることを考えると、多くの経営者が健康上の問題を抱えている可能性がある

健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？

©renaissance



従業員への健康経営

経営者が従業員の健康に投資を行う必要性について

16©renaissance



2022年に生まれた出生数（赤ちゃんの数）は前年比5.1％減の79万9728人で、1899年の統計開始以来初めて
80万人を下回った。政府機関の推計より、10年ほど早いペースで少子化が進んでおり、この傾向が続けば、社会保
障制度や国家財政の維持が厳しさを増すのは避けられない。
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1,029,800 1,035,667 1,037,064 
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日本の人口動態統計の推移
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死亡数
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2100年欧米は人口増加、日本は人口減

世界の人口はこれからも増加、欧米も人口増加により経済成長が見込まれる
日本は少子化による人口減少により、経済成長が失われていく

健康経営を議論する中でも、人口減少問題は難題
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健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？
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「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査結果」2023年９月28日日本商工会議所・東京商工会議所

調査地域：全国47都道府県 ／調査対象：中小企業 6,013社／回答企業数：3,120社（回答率：51.9％）

66.4%

60.5%

36.4%

44.4%

49.9%

60.7%

64.9%

64.3%

68.0%

31.5%

36.0%

48.6%

45.5%
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34.6%

32.7%

32.9%
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2.4%

6.9%

8.3%

3.8%

4.2%

2.1%

2.4%

2.2%

0.4%

1.2%

8.1%

1.8%

7.1%

0.4%

0.3%

0.4%

0.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

2019年

2020年2-3月

2020年7-8月

2021年2月

2021年7-8月

2022年2月

2022年7-8月

2023年2月

2023年7-8月

人手不足の状況
不足している 過不足はない 過剰である 無回答 6.9%

57.2%

35.7%

0.1%

人手不足の深刻度

非常に深刻 深刻 深刻ではない 無回答

非常に深刻：人手不足を理由とした廃業等、今後の事業継続に不安がある
深刻：事業運営に支障が生じる

「人手が不足している」との回答が68.0%にのぼり、2015年の調査実施以来最大となった。「人手が不足している」と回答した企業のうち、
廃業など今後の事業継続に不安を持っている「非常に深刻」と答えた企業が6.9%、事業運営に支障が生じている「深刻」と答えた企業が57.2%だった。

深刻化する中小企業の人手不足

健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？

©renaissance
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「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査結果」2023年９月28日日本商工会議所・東京商工会議所
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62.5%

70.1%

22.1%
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その他サービス業

業種別 人手不足の状況
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60.4%

25.0%

42.2%

11.6%

43.8%

34.4%

16.7%

48.5%

40.6%

41.4%

32.1%

運輸業

卸売・小売業

介護・看護業

金融・保険・不動産業

建設業

宿泊・飲食業

情報通信・サービス業

製造業

その他

その他サービス業

業種別 人手不足の深刻度

非常に深刻 深刻 深刻ではない 無回答

どの業種も、人手不足を訴えている、さらに、介護・看護業、運輸業、建設業、宿泊・飲食業では、非常に深刻な人手不足をあげる企業が多い。

深刻化する中小企業の人手不足

健康経営に影響を与える、社会的な変化について教えてください？
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建設業

製造業

運輸業

卸売業

サービス業（他に分類されないもの）

小売業

専門・技術サービス業

情報通信業

保険業

社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

その他

不動産業

福祉

医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険者

金融業

生活関連サービス業

電気・ガス・熱供給・水道業

飲食サービス業

物品賃貸業

医療

娯楽業

宿泊業

学習支援業

複合サービス事業

公法人、特殊法人

教育

特定非営利活動法人

農業

不明

林業

採石業

学術研究

漁業

鉱業

砂利採取業

郵便業

公務（他に分類されるものを除く）

健康経営度調査 中小規模法人の申請件数 2023年度 2022年度 2021年度

順位 業種 2023年度 2022年度 2021年度

1 建設業 3849 2594 1574

2 製造業 3643 2544 1690

3 運輸業 1271 1014 660

4 卸売業 1248 852 534

5 サービス業（他に分類されないもの） 1209 950 596

6 小売業 750 549 397

7 専門・技術サービス業 700 504 325

8 情報通信業 678 472 329

9 保険業 676 590 428

10 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会 410 357 235

11 その他 404 267 179

12 不動産業 276 237 135

13 福祉 274 250 152

14
医療法人、社会福祉法人、健康保険組合等保険
者

239 199 146

15 金融業 170 168 130

16 生活関連サービス業 149 142 98

17 電気・ガス・熱供給・水道業 131 88 55

18 飲食サービス業 122 94 38

19 物品賃貸業 74 42 35

20 医療 71 63 28

健康経営度調査中小規模法人業種別申請状況
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健康経営の社会への浸透：健康経営が就職の「決め手」になる

