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第2 結果の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析対象者数は、図表中【 】内に併記した。  
なお、集計客体数並びに結果の概要に掲載している数値は四捨五入のため、内訳合計が 
総数と合わないことがある。  
グラフ化した部分については、データを加工して作成し、集計表は粗集計の結果を掲載 
しているため、図表と集計表の数値が一致しない場合がある。 
 
※図中の調査年度と調査名について 
1999(H11)：県民健康・栄養調査 
2004(H16)：県民健康・栄養調査 
2011(H23)：県民健康・栄養調査 
2016(H28)：県民健康意識調査 
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1 全体概要 
 
全体概要について、一覧にまとめた。詳細については、17ページ以降に示す。 
 
 
 
 

結果 特徴など

男性 25.7% 40歳代が最も高い（29.0％）
⼥性 19.5% 60歳代、70歳以上がともに最も高い（25.2％）
男性 3.7% 20歳代が最も高い（11.1％）
⼥性 10.1% 20歳代が最も高い（16.9％）

18.4% 75歳以上が最も高い（20.6％）
男性 64.6% 60歳代が最も高い（71.9％）
⼥性 76.1% 70歳以上が最も高い（83.4％）
男性 46.3% 70歳以上が最も高い（55.7％）
⼥性 48.1% 70歳以上が最も高い（60.3％）

11.6% 20歳代が最も高い（36.1％）
8.5% 20歳代が最も高い（18.3％）

男性 56.0% -
⼥性 65.8% -
男性 24.3% -
⼥性 16.4% -

男性 33.9% 20歳代が最も低い（16.7％）
⼥性 41.7% 20歳代が最も低い（18.3％）

41.8% 40歳代が最も高い（46.7％）
52.4% 30歳代が最も高い（68.0％）

男性 31.7% 70歳以上が最も高い（40.0％）
⼥性 57.9% 70歳以上が最も高い（66.2％）

31.4% 30歳代が最も高い（40.0％）
43.6% 70歳以上が最も高い（50.3％）
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活
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食
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取

そ
 
の
 
他
 
の

食
 
生
 
活

（１）ふだんの野菜摂取の状況 食べている

　　　　 野菜を食べない理由 男性

　サプリメント等健康食品の摂取目的 男性

頻度にかかわらず、「副菜」と回答した者の割合が60％を超えている
頻度にかかわらず、「副菜」と回答した者の割合が60％を超えている

（３）外食（飲食店での食事）の
　　　　 利⽤状況

男性 「週１回未満」と回答した者の割合が最も高い（45.0％）
⼥性 「週１回未満」と回答した者の割合が最も高い（49.3％）

       食事の頻度別主食・主菜・副
       菜のうち、そろえられないもの

男性
⼥性

「副菜」と回答した者の割合が最も高い（66.8%）

調査項目

肥満とやせの状況（⾃⼰申告の⾝⻑
及び体重によるBMI）

肥満の割合

やせの割合

低栄養傾向高齢者

（１）健康に配慮した食生活の状況 している

（２）1日2回以上主食・主菜・副菜
がそろう食事の頻度 ほとんど 毎日

      主食・主菜・副菜のうち、
　　　そろえられないもの

男性
⼥性

「副菜」と回答した者の割合が最も高い（68.9%）

「食欲がない」と回答した者の割合が最も高い（22.4％）
⼥性 「時間がない」と回答した者の割合が最も高い（26.6％）

（４）スーパーマーケット、コンビニエン
スストア等の弁当や惣菜の利⽤状況

男性 「週１回未満」と回答した者の割合が最も高い（35.1％）
⼥性 「週１回未満」と回答した者の割合が最も高い（41.8％）

（１）習慣的な朝食欠食の状況 男性
⼥性

（２）朝食欠食が始まった時期 小、中、高校生
から

20歳以上から

（３）朝食を食べない理由 男性

「野菜の価格が高い」と回答した者の割合が最も高い（32.1％）
⼥性 「野菜の価格が高い」と回答した者の割合が最も高い（52.3％）

（２）野菜をたくさん食べるために
　　　スーパーマーケット等に期待
　　　すること

男性 「飲食店や惣菜・弁当等に野菜の量が多いメニューが増える」と回答した者
の割合が最も高い（42.3％）

⼥性 「飲食店や惣菜・弁当等に野菜の量が多いメニューが増える」と回答した者
の割合が最も高い（41.9％）

（４）朝食の欠食改善に
         必要な支援

男性 「家族や周りの人の支援（朝食を⽤意してくれる）」と回答した者の割合が
最も高い（47.8％）

⼥性 「⾃分で朝食を⽤意する努⼒」と回答した者の割合が最も高い（60.6％）

「健康増進のため」と回答した者の割合が最も高い（66.8％）
⼥性 「健康増進のため」と回答した者の割合が最も高い（66.4％）

（１）菓子パンの摂取状況 男性
⼥性

（２）食品購入時の栄養成分表示
　　　　 参考状況

いつも及び時々
参考

（３）健康食品の摂取状況 男性
⼥性

男性
⼥性

「朝食」と回答した者の割合が最も高い（61.0%）
「朝食」と回答した者の割合が最も高い（66.0%）菓子パンで代替する食事
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結果 特徴など

23.0% 70歳以上が最も高い（30.7％）
15.3% 70歳以上が最も高い（24.5％）
51.6% 70歳以上が最も高い（57.9％）
56.1% 70歳以上が最も高い（74.8％）

男性 47.7% 20歳代が最も高い（58.3％）
⼥性 47.6% 60歳代が最も高い（53.4％）
男性 49.7% 40歳代が最も高い（55.1％）
⼥性 50.8% 20歳代が最も高い（61.6％）

26.1% 30歳代が最も高い（33.8％）
7.7% 40歳代が最も高い（12.8％）

男性 75.6% -
⼥性 66.1% -
男性 26.9% -
⼥性 33.9% -

（２）習慣的に1日21本以上 10.3% 30歳代が最も高い（18.2％）
　　　   喫煙する者の状況 1.7% 50歳代が最も高い（8.3％）

17.0本 -
11.6本 -
37.2% 20歳代が最も高い（50.0％）
40.7% 30歳代が最も高い（55.6％）
43.6% 60歳代が最も高い（52.3％）
49.2% 20歳代が最も高い（100.0％）

（４）受動喫煙の機会
35.1% 50歳代が最も高い（45.5％）
9.3% 50歳代が最も高い（16.3％）

13.8% -
9.8% -

男性 82.9% 70歳以上が最も高い（90.0％）
⼥性 76.0% 60歳代が最も高い（87.1％）
男性 16.1% 50歳代が最も高い（22.7％）
⼥性 23.2% 30歳代が最も高い（34.0％）

22.3% 50歳代が最も高い（29.6％）
34.5% 50歳代が最も高い（39.0％）
14.8% 40歳代が最も高い（20.6％）
21.1% 40歳代が最も高い（24.3％）
14.1% 70歳代が最も高い（20.0％）
23.7% 70歳以上が最も高い（29.8％）

