
調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要　　調査結果は、かながわ健康プラン２１の「かながわ健康づくり１０か条」に基づき、　概要をまとめた。
ⅠⅠⅠⅠ　　　　体重体重体重体重はははは健康健康健康健康ののののバロメーターバロメーターバロメーターバロメーター

（（（（適正適正適正適正なななな体重体重体重体重のののの維持維持維持維持にににに努努努努めましょうめましょうめましょうめましょう））））

　　　男性肥満者（ＢＭＩ≧25）の割合は、前回調査と比較すると30歳代、40歳代で増加　　しており、全国と比較してもその割合は多く、３人に１人が肥満である。　　　男性の30歳代、40歳代以外の年代は、前回調査と比較しても肥満者の割合は減少し　　ており、全国と比較してもその割合は少ない。　　　女性は、前回調査までと比較すると、60歳代以外の年代は横ばい又は減少傾向にあ　　り、全国と比較してもその割合は少ない。
　肥満者の割合（男性）

　肥満者の割合（女性）

01020
3040 ％

H10年度 22.2 15.0 22.9 28.3 25.2 22.4 17.9 H15年度 26.8 17.6 23.2 30.9 32.4 32.5 20.7 H22年度 25.1 6.1 31.7 37.0 18.2 27.4 19.6 全国(H22) 30.4 19.5 28.8 35.2 37.3 29.9 27.8 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

01020
3040％

H10年度 17.8 7.1 11.7 15.4 21.5 28.6 22.8 H15年度 15.7 4.9 11.9 17.3 17.1 18.0 22.3 H22年度 14.2 7.1 11.4 14.5 10.6 23.3 14.0 全国(H22) 21.1 7.5 13.8 18.3 19.0 27.0 27.1 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

30303030歳代歳代歳代歳代、、、、40404040歳代歳代歳代歳代のののの男性男性男性男性のののの３３３３人人人人にににに１１１１人人人人はははは肥満肥満肥満肥満ですですですです
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　　　男性のやせの者（ＢＭＩ＜18.5）の割合は、どの年代も8％未満であるが、特に50　　歳代以降は3%未満である。　　　女性は前回調査と比較すると30歳代までと70歳以上は減少しているが、40～60歳代　　のやせの割合は増加している。
　やせの割合（男性）

　やせの割合（女性）

メタボリックシンドロームの認知度　　　メタボリックシンドロームを「言葉も意味も知っている」と回答する割合は、81.5　　％であり、「言葉は知っていたが意味は知らなかった」と回答した割合と合せると、　　97.8％の人がメタボリックシンドロームという言葉を知っていると回答している。　　　その割合は、平成18年度県民ニーズ調査と比較すると、わずかに増加している。

010203040 ％H10年度 3.6 6.5 5.7 1.9 0.0 2.6 6.0 H15年度 5.0 8.2 8.4 2.1 0.9 1.7 10.9 H22年度 4.0 6.1 5.0 7.4 2.3 1.6 2.2 全国(H22) 4.6 11.6 2.6 3.0 2.0 2.9 8.0 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

010203040 ％H10年度 11.7 27.3 14.4 6.9 4.6 3.8 17.4 H15年度 14.1 29.6 22.2 10.9 8.6 6.0 13.6 H22年度 15.7 26.2 21.4 17.7 12.8 13.7 3.5 全国(H22) 11.0 29.0 14.4 11.3 9.8 6.0 9.0 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

81.5% 79.3%  16.3% 15.4%  2.2%4.0%0% 20% 40% 60% 80% 100%22年度18年度
言葉も意味も知っている 言葉は知っている 知らなかった

40404040歳代歳代歳代歳代、、、、50505050歳代歳代歳代歳代、、、、60606060歳代歳代歳代歳代のやせののやせののやせののやせの女性女性女性女性がががが増増増増えていますえていますえていますえています
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ⅡⅡⅡⅡ　　　　おいしくおいしくおいしくおいしく、、、、楽楽楽楽しくしくしくしく、、、、きちんときちんときちんときちんと食食食食べようべようべようべよう

（（（（食事食事食事食事のののの質質質質とととと量量量量をををを考考考考えてえてえてえて））））

　　　脂肪エネルギー比率は、男性26.4％、女性28.0％である。　　　成人以降の年代で、脂肪エネルギー比率が30％以上の年代は40歳代女性である。　　　いずれの年代も男性より、女性の方が脂肪エネルギー比率は高い。
　脂肪エネルギー比率