出所：日経新聞社「働き方に関するアンケート」2023年9月実施。就活生600人、転職者300人を対象に実施

令和5年12月7日 経済産業省：第10回健康投資WG事務局説明資料①（今年度の進捗と今後の方向性について）改編

✓就活生及び転職者に対するアンケートを実施し、企業が健康経営に取り組んでいることが就職先の決め手になると約６割が回答。
✓求職者が働く職場に望むもののトップは、心身の健康を保ちながら働けることであり、多様な価値観を持つ働く世代において、

健康経営が重要な要素となっていることがわかる。
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健康経営のひろがり



健康経営の効果
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健康経営の効果
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健康経営の効果

2023年11月：健康長寿産業連合会との協働研究成果として日本経済新聞に掲載 ©renaissance 24



健康経営の効果

★

★

★
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健康経営ってなあに？

健康経営🄬を生み出したNPO法人健康経営研究会の
基本的な考え方

26©renaissance



「健康経営®」は2006年に
NPO法人健康経営研究会がつくりました

「健康経営🄬」は、いつ、だれがつくったのですか？

©renaissance 27

健康と経営
Health

Marketing
＆Management

岡田 邦夫 平野 治

医師・産業医 マーケッター

NPO法人健康経営研究会 理事長 NPO法人健康経営研究会 副理事長



人という資源を資本化し、企業が成長することで、
社会の発展に寄与すること。

「健康経営®」とは

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

そもそも健康経営の定義とは、どのような内容ですか？

©renaissance 28



企業の成長

社会の発展
成長の循環

労働安全衛生（健康管理）
（労働法令の遵守）

心と身体の健康づくり
（ヘルスリテラシー）

働きやすさ
（コンフォート＆コミュニケーション）

働きがい
（ワーク・エンゲージメント）

生きがい
（ウェルビーング）

★新たな付加価値を創造
するための人への投資

└Cost to Capital
人的資源から人的資本への投資

★従業員のワークフルネスへの投資

└社会的・肉体的・精神的な健康への投資
└ 「－ → ∓０」＆「∓０→＋＋＋」への投資

★人を資本として企業価値を創造するための投資

└社会を「循環→再生→持続」させる仕事（事業）づくり
└組織活性のためのチームづくり・コミュケーションへの投資
└管理職による人財マネジメントへの投資

★基盤としてのコンプライ
アンスへの投資

└従業員の安全への投資
└管理職による管理マネジメントへの投資

健康経営のゴール

健康経営では、具体的にどんなことに投資するのですか？

経営者の倫理観に基づく経営戦略

©renaissance 29



健康経営では、なぜ、従業員（人）を中心に考えるのですか？

©renaissance 30

人・モノ・金・情報 人的資本
Commodity

今まで これから

Creativity
（代替可能） （代替不可能）

人的資源
Human

Resource

人材
Commodity

人的資本
Human
Capital

Cost Capital

to

Investment
健康経営

管理マネジメント 人財マネジメント



時間当たりの
労働投入量↓

付加価値

労働生産性＝

労働生産性＝付加価値を高める必要がある

最も大切な投資は、人という資源を資本化すること

＝労働生産性の分子を高めるための投資

Cost

↑Capital

©renaissance 31

健康経営では、なぜ、従業員（人）を中心に考えるのですか？



・企業の価値創造・競争力の源泉は、新たな、よりよいものを
作り出そうとするイノベーションの活力

・他企業に真似のできない（もしくは模倣に時間のかかる）資源を
作り出すことで競争力を高めること

・新製品や新しいビジネスモデルを作り出すことで、
従来の製品市場・ビジネスを変えること（創造的破壊）

変革をもたらす原動力は、人の意識、信念、知識

つまり人が資本
©renaissance 32

健康経営では、なぜ、従業員（人）を中心に考えるのですか？



まずはチャレンジ！

わかやま健康づくりチャレンジ運動に参加しよう！
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ーご参加いただきありがとうございましたー
ご意見・ご質問はアンケートにてお声をお寄せください。

第一部「健康経営って何だろう？」

©renaissance 36