飲
 
酒

（１）喫煙の状況
           現在習慣的に喫煙している者

　　　　喫煙している者が吸っている
　　　　たばこの種類

運
 
動

調査項目

　　　　 運動や体を動かすことの
　　　　 妨げとなっているもの

男性

　       1日の平均喫煙本数

（３）禁煙の意思

　　　　　禁煙治療が受けられる
　　　　　⾝近な医療機関の認知

「できるだけ階段を使う」と回答した者の割合が最も高い（64.9％）
⼥性 「できるだけ階段を使う」と回答した者の割合が最も高い（60.5％）

（３）運動以外での歩⾏頻度
週３日以上

週３日未満

（１）「運動習慣のある者」
　　 　（国定義）の状況

男性
⼥性

（２）運動以外で体を動かすように
　　　　 心がけている者

男性
⼥性

　　　　 運動以外で体を動かすように
         心がけている内容

男性

「時間がないこと・忙しいこと」と回答した者の割合が最も高い（41.3％）
⼥性 「時間がないこと・忙しいこと」と回答した者の割合が最も高い（45.7％）

⼥性

紙巻たばこ（従
来型のたばこ）

加熱式たばこ

男性

男性
⼥性

⼥性
男性
⼥性
男性
⼥性

男性
⼥性

男性
⼥性

睡眠による休養の状況

十分、まあまあ
とれている
あまり、全く
とれていない

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の
認知度

男性
⼥性

COPD（慢性閉塞性肺疾患）の
認知度

男性
⼥性

フレイル（虚弱）の認知度

年に数回以上参加すると回答した者の割合（男性23.6%,⼥性18.4％)
ｽﾎﾟｰﾂ関係のｸﾞﾙｰﾌﾟ活
動 年に数回以上参加すると回答した者の割合（男性22.3%,⼥性16.2％)

その他のｸﾞﾙｰﾌﾟ活動 年に数回以上参加すると回答した者の割合（男性13.0%,⼥性12.3％)

「路上」が18.8％、次いで「職場」17.3％と高い

喫
 
煙

受動喫煙の場所

（１）飲酒の状況 男性
⼥性

（２）生活習慣病のリスクを高める
 　　  　量の飲酒

男性

ボランティア活動

趣味関係のｸﾞﾙｰﾌﾟ活動 年に数回以上参加すると回答した者の割合（男性22.4%,⼥性17.8％)

町内会や地域⾏事 年に数回以上参加すると回答した者の割合（男性50.８%,⼥性42.8％)

過去１年間の地域・グループ活動の参加状
況
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  結果 特徴など

32.9% -
34.1% -

68.5% 70歳以上が最も高い（77.1％）
80.7% 70歳以上が最も高い（87.4％）
44.8% 70歳以上が最も高い（55.0％）
55.2% 70歳以上が最も高い（62.3％）

         ⻭科健診の受診場所 96.2% -
50.8% 70歳以上が最も高い（56.4％）
60.2% 30歳代が最も高い（67.0％）

調査項目

⻭
 
・
 
口
 
腔
 
の

 
状
 
況

　　　　　1年以内の⻭科健康診査
      　　の受診状況

男性

⼥性

「食べ物が⻭と⻭の間にはさまる」と回答した者の割合が最も高い
（63.5％）

⼥性 「食べ物が⻭と⻭の間にはさまる」と回答した者の割合が最も高い
（59.8％）

（３）かかりつけ⻭科診療所等
　　　　 の有無

男性
⼥性

⼥性
⻭科診療所

「定期的な⻭⽯除去や⻭の清掃などの健康管理」と回答した者の割合が最
も高い（66.7％）
「定期的な⻭⽯除去や⻭の清掃などの健康管理」と回答した者の割合が最
も高い（74.9％）

　       1年以内の⻭科診療内容
男性

⼥性

（１）口腔の⾃覚症状の状況
　　　（ほぼ満足している）

男性
⼥性

（２）口腔内で不満を感じる症状
男性

　　　　　1年以内の⻭科診療
　　　　　の受診状況

男性
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2 肥満とやせの状況 ※身長及び体重の自己申告によるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 自己申告に基づくＢＭＩによる体格判定の割合（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 肥満者（ＢＭＩ≧25kg/㎡）の割合（性・年齢階級別） 
 

  

自己申告の身長と体重に基づく BMI の判定による肥満者（BMI≧25kg/㎡）の割合は、 
男性 25.7％、女性 19.5％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 40 歳
代で 29.0％、女性は 60 歳代、70 歳以上がともに 25.2％であった。（図 1）（図 2） 
やせの者（BMI<18.5kg/㎡）の割合は、男性 3.7%、女性 10.1%であった。年代別ではその
割合が最も高かったのは男女ともに 20 歳代で、男性 11.1％、女性 16.9％であった。（図 3） 
また、65 歳以上の高齢者で、低栄養傾向（BMI≦20kg/㎡）にある者の割合は 18.4％で、 
その割合が最も高かったのは、75 歳以上で 20.6％であった。（図 4） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【592】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【152】 　【138】 　【759】 　【59】 　【103】 　【140】 　【138】 　【163】 　【151】

3.7

11.1

3.1 2.8 2.3 3.3 4.3
10.1

16.9
13.6

8.6
11.6

6.7
9.3

70.6

72.2

76.9

68.2 70.5 68.4

73.2

70.4

76.3

73.8

75.7 67.4

68.1
65.6

25.7

16.7
20.0

29.0 27.3 28.3
22.5

19.5

6.8
12.6

15.7
21.0

25.2 25.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

低体重（やせ） 普通 肥満
男性 女性

※総数に年齢無回答男性6人、女性5人含む

※身長または体重の無回答者は除く

％ ％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【592】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【152】 　【138】 　【759】 　【59】 　【103】 　【140】 　【138】 　【163】 　【151】

25.7

16.7
20.0

29.0 27.3 28.3
22.5

0

20

40

60

80

100

男性

19.5

6.8
12.6

15.7
21.0

25.2 25.2

0

20

40

60

80

100

女性

※総数に年齢無回答男性6人、女性5人含む

※身長または体重の無回答者は除く
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図 3 やせの者（ＢＭＩ<18.5kg/㎡）の割合（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 低栄養傾向（ＢＭＩ≦20kg/㎡）の高齢者の割合(65歳以上、年齢階級別) 

 

 

 

 

 

 

  

％

　総数 　65-69歳 　70-74歳 　75歳以上

　【457】 　【166】 　【155】 　【136】

18.4 18.7 16.1
20.6

0

20

40

60

80

100

％ ％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【592】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【152】 　【138】 　【759】 　【59】 　【103】 　【140】 　【138】 　【163】 　【151】

3.7

11.1

3.1 2.8 2.3 3.3 4.3

0

20

40

60

80

100

男性

10.1

16.9
13.6

8.6
11.6

6.7
9.3

0

20

40

60

80

100

女性

※総数に年齢無回答男性6人、女性5人含む

※身長または体重の無回答者は除く
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3 食生活習慣の状況と意識 
 