脂肪の多い食品や油をひかえていますか？　　　脂肪の多い食品を控えていると回答する割合は、男性55.1％、女性70.2％である。　　男女とも年齢が上がると、脂肪や油をひかえていると回答する割合が高くなる。　　　50歳代男性は、72.9％が脂肪や油をひかえていると回答しているが、40歳代の37.9　　％と比較すると、その差が大きい。
　脂肪の多い食品や油をひかえていますか

01020
3040 ％

男性 26.4 27.3 30.2 29.6 26.1 27.9 27.6 24.9 23.8 22.9 女性 28.0 30.0 31.0 30.7 28.4 28.5 30.4 26.7 25.7 25.4 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

脂肪脂肪脂肪脂肪エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー比率比率比率比率はははは、、、、男性男性男性男性よりよりよりより女性女性女性女性のののの方方方方がががが高高高高いですいですいですいです

0204060
80100 ％

男性 55.1 12.5 57.5 37.5 37.9 72.9 65.6 87.2 女性 70.2 55.0 62.2 53.4 65.2 75.5 76.3 93.7 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
― 29 ―



　　　牛乳・乳製品の一日あたり摂取量は、男性124ｇ、女性132ｇである。　　　20歳代までは男性の摂取量が多いが、30歳代以上は女性の摂取量が多い。
　牛乳・乳製品の１日あたり摂取量

　　　豆類の一日あたり摂取量は、男性49ｇ、女性46ｇである。男女とも60歳代が最も多く　　摂取しているが、特に60歳代男性は95g摂取している。　豆類の１日あたり摂取量

0100200
300400ｇ
男性 124.1 235.1 313.4 159.2 78.2 86.0 76.2 90.7 98.8 90.2 女性 132.3 193.8 252.4 99.1 69.0 103.1 139.4 153.4 118.1 127.7 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0204060
80100 ｇ

男性 49.1 29.1 36.6 59.7 36.1 36.4 36.0 45.2 95.4 53.9 女性 45.8 36.9 43.4 23.5 29.6 48.8 41.0 45.0 62.0 52.7 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

　　　　　　　　　　　　牛乳牛乳牛乳牛乳・・・・乳製品乳製品乳製品乳製品のののの摂取量摂取量摂取量摂取量はははは、、、、

　　　　　　　　　　　　　　　　若若若若いいいい時時時時はははは男性男性男性男性、、、、30303030歳以降歳以降歳以降歳以降はははは女性女性女性女性がががが多多多多いですいですいですいです

豆類豆類豆類豆類はははは男女男女男女男女ともともともとも60606060歳代歳代歳代歳代がががが多多多多くくくく食食食食べていますべていますべていますべています
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　　　成人男性の中で、野菜を最も多く摂取している年代は60歳代である。摂取量が最も　　少ないのは40歳代であるが、60歳代と比較すると100ｇの差がある。　　　成人女性の野菜の摂取量は、40歳代以下が低く、50歳代以降の年代と比較すると、　　約60ｇの差がある。　野菜の１日あたり摂取量（男性）

※グラフの中の数値は「緑黄色野菜」及び「その他の野菜」摂取量の合計　野菜の１日あたり摂取量（女性）

※グラフの中の数値は「緑黄色野菜」及び「その他の野菜」摂取量の合計

050100150200250300350ｇ
緑黄色 101.5 73.7 83.1 86.1 97.5 107.6 86.0 103.3 133.7 111.6 その他 142.9 86.3 140.8 125.0 133.3 148.6 129.2 150.4 182.3 147.5 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

245 160 224224 211 2311 257 215 253 316 260

050100150
200250300350ｇ

緑黄色 99.4 87.7 90.7 78.4 92.4 95.4 89.5 118.0 104.2 113.9 その他 145.8 72.7 149.6 131.7 128.8 129.5 137.8 164.3 182.8 153.7 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
245 161 241 210 221 225 228 282 287 268

　 　 　 　 野菜野菜野菜野菜はははは、、、、若若若若いいいい世代世代世代世代のとりのとりのとりのとり方方方方がががが少少少少なくなっていますなくなっていますなくなっていますなくなっています
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緑黄色野菜の摂取量　　　緑黄色野菜の摂取量を前回までの調査と比較すると、男性の1～6歳、30歳代以降、　　女性の15歳以上の年代で摂取量が減少している。　　　70歳以上の男女及び女性の60歳代以外は、全国よりも多く摂取している。　緑黄色野菜の１日あたりの摂取量（男性）