（1）健康に配慮した食生活の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 健康に配慮した食生活の状況(性・年齢階級別)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6 健康に配慮した食生活の内容(性別) 

 

健康に配慮した食生活をしていると回答した者の割合は、男性 64.6％、女性 76.1％であった。 
年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 60 歳代で 71.9％、女性は 70 歳以上で 83.4％で
あった。男女ともに年齢が高くなるほど「健康に配慮している」と回答した者の割合が高い傾向
にあった。（図 5） 
配慮している内容は、男性は「1 日 3 食を規則正しく食べる」「野菜をたくさん食べる」「間食

や夜食を控える」の順に、女性は「野菜をたくさん食べる」「1 日 3 食を規則正しく食べる」「主
食・主菜・副菜のそろった食事をする」の順にその割合が高かった。 
また、男性に比べて女性の方が健康に配慮している内容が多かった。（図 6） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

64.6

47.2
52.3

66.4
61.4

71.9 69.3
76.1

56.7

70.9
76.4 77.3 78.5

83.4

23.5

47.2
41.5

27.1

23.9

16.3

12.1

14.4

40.0

21.4
15.7 14.9

7.4

5.3

11.9
5.6 6.2 6.5

14.8
11.8

18.6

9.4
3.3

7.8 7.9 7.8
14.1 11.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

はい いいえ 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答

男性7人、女性5人含む

％

１日３食を規則正しい時間に食べる

主食・主菜・副菜（注）のそろった食事をする

間食や夜食を控える

多くの種類の食品を食べる

脂っこいものを控える

塩分の多いものを控える

野菜をたくさん食べる

野菜を最初に食べる

果物を1 日1 回以上食べる

牛乳・乳製品を多くとる

その他

　無回答

43.5

34.9

36.7

23.0

28.2

32.0

36.7

23.7

9.1

21.3

3.7

35.6

46.1

45.1

38.7

33.8

36.3

38.9

49.5

37.2

19.0

30.0

3.7

24.0

0 20 40 60 80 100

男性 【596】
女性 【763】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

※健康を意識した食生活をしていますかの 
問いに対し、「はい」と回答した者が回答 
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（2）主食・主菜・副菜を組み合わせた食事の状況 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図7 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べる頻度 

 (性・年齢階級別) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 主食・主菜・副菜のうち、そろえられないもの(性・年齢階級別)  
  

主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1日 2 回以上食べることが「ほとんど毎日」と回答し
た者の割合は、男性 46.3％、女性 48.1％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男
女ともに 70 歳以上で男性 55.7％、女性 60.3％であった。（図 7） 
食事で主食・主菜・副菜のうち、そろえられないものは、男女ともに「副菜」と回答した者の
割合が最も高く、男性 68.9％、女性 66.8％であった。（図 8） 
また、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1日に 2回以上食べる頻度にかかわらず、主
食・主菜・副菜のうちそろえられないものは、「副菜」と回答した者の割合が最も高く、その割合
は男女ともに 60％を超えていた。（図 9） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

46.3

5.6

46.2 44.9 44.3
50.3

55.7

48.1

25.0

45.6

37.1
42.6

60.1 60.3

18.5

33.3

16.9 16.8 18.2

19.6
15.7

22.4

28.3

17.5

25.0

22.0

19.6
24.5

20.8

30.6

18.5
24.3

18.2

21.6 16.4 19.0

35.0 
18.4 22.9

24.1

14.1
10.6

12.6

30.6

18.5
14.0

19.3

6.5
7.1

8.7 11.7

17.5
13.6 9.2

3.7 2.0

1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 5.0
1.8 0.0 1.0 1.4 2.1 2.5 2.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ほとんど毎日 週に４～５日 週に２～３日 ほとんどない 無回答

男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

※1 日の食事の中で、主食・主菜・副菜がそろった食事を 1 日 2 回以上食べることは週に何日あ
りますかの問いに対し、「週に 4～5日」「週に 2～3日」「ほとんどない」と回答した者が回答 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【309】 　【34】 　【35】 　【59】 　【49】 　【73】 　【55】 　【382】 　【45】 　【55】 　【86】 　【78】 　【61】 　【56】

13.6

5.9

11.4 11.9

20.4
16.4

10.9
15.4

11.1 10.9

16.3
19.2 18.0

12.5

23.0

8.8

25.7
28.8

18.4

24.7 25.5
21.2

13.3
10.9

24.4

19.2 19.7

37.5

68.9

91.2

77.1

67.8
71.4

64.4

58.2

66.8

75.6

83.6

69.8

64.1 63.9

46.4

0

20

40

60

80

100

主食

主菜

副菜

男性 女性

※総数に年齢無回答

男性4人、 女性1人含む

（複数回答）

％
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図9 主食・主菜・副菜がそろった食事を1日2回以上食べる頻度別、主食・主菜・副菜の 
うち、そろえられないもの（性別） 
 

 

  

％

週に４～５日

週に２～３日

ほとんどない

（主食・主菜・副菜がそろった食事を１日に２回以上食べる頻度）

12.7

14.5

13.3

19.1

17.7

37.3

65.5

67.7

76.0

0 20 40 60 80 100

主食 主菜 副菜

男性

n=309

（複数回答）

※無回答者を除く

％

週に４～５日

週に２～３日

ほとんどない

（主食・主菜・副菜がそろった食事を１日に２回以上食べる頻度）

17.5

13.1

15.2

17.5

21.4

30.3

62.6

70.3

69.7

0 20 40 60 80 100

主食 主菜 副菜

女性

n=382

（複数回答）

※無回答者を除く
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（3）外食（飲食店での食事）の利用状況 
 

 

 

 

図10 外食（飲食店での食事）の利用状況(性・年齢階級別) 

外食（飲食店での食事）の利用を「週 1回未満」と回答した者の割合が最も高く、男性
45.0％、女性 49.3％であった。また、外食を「週 1回」以上利用していると回答した者の割
合が最も高かったのは男女ともに 20 歳代で男性 50.0％、女性 46.6％であった。（図 10） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

0.7

5.6
1.5

0.0
1.1

0.0 0.0 0.4 0.0 1.9 0.0 0.0 0.6 0.0

2.5

2.8
6.2 1.9 4.5

1.3 1.4 0.5

0.0

1.0
1.4

0.0
0.6

0.0

3.5

8.3
4.6 1.9 4.5

3.3 2.9 1.3

3.3

1.9

0.7
0.7

1.8
0.7

7.0

22.2

6.2
8.4 4.5

6.5 4.3 6.2 20.0
7.8

8.6
5.7

2.5
2.0

15.3

11.1

29.2

15.9

20.5

13.1

9.3 12.2

23.3

18.4

12.1

12.8
10.4

4.6

45.0

36.1 38.5

53.3
44.3

46.4

43.6

49.3

43.3

51.5

56.4
57.4

54.6

30.5

24.2

11.1 13.8
18.7 20.5

28.8

32.9

27.0

8.3
16.5

18.6 21.3
25.8

55.6

1.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.7
5.7 3.1 1.7 1.0 2.1 2.1 3.7 6.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

毎日２回以上 毎日１回 週４～６回 週２～３回 週１回 週１回未満 全く利用しない 無回答

男性 女性

※総数に年齢無回答男性７人、 女性5人含む
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（4）スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の弁当や惣菜の利用状況 
 
 
 
 
 

 

図 11 スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の弁当や惣菜の利用状況 

(性・年齢階級別) 
 

  

スーパーマーケット、コンビニエンスストア等の弁当や惣菜の利用を「週 1回未満」と回
答した者の割合が最も高く、男性 35.1％、女性 41.8％であった。また、スーパーマーケッ
ト、コンビニエンスストア等の弁当や惣菜を「週 1回」以上利用していると回答した者の割
合が最も高かったのは、男女ともに 20 歳代で男性 63.9％、女性 51.6％であった。（図 11） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

0.8
2.8

1.5 0.9 1.1 0.7 0.0 0.4
3.3

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.0
11.1

3.1 3.7 5.7 5.2
0.7 1.6

3.3
1.9 2.1 2.8 0.0 0.7

5.2

13.9

13.8
6.5 3.4 2.6

2.1 3.3

5.0

2.9 5.7 5.0 1.8 0.7

14.4

22.2

16.9

8.4
17.0

14.4

12.9
14.4

21.7

17.5 15.7 14.9

11.0 11.9

15.6

13.9

21.5

16.8

18.2

13.1

13.6
15.5

18.3

16.5 15.7 16.3

16.0 11.9

35.1

13.9 24.6

35.5

37.5

43.8

34.3

41.8

35.0

44.7 42.9 41.1

44.2

39.7

23.0 19.4
18.5

28.0

17.0
19.0

31.4

21.1

13.3 14.6 17.1
17.0

24.5
31.8

1.8 2.8 0.0 0.0 0.0 1.3 5.0 2.0 0.0 1.0 0.7 2.8 2.5 3.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

毎日２回以上 毎日１回 週４〜６回 週２〜３回 週１回 週１回未満 全く利用しない 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、 女性5人含む
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4 朝食欠食に関する状況 
 
（1）習慣的な朝食欠食の状況 
 
 
 
 

 

図 12 習慣的に朝食をほとんど食べない者の割合（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 習慣的に朝食をほとんど食べない者の割合（性・年齢階級別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習慣的に朝食をほとんど食べない者の割合は、男性 11.6%、女性 8.5%で、2016（H28）年
と比較して男女ともに増加した。（図 12） 
また、年代別ではその割合が最も高かったのは、男女ともに 20 歳代で男性 36.1％、女性
18.3％であった。特に 2016（H28）と比較して男性 20 歳代でその割合が増加した。（図 13） 

％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【764】【596】 　【58】【36】 　【75】【65】 　【102】【107】 　【127】【88】 　【229】【153】　【166】【140】 　【911】【763】 　【79】【60】 　【94】【103】 　【149】【140】　【157】【141】　【231】【163】 　【95】【151】

10.7

20.7 21.3

15.7
17.3

4.4
3.0
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22.8

8.5
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11.5

2.2
1.0

11.6

36.1

16.9 16.8
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9.2

0.7

8.5

18.3

8.7

13.6

9.9

7.4

0.0
0

10

20

30

40

50

2016（H28）年

2020（R2）年
男性 女性

％

11.0
9.8 9.7

10.7
11.6

3.7
3.8

8.0 7.8 8.5

7.0 6.7
8.7

9.1 10.0

0

10

20

30

1999（H11)年 2004（H16）年 2011（H23）年 2016（H28）年 2020（R2）年

男性

女性

総数

※ 習慣的に朝食を欠食している者：「ふだん朝食を食べますか」の問いに対し、「週２～３日
食べない」「週４～５日食べない」「ほとんど食べない」と回答した者 
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（2）朝食欠食が始まった時期 
 

 

 

図 14 朝食欠食が始まった時期（20 歳以上、性別） 

図 14 朝食欠食が始まった時期（性別）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（3）朝食を食べない理由 

 

 

 

図 15 習慣的に朝食を欠食している者における、朝食を食べない理由の割合（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

習慣的に朝食を欠食していると回答した者で、朝食を食べない理由として、男性は「食欲
がない」と回答した者の割合が 22.4％、女性は「時間がない」と回答した者の割合が
26.6％と最も高かった。（図 15） 

習慣的に朝食を欠食している者で、朝食欠食が始まったのは、「20 歳以上」と回答した者
の割合が最も高く、男性 56.0％、女性 65.8％であった。また、朝食を食べない習慣が始ま
ったのが、「小学生の頃から」及び「中学、高校生の頃から」と回答した者の割合を合わせ
ると、男性 24.3％、女性 16.4％であった。（図 14） 

％

時間がない

食欲がない

朝食を食べるより寝ていたい

減量・ダイエットのため

朝食が用意されていない

以前から食べる習慣がない

食べることが面倒である

準備するのが面倒である

野菜ジュースや果物をとっている

その他

無回答

19.6

22.4

16.8

1.9

2.8

12.1

0.0

6.5

4.7

9.3

3.7

26.6

21.1

14.1

2.3

0.0

3.1

3.1

5.5

7.8

10.2

6.3

0 10 20 30 40

男性 【107】

女性 【128】

※総数に年齢無回答男性2人、女性1人含む

％

2011（H23）年 2016（H28）年 2020（R2）年 2011（H23）年 2016（H28）年 2020（R2）年

【57】 　【125】 　【107】 【62】 　【139】 　【128】

5.9 3.3 7.5 4.8 7.9 3.9

9.8 16.8
16.8

12.9
14.4

12.5

21.6
21.6

19.6

14.5
12.9

14.1

62.7 56.0 56.0
67.7 61.2 65.8

0.0 2.4
0.0

0.0 3.6 3.9

0

20

40

60

80

100

無回答
２０歳以上
高校を卒業した頃から
中学、高校生の頃から
小学生の頃から

男性 女性
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（4）朝食の欠食改善に必要な支援 
 

 

 

 

 

図 16 今より（今までどおり）朝食を食べるために必要な支援（性別） 
 

  

今より（今までどおり）朝食を食べるために必要なことは、男性は「家族や周りの人の 
支援（朝食を用意してくれる）」と回答した者の割合が 47.8％、女性は「自分で朝食を準備
する努力」と回答した者の割合が 60.6％と最も高く、男女で必要な支援内容に差があった。
（図 16） 
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5 野菜摂取に関する状況 
 
（1）ふだんの野菜摂取の状況 

 

 

 

 

 

 

図 17 野菜摂取の状況（性・年齢階級別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 野菜を食べない理由（性別） 
 

  