※平成10年度は年代別のみ　緑黄色野菜の１日あたり摂取量（女性）

※平成10年度は年代別のみ
その他の野菜の摂取量　　　その他の野菜の摂取量は男女とも、前回までの調査結果より摂取量が減っている。　　　また、全国と比較しても摂取量が少ない年代が多い。　その他野菜の１日あたり摂取量（男性）

※平成10年度は年代別のみ
0100200300 g

H10年度 74 166 168 181 182 191 212 213 207 H15年度 166 96 146 140 167 171 162 168 213 170 H22年度 143 86 141 124 133 149 129 150 182 148 全国(H21) 171 89 155 161 156 180 171 184 200 170 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

050100150200 gH10年度 48 74 100 78 95 92 102 113 88 H15年度 115 90 83 83 91 123 103 121 158 134 H22年度 102 74 83 86 98 108 86 103 134 112 全国(H21) 92 47 75 85 74 88 82 95 113 113 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

050100150200ｇH10年度 66 72 85 82 79 84 125 109 99 H15年度 116 71 85 98 95 111 101 132 152 127 H22年度 99 88 91 78 92 95 90 118 104 114 全国(H21) 95 53 71 73 68 78 84 104 122 114 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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　その他野菜の１日あたり摂取量（女性）

※平成10年度は年代別のみ
野菜をたっぷり食べていますか　　　野菜をたっぷり食べていると回答する割合は、男性53.5％、女性68.6％である。　　　30歳代、50歳代、60歳代、70歳代以上の女性は、7割以上が野菜をたっぷり食べて　　いると回答している。　　　男性で７割以上が野菜をたっぷり食べていると回答している年代は、70歳以上だ　　けである。   野菜をたっぷり食べていますか

0100200
300ｇ

H10年度 98 159 138 142 162 186 217 184 171 H15年度 160 74 165 147 159 152 147 191 172 161 H22年度 146 73 150 132 129 130 138 164 183 154 全国(H21) 161 83 151 139 146 155 161 176 188 162 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

02040
6080100 %

男性 53.5 25.0 42.5 50.0 48.3 50.0 69.2 70.2 女性 68.6 30.0 60.0 71.2 65.2 77.4 72.0 76.2 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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　　　前回調査と比較すると、男性は1～6歳以外の年代で朝食を食べない人の割合が増加　　している。特に20歳代は、４人に1人が欠食をしている。　　　女性は、15～19歳の４人に1人が欠食をしている。　朝食欠食（男性）

　朝食欠食（女性）
　※朝食の欠食は、栄養摂取状況調査を実施した日（特定の１日）における朝食を欠食した者の割合　　欠食とは、「食事をしなかった場合」「錠剤などによる栄養素の補給、栄養ドリンクのみの場合」　　「菓子、果物、乳製品、嗜好飲料などの食品のみを食べた場合」
普段朝食を食べていますか　　「週2～3日食べない」「週4～5日食べない」「ほとんど食べない」と回答した割合

男性男性男性男性のののの朝食欠食朝食欠食朝食欠食朝食欠食がががが増増増増えていますえていますえていますえています

010203040H10年度 10.4 6.7 2.3 12.5 22.0 21.8 16.1 3.3 2.6 1.5 H15年度 10.2 2.7 3.7 16.2 20.9 18.1 15.6 6.3 3.5 4.0 H22年度 14.0 0.0 8.1 19.0 26.3 23.3 22.2 10.9 6.7 6.4 全国(H22) 13.7 5.5 5.6 14.5 29.7 27.0 20.5 13.7 9.2 4.2 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
％

02040H10年度 6.0 0.0 2.6 12.2 15.2 7.9 5.9 3.7 1.9 3.2 H15年度 11.6 3.0 2.2 17.2 21.4 22.4 19.2 9.0 3.6 5.1 H22年度 11.9 5.0 2.9 26.3 17.8 22.9 15.0 10.0 5.7 3.4 全国(H22) 10.3 4.4 5.2 14.0 28.6 15.1 15.2 10.4 5.4 4.6 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
％