ふだんの野菜摂取の状況で、「食べている」と回答した者の割合は、男性 33.9％、女性
41.7％であった。特に 20 歳代でその割合が最も低く、男性 16.7％、女性 18.3％であった。 
（図 17） 
 また、野菜を食べない理由は、男女ともに「野菜の価格が高い」と回答した者の割合が最
も高く、男性 32.1％、女性 52.3％であった。次いで「調理に手間がかかる」と回答した者
の割合が男女ともに高かった。（図 18） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

33.9

16.7
21.5

31.8 29.5
37.3

45.0 41.7

18.3

36.9 36.4
45.4 45.4

51.0

63.3

83.3 75.4

66.4
65.9

60.1
51.4 55.8

80.0

63.1 61.4
53.2 50.3

45.0

2.9 0.0 3.1 1.9 4.5 2.6 3.6 2.5 1.7 0.0 2.1 1.4 4.3 4.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

食べている 食べていない 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、 女性5人含む

％

調理に手間がかかる

調理法がわからない

野菜の価格が高い

野菜がきらい

外食が多い

歯が悪く、食べづらい

野菜ジュースやサプリメントなどで

とればいいと思っている

その他

無回答

30.8

13.5

32.1

12.5

7.2

4.0

13.8

21.2

4.5

37.6

8.9

52.3

3.5

2.8

4.5

12.0

20.2

3.5

0 10 20 30 40 50 60

男性 【377】

女性 【426】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性5人、女性2人含む

※ふだん、１日に両手いっぱいの野菜
を食べているかの問いに対し、「食べて
いない」と回答した者が回答 
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（2）野菜をたくさん食べるために、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、
飲食店、インターネット等に期待すること 

 
 
 
 
 

 

 

図 19 野菜をたくさん食べるためにスーパー等に期待すること（性別） 

 

  

野菜をたくさん食べるために、スーパーマーケット等に期待することは、男女ともに「飲
食店や惣菜・弁当等に野菜の量が多いメニューが増える」と回答した者の割合が最も高く、
男性 42.3％、女性 41.9%であった。 
また、男女の差が大きかったのは、「スーパーマーケット等の野菜売り場に野菜料理のレ
シピ紹介がある」で、男性 17.6％に対し、女性は 37.6％であった。（図 19） 

％

飲食店や惣菜・弁当等に野菜の量が多いメニューが増える

飲食店や惣菜・弁当等に野菜料理の種類が増える

飲食店や惣菜・弁当等に入っている野菜の量が書いてある

スーパー等の野菜売り場に野菜料理のレシピ紹介がある

スーパー等の野菜売り場に1 日にどれくらい野菜を

食べたらいいかを知らせるチラシやポスター等がある

インターネットで簡単に作れる

季節の野菜料理のレシピ紹介がある

その他

無回答

42.3

35.6

11.2

17.6

20.6

12.9

15.9

12.1

41.9

36.8

12.1

37.6

21.2

28.3

10.5

7.6

0 10 20 30 40 50

男性 【596】

女性 【763】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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6 その他の食生活習慣に関する状況 
 
（1）菓子パンの摂取状況 
 

 
 
 
 
 
 
図 20 食事の代替としての菓子パン摂取状況（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 菓子パンで代替する食事（性別） 

 

 

  

食事の代わりに菓子パンを摂取する者の割合は、男性 41.8％、女性 52.4％であった。年代別
でその割合が最も高かったのは、男性は 40 歳代で 46.7％、女性は 30 歳代で 68.0％であった。 
（図 20） 
また、どの食事の代わりに摂取するかは「朝食」と回答した者の割合が最も高く、男性
61.0％、女性 66.0％であった。（図 21） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596 】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763 】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

41.8
33.3

46.2 46.7
38.6 37.9

43.6
52.4

58.3
68.0

58.6 54.6
45.4

39.7

54.5
63.9

52.3 50.5

55.7 58.2
52.1

44.2
40.0

32.0

38.6 42.6

50.3
53.6

3.7 2.8 1.5 2.8 5.7 3.9 4.3 3.4 1.7 0.0 2.9 2.8 4.3 6.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

はい いいえ 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

％

朝食

昼食

夕食

無回答

61.0

42.6

5.2

1.6

66.0

44.8

3.8

0.0

0 20 40 60 80 100

男性 【249】

女性 【400】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性4人、女性2人含む

※食事の代わりに菓子パンを食べることがありますかの問いに対し、「はい」と回答した者が回答 
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（2）食品購入時の栄養成分表示参考状況 
 
 
 
 
 
図 22 食品を購入時の栄養成分表示参考状況（性・年齢階級別） 

 
 

食品を購入するときに栄養成分表示を「いつも参考にしている」、「時々参考にして 
いる」と回答した者の割合は、男性 31.7％、女性 57.9％であった。また、年代別ではその
割合が最も高かったのは、男女ともに 70 歳以上で男性 40.0％、女性 66.2％であった。 
（図 22） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

6.5 5.6 3.1
8.4 9.1

2.6
8.6

16.6
11.7 9.7 12.9 15.6 14.7

28.5
25.2

22.2
20.0

27.1
30.7

18.3

31.4

41.3

40.0
39.8

40.0

46.1
43.6

37.7
37.1

33.3
33.8

28.0

29.5

52.3

35.0

30.3

25.0 31.1

35.7

29.8 33.7
24.5

28.7
38.9

38.5
34.6

29.5 25.5 20.0

10.5

21.7
19.4

10.7 7.1 7.4 6.0

2.5 0.0
4.6 1.9 1.1 1.3 5.0 1.3 1.7 0.0 0.7 1.4 0.6 3.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

いつも参考にしている 時々参考にしている あまり参考にしていない まったく参考にしていない 無回答

男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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（3）健康食品の摂取状況 
 
 
 
 

 

 

図 23 サプリメント等、健康食品の摂取状況（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 サプリメント等、健康食品の摂取目的（性別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サプリメント等、健康食品を摂取している者の割合は男性 31.4％、女性 43.6％であった。 
また、年代別では摂取の割合が最も高かったのは、男性は 30 歳代で 40.0％、女性は 70 歳以
上で 50.3%であった。（図 23） 
どのような目的で摂取しているかについては、「健康増進のため」と回答した者の割合が最
も高く、男性 66.8％、女性 66.4％であった。（図 24） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

31.4
22.2

40.0

26.2
33.0 34.6

29.3

43.6

33.3
42.7 40.0

46.1 42.9
50.3

64.9
75.0

55.4

70.1 60.2
64.7

66.4

52.6
65.0

57.3
55.7

51.1
53.4 41.7

3.7 2.8 4.6 3.7 6.8
0.7 4.3 3.8 1.7 0.0

4.3 2.8 3.7
7.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

はい いいえ 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

％

健康増進のため

美容のため

栄養素補充のため

疲労回復のため

その他

66.8

6.4

39.0

35.3

2.7

66.4

30.0

41.7

37.2

4.5

0 20 40 60 80 100

男性 【187】

女性 【333】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性2人、女性2人含む

※サプリメントのような健康食品（健康の維持、増進に役立つといわれる成分を含む、錠剤、カプセル、粉末状、液
状等に加工された食品）を食べたり、飲んだりしていますかの問いに対し、「はい」と回答した者が回答 
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7 運動習慣・身体活動の実施状況及び意識 
 

（1）運動習慣者の状況 
 
 
 
 
 

図 25 「運動習慣のある者」（国定義）の状況（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

運動習慣のある者の割合は、男性 23.0％、女性 15.3％であり、男女とも 2016（H28）年と
比較すると減少した。年代別では運動習慣のある者の割合が最も高かったのは男女ともに 70
歳以上で男性 30.7％、女性 24.5％であった。また、男女ともに、20～30 歳代で運動習慣者
の割合が増加したが、60 歳代以上では減少した。（図 25） 

※「運動習慣のある者」（国定義）：1 回 30 分以上の運動を週 2 日以上実施し、1 年以上継続している者 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【288】【764】【596】 【25】【58】【36】 【42】【75】【65】 　【29】【102】【107】 　【62】【127】【88】 【55】【229】【153】 【75】【166】【140】

25.7

12.0

19.0

27.6

12.9

34.5

37.3

24.9

15.5

20.0
17.6

19.7

28.4

36.7

23.0

16.7

23.1

14.0

21.8
24.8

30.7

0

10

20

30

40

50

60
2011（H23）年
2016（H28）年
2020（R2）年

男性
％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【388】【911】【763】 【41】【79】【60】 【39】【94】【103】 【46】【149】【140】 【87】【157】【141】 【66】【231】【163】 【109】【195】【151】

18.8

2.4

7.7 8.7

19.5

22.7

30.3

19.1

2.5

5.3

13.4
14.6

25.1

32.8

15.3

8.3

11.7

15.0 

9.9 

17.2 

24.5 

0

10

20

30

40

50

60
2011（H23）年

2016（H28）年

2020（R2）年

女性
％
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（2）運動以外で体を動かすように心がけている者の状況 
 
 
 
 
 

 

図 26 運動以外で体を動かすように心がけている者の割合（性・年齢階級別） 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 運動以外で体を動かすように心がけている内容（性別） 

  

運動以外で体を動かすよう「いつも心がけている」、「だいたい心がけている」と回答し 
た者の割合は男性 51.6％、女性 56.1％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは
男女ともに 70 歳以上で、男性 57.9％、女性 74.8％であった。（図 26） 
また、心がけている内容は、男女ともに「できるだけ階段を使う」と回答した者の割合が
最も高く、男性 64.9％、女性 60.5％であった。（図 27） 

％

できるだけ階段を使う

通勤や買い物の時などの移動は

できるだけ歩く

バス停１つ分歩く

その他

無回答

64.9

38.0

3.6

12.0

7.8

60.5

35.0

1.9

16.4

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 【308】

女性 【428】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性4人、女性2人含む

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

21.6 19.4
15.4 16.8 19.3 21.6

30.0

19.8 18.3
11.7 14.3 15.6 18.4

36.4

30.0
27.8

27.7
29.0

35.2 31.4

27.9

36.3

26.7 36.9 28.6

39.0
42.3

38.4

30.4

27.8 33.8
33.6

28.4 30.1
29.3 30.9

33.3

36.9
38.6

36.2
28.2

17.2

15.8
25.0 23.1 18.7

17.0 15.0 7.9 11.1
20.0

14.6
17.1

9.2
7.4 4.6

2.2 0.0 0.0 1.9 0.0 2.0 5.0 1.8 1.7 0.0 1.4 0.0 3.7 3.3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

いつも心がけている だいたい心がけている あまり心がけていない ほとんど心がけていない 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

※普段から運動以外の仕事や家事で、歩くように心がけていますかの問いに対し、「いつも心がけている」
「だいたい心がけている」と回答した者が回答 
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（3）運動以外で約 10 分（約 1㎞）以上の歩行頻度 
 
 
 
 
 
 

図 28 運動以外の仕事や家事で、約 10 分（約 1㎞）以上の歩行頻度 

（性・年齢階級別） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

図 29 運動や体を動かすことの妨げとなっていること（性別） 

 
  

約 10 分（約 1㎞）以上の歩行頻度は「週に 3日以上」と回答した者の割合は男性
47.7％、女性 47.6％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 20 歳代で
58.3％、女性は 60 歳代で 53.4％であった。（図 28） 
また、運動や体を動かすことの妨げとなっていることは、男女ともに「時間がないこと・
忙しいこと」と回答した者の割合が最も高く、男性 41.3％、女性 45.7％であった。 
（図 29） 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【589】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【758】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

47.7

58.3

46.2
42.1

51.1 53.6

42.9
47.6

38.3
45.6

38.6

50.4 53.4 52.3

16.8

13.9

9.2 19.6

18.2 15.0

20.7
20.6

23.3
15.5

17.9

22.0
20.9 24.5

7.2
2.8

9.2
4.7

5.7 9.2

8.6
9.0

10.0 11.7
12.1

7.8 7.4
6.6

3.4
2.8

4.6 0.9

3.4
3.9

4.3
3.0

0.0
4.9

2.9

2.8
4.9 1.3

22.3
22.2

30.8
29.9

21.6 16.3
17.9

18.2
28.3

22.3
27.9

16.3 10.4 12.6

2.7 0.0 0.0 2.8 0.0 2.0 5.7
1.6 0.0 0.0 0.7 0.7 3.1 2.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

週３日以上 週に１〜２日 ⽉に２〜３日 ⽉に１日 ほとんどない 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む

％

時間がないこと・忙しいこと

手軽にできないこと

面白くないこと

疾患・疲労・痛み

仲間や施設がないこと

利点を感じていないこと

必要性を感じていない

その他

特にない

無回答

41.3

14.3

7.4

18.3

6.5

2.5

8.1

5.7

22.3

7.2

45.7

17.8

8.8

21.8

10.0 

0.9

3.3

6.6

16.4

6.4

0 10 20 30 40 50 60

男性 【596】

女性 【763】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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8 喫煙及び受動喫煙の状況・禁煙治療医療機関の認知度 
（1）喫煙の状況 
 
 
 
  
 
 
図 30 現在習慣的に喫煙している者の割合（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性 26.1％、女性 7.7％であった。 
2016（H28）年と比較すると、男性の喫煙者は減少したが、女性は増加した。（図 30） 
また、現在習慣的に喫煙している者のうち、紙巻たばこ（従来型のたばこ）を吸っている
者の割合は、男性 75.6％、女性 66.1％、加熱式たばこを吸っている者の割合は男性
26.9％、女性 33.9％であった。（図 31） 
 

※現在習慣的に喫煙している者：現在、あなたはたばこを吸っていますかの問いに対し、「毎日吸う」
「ときどき吸っている」と回答した者 
 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【288】【764】【596】 【25】【58】【36】 【42】【75】【65】 【29】【102】【107】 【62】【127】【88】 【55】【229】【153】 【75】【166】【140】
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男性％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【388】【911】【763】 【41】【79】【60】 【39】【94】【103】 【46】【149】【140】 【87】【157】【141】 【66】【231】【163】 【109】【195】【151】
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 図 31 現在習慣的に喫煙している者が吸っているたばこ製品の種類（性別） 
 
 
  

％

紙巻たばこ（従来型のたばこ）

加熱式たばこ

その他（葉巻など）

無回答

75.6

26.9

0.0

1.3

66.1

33.9

3.4

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男性 【156】

女性 【59】

（複数回答）

※総数に年齢無回答男性1人、女性1人含む
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（2）喫煙本数の状況 
 
 
 
 
図32 現在、紙巻たばこ（従来型のたばこ）を習慣的に喫煙している者における 

1日に21 本以上吸う者の割合（性・年齢階級別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 現在、紙巻たばこ（従来型のたばこ）を習慣的に喫煙している者における 

1 日の平均喫煙本数（性別） 

 

（本）

2011（H23）年 2016（H28）年 2020（R2）年

総数 16.3 17.5 15.6

男性 18.0 19.9 17.0

女性 10.9 12.6 11.6

現在、紙巻たばこ（従来型のたばこ）を習慣的に喫煙している者で、1 日に 21 本以上吸
う者の割合は、男性 10.3％、女性 1.7％であった。（図 32） 
また、1 日の平均喫煙本数は、男性 17.0 本、女性 11.6 本で、2016（H28）年と比較し
て、男性が 2.9 本、女性が 1.0 本減少した。（※2） 

※1 喫煙本数：標準的なたばこ 1箱の単位が 20 本のため、2 箱以上（21 本以上）に設定した 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上
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（3） 禁煙の意思（禁煙希望の有無） 
 
 
 
 

 

 

図 33 喫煙者における禁煙の意思 

（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

たばこをやめたい者の割合は、男性 37.2％、女性 40.7％であった。年代別でその割合が
最も高かったのは、男性は 20 歳代で 50.0％、女性は 30 歳代で 55.6％であった。（図 33） 
また、禁煙治療が受けられる医療機関が身近にあると回答した者の割合は男性 43.6％、 
女性 49.2％であった。（図 34） 

※たばこをやめたい者：「毎日吸っている」「ときどき吸う日がある」者のうち、たばこをやめたいと回答した者 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【248】【156】 【19】【6】 【38】【22】 【36】【36】 【53】【25】 【77】【44】 【24】【22】
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図 34 禁煙治療が受けられる医療機関が身近にある者の状況（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【156】 　【6】 　【22】 　【36】 　【25】 　【44】 　【22】
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※総数に年齢無回答1人含む

％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【59】 　【2】 　【9】 　【18】 　【12】 　【15】 　【2】
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※総数に年齢無回答1人含む

※たばこをやめたい者：「毎日吸っている」「ときどき吸う日がある」者のうち、たばこをやめたいと回答した者 
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（4）受動喫煙の機会があった場所 
 
 
 
図 35 受動喫煙の機会があった場所 
 
 
  

受動喫煙の機会があった場所は、「路上」と回答した者の割合が最も高く、18.8％であっ
た。次いで、「職場」が 17.3％であった。（図 35） 

％

家庭

職場

飲食店

路上

14.3

17.3

12.3

18.8

0 10 20 30

n=1,375

（複数回答）

※総数に性別無回答16人含む
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9 飲酒の状況 
（1）習慣的な飲酒の状況 
 
 
 
 
 
図 36 飲酒習慣のある者の割合（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

飲酒習慣のある者の割合は、男性 35.1％、女性 9.3％であった。2016（H28）年と比較す
ると、男女ともに増加した。年代別ではその割合が最も高かったのは、男女ともに 50 歳代
で男性 45.5％、女性 16.3％であった。（図 36） 

※飲酒習慣のある者：週に 3日以上飲酒し、飲酒日 1日あたり１合以上を飲酒すると回答した者 

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上
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26.4

20.0

16.7

31.0

37.1
34.5

17.3

33.6

13.8

45.3

29.4

35.4

38.0

31.3
35.1

13.9

33.8

37.4

45.5
43.8

23.6

0

10

20

30

40

50

60
2011（H23）年

2016（H28）年

2020（R2）年

男性
％

総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

【388】【911】【763】 【41】【79】【60】 【39】【94】【103】 【46】【149】【140】 【87】【157】【141】 【66】【231】【163】 【109】【195】【151】

2.1
0.0

2.6
4.3 4.6

1.5
0.0

6.8

3.8

11.7 12.1 11.5

3.9
1.5

9.3

3.3

9.7
12.1

16.3

8.6

3.3

0

10

20

30

40

50

60

2011（H23）年

2016（H28）年

2020（R2）年

女性％



- 42 - 
 

（2）生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する者の状況 
 
 
 
 
 
図 37 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する者の割合（性別） 

 

 

 

 

 

 

 
  

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性 13.8％、女性 9.8％で 
あった。2016（H28）年と比較すると、男女ともに増加した。（図 37） 

※「生活習慣病のリスクを高める量」を飲酒している者とは、1 日当たりの純アルコール摂取量が男性 
で 40g 以上、女性で 20g 以上の者とし、以下の方法で算出。 

①男性：「毎日×2 合以上」＋「週 5~6 日×2 合以上」＋「週 3~4 日×3 合以上」＋「週 1~2 日×5 合以上」 
＋「月 1~3 日×5 合以上」 
②女性：「毎日×1 合以上」＋「週 5~6 日×1 合以上」＋「週 3~4 日×1 合以上」＋「週 1~2 日×3 合以上」 
＋「月 1~3 日×5 合以上」 

総数 男性 女性

   【676】   【1681】   【1375】  【288】    【764】    【596】  【388】   【911】   【763】
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％
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10 睡眠による休養の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 38 睡眠による休養の状況（性・年齢階級別） 

   
 
 
  

睡眠による休養が「充分とれている」、「まあまあとれている」と回答した者の割合は、 
男性 82.9％、女性 76.0％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 70 歳以
上で 90.0％、女性は 60 歳代で 87.1％であった。 
一方、睡眠で休養が「あまりとれていない」、「全くとれていない」と回答した者の割合は、
男性 16.1％、女性 23.2％で、年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 50 歳代
22.7％、女性は 30 歳代で 34.0％であった。（図 38） 

  総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】
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※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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11 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 39 ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の認知度（性・年齢階級別） 
  

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）について「言葉も意味もよく知っている」及
び「言葉も知っていたし、意味も大体知っている」と回答した者の割合は、男性 22.3％、女
性 34.5％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男女ともに 50 歳代で男性
29.6％、女性 39.0％であった。 
一方、「言葉も意味も知らない」と回答した者の割合は、男性 46.1%、女性 30.5％で、男
女ともに 20 歳代でその割合が最も高く、男性 61.1％、女性 38.3％であった。（図 39） 

  総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】
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言葉は知っていたが、意味はあまり知らない 言葉は知っていたが、意味は知らない
言葉も意味も知らない 無回答
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※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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12 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度 
 
 
 
 
 
 
 
図 40 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の認知度（性・年齢階級別） 
 
  

COPD（慢性閉塞性肺疾患） について「言葉も意味もよく知っている」及び「言葉も知っ
ていたし、意味も大体知っている」と回答した者の割合は、男性 14.8%、女性 21.1％であ
った。年代別ではその割合が最も高かったのは、男女ともに 40 歳代で男性 20.6％、女性
24.3％であった。 
一方、「言葉も意味も知らない」と回答した者の割合は、男性 64.4%、女性 51.2％で、
男女ともに 20 歳代でその割合が最も高く、男性 72.2％、女性 60.0％であった。（図 40） 

  総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】
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言葉も意味も知らない 無回答

男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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13 フレイル（虚弱）の認知度 
 
 
 
 
 
 
 

図 41 フレイル（虚弱）の認知度（性・年齢階級別） 
  

フレイル（虚弱）について「言葉も意味もよく知っている」及び「言葉も知っていたし、
意味も大体知っている」と回答した者の割合は、男性 14.1％、女性 23.7％であった。年代
別でその割合が最も高かったのは、男女ともに 70 歳代で男性 20.0％、女性 29.8％であっ
た。 
一方、「言葉も意味も知らない」と回答した者の割合は、男性 66.1％、女性 52.0％で特
に 20 歳代でその割合が最も高く、男性 77.8％、女性 68.3％であった。（図 41） 

  総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】
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※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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14 地域・グループ活動への参加状況 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 42 地域・グループ活動への参加状況【町内会や地域行事】（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 43 地域・グループ活動への参加状況【ボランティア活動】（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加している地域・グループ活動は「町内会や地域行事などの活動」について「週に 1回
以上」「月に 1回以上」「年に数回」と回答した者の割合は男性 50.8％、女性 42.8％であっ
た。「ボランティア活動」について「週に 1回以上」「月に 1回以上」「年に数回」と回答
した者の割合は男性 23.6％、女性 18.4％であった。「スポーツ関係のグループ活動」につい
て「週に 1回以上」「月に 1回以上」「年に数回」と回答した者の割合は男性 22.3％、女性
16.2％であった。「趣味関係のグループ活動」について「週に 1回以上」「月に 1回以上」
「年に数回」と回答した者の割合は男性 22.4％、女性 17.8％であった。「その他のグループ
活動」について「週に 1回以上」「月に 1回以上」「年に数回」と回答した者の割合は男性
13.0％、女性 12.3％であった。（図 42）（図 43）（図 44）（図 45）（図 46） 
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図 44 地域・グループ活動への参加状況【スポーツ関係のグループ活動】 

（性・年齢階級別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
図 45 地域・グループ活動への参加状況【趣味関係のグループ活動】 

（性・年齢階級別） 
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図 46 地域・グループ活動への参加状況【その他のグループ活動】 

（性・年齢階級別） 
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15 歯・口腔に関する状況 
 
（1）口腔の自覚症状の状況 
 
 
 

 

図 47 口腔内の自覚症状（性・年齢階級別） 

 
 
 
 
  

歯や口の状態で、「ほぼ満足している」と回答した者の割合は男性 32.9 %、女性 34.1 %
であった。（図 47） 

  総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上 総数 20-29 歳 30-39 歳 40-49 歳 50-59 歳 60-69 歳 70歳以上

　【596】 　【36】 　【65】 　【107】 　【88】 　【153】 　【140】 　【763】 　【60】 　【103】 　【140】 　【141】 　【163】 　【151】

32.9 36.1
27.7

37.4 35.2 34.6
28.6

34.1 30.0
39.8

29.3 30.5
35.6 37.7

54.7

63.9

63.1

55.1
51.1 49.7

55.0

55.6 63.3
50.5

60.0 56.0

57.1 49.7

9.7

0.0
9.2 7.5

11.4 11.8 11.4
8.7

6.7 9.7 9.3 11.3
4.9

9.9

2.7
0.0 0.0 0.0 2.3 3.9 5.0 1.7 0.0 0.0 1.4 2.1 2.5 2.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ほぼ満足している やや不満だが、日常は特に困らない 不自由や苦痛を感じている 無回答
男性 女性

※総数に年齢無回答男性7人、女性5人含む
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（2）口腔内で不満を感じる症状 
 
 
 
 
 
 

図 48 口腔内で不満を感じる症状（性別） 
 

 

 
 
  

歯や口の状況について不満、不自由や苦痛を感じている者の症状として「食べ物が歯と歯
の間にはさまる」と回答した者の割合が 61.4%と最も高かった。次いで、「歯や歯並びなど
の外観が気になる」と回答した者の割合が 29.0%であった。 
「食べ物が歯と歯の間にはさまる」と回答した者の割合は、男性 63.5％、女性 59.8％で
あった。（図 48） 

※歯や口の状況について不満、不自由や苦痛を感じている者：あなたは歯や口の状態について、どのよう
に感じていますかの問いに対し、「やや不満だが、日常は特に困らない」「不自由や苦痛を感じてい
る」と回答した者 
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（複数回答）

※総数に性別無回答11人含む
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（3）歯科医療の状況 
 
 
 

図 49 かかりつけ歯科医を持つ者の割合(性・年齢階級別)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

図 50 1 年以内の歯科健康診査の受診状況(性・年齢階級別)  

  

かかりつけ歯科医を持つ者の割合は男性 68.5%、女性 80.7％であった。年代別ではその割
合が最も高かったのは、男性は 70 歳以上で、男性 77.1％、女性は 60 歳代で 89.6％であっ
た。（図 49） 

定期的な歯科健診として、1年以内に歯科健康診査を受けたことがあると回答した者の割
合は男性 44.8%、女性 55.2％であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男女とも
に 70 歳以上で男性 55.0％、女性 62.3％であった。（図 50） 
また、受診場所は「歯科診療所」と回答した者の割合が 96.2％と最も高かった。 
（図 51） 
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図 51 歯科健診を受診した場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 52 1 年以内の歯科診療の受診状況(性・年齢階級別)  

 

   

1 年以内に歯科診療を受けたことがあると回答した者の割合は男性 50.8％、女性は 60.2%
であった。年代別ではその割合が最も高かったのは、男性は 70 歳以上で 56.4％、女性は 30 
歳代で 67.0％であった。（図 52） 
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※この１年間に歯科健康診査を受けましたかの問いに対し、「受けた」と回答した者が回答 
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図 53  1 年以内の歯科診療内容（性別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 年以内の歯科診療内容は、男女ともに「定期的な歯石除去や歯の清掃等の健康管理」と
回答した者の割合が 71.7％と最も高く、その割合は男性 66.7％、女性 74.9％であった。次
いで「むし歯の治療」42.4％、「抜けた歯の治療」21.1％であった。（図 53） 
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（複数回答）

※総数に性別無回答7人含む

※この１年間に歯科診療所や病院の歯科診療科で診療（訪問診療を含む）を受けましたかの問いに対し、
「受けた」と回答した者が回答 
 
 