01020304050 %
男性 21.4 16.7 28.2 38.5 34.5 14.6 6.2 6.4 女性 16.9 10.0 30.4 28.8 19.7 9.4 10.7 6.3 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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ⅢⅢⅢⅢ　　　　食塩食塩食塩食塩のののの摂取摂取摂取摂取をををを少少少少なくしようなくしようなくしようなくしよう

　　　食塩の一日あたり摂取量は、男性10.9ｇ女性9.3ｇであり、前回調査より減少して　　いる。年代でみても多くの年代で摂取量が減少しており、平成10年度と比較するとそ　　の傾向が強い。全国と比較すると、20歳代、60歳代男性、40歳代女性が高い。　　　どの年代も、女性より男性の方が摂取量が多い傾向にあり、塩分を控えめにしてい　　ると回答している割合は、女性の方が多い。　食塩の１日あたり摂取量（男性）

　食塩の１日あたり摂取量（女性）

　塩分を控えめにしている人の割合
020406080

100ｇ
男性 51.0 21.0 43.0 34.0 48.0 56.0 62.0 79.0 女性 69.0 40.0 44.0 55.0 73.0 83.0 79.0 87.0 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

前回調査前回調査前回調査前回調査よりよりよりより食塩食塩食塩食塩のののの摂取量摂取量摂取量摂取量がががが減少減少減少減少していますしていますしていますしています

0.05.010.015.0 g
H10年度 7.1 11.6 12.5 13.0 13.6 14.1 14.7 15.0 13.2 H15年度 11.9 6.6 9.8 11.1 12.1 12.5 11.3 13.8 14.3 11.8 H22年度 10.9 6.3 9.4 11.3 11.3 10.9 11.2 12.1 12.9 10.6 全国(H22) 10.9 6.0 9.3 11.5 10.7 11.2 11.1 11.9 12.0 11.2 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

051015ｇH10年度 7.8 10.9 11.3 11.9 11.9 12.2 13.4 12.5 11.7 H15年度 10.5 5.7 9.1 9.8 9.7 10.2 9.9 11.9 12.1 11.0 H22年度 9.3 5.5 9.4 8.9 9.0 8.2 9.7 10.4 10.4 9.6 全国(H22) 9.5 5.4 8.6 9.0 8.9 9.3 9.0 10.3 10.6 9.9 総数 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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ⅣⅣⅣⅣ　　　　身体身体身体身体をををを動動動動かそうかそうかそうかそう

　　運動習慣を持つ人の割合は男性46.9％、女性39.0％である。　　運動習慣を持つ人の割合が最も多い年代は、男女とも70歳以上であり、70歳以上の男　性は、約7割が運動習慣があると回答している。　　前回の調査と比較すると、60歳代の男女以外は全ての年代で増加している。　　男女とも全ての年代で運動習慣を持つ人の割合は、全国の割合よりも高い。※「運動習慣」とは、週２回以上の頻度で30分以上の運動持続時間があり、１年以上継続　していること　運動習慣を持つ人の割合（男性）

　運動習慣を持つ人の割合（女性）
020
4060
80％

H10年度 31.1 9.5 18.6 31.7 38.6 44.2 31.8 H15年度 28.5 12.5 19.2 25.6 33.9 42.0 26.0 H22年度 39.0 30.0 21.9 30.4 52.0 39.4 54.8 全国(H22) 28.5 10.8 16.8 15.0 30.7 38.4 35.7 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0.020.040.060.0
80.0 ％

H10年度 30.8 27.3 28.2 33.3 26.5 34.8 32.1 H15年度 33.2 15.0 21.3 6.1 20.8 53.3 56.2 H22年度 46.9 50.0 30.8 25.0 28.6 50.0 68.0 全国(H22) 34.8 28.6 24.8 19.4 26.2 42.6 45.0 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

運動習慣運動習慣運動習慣運動習慣をををを持持持持つつつつ人人人人のののの割合割合割合割合はははは全国全国全国全国よりもよりもよりもよりも多多多多いですいですいですいです
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　　１日の平均歩行数は、男性8,330歩　女性7,354歩である。　　前回までの調査と比較すると、30歳代、70歳以上の男女の歩数は増加しているが、　その他の年代の歩数は減少している。　　全ての年代の男女の歩数は全国と比較しても多く、特に70歳代以上の男性の歩数は全　国の歩数よりも約1,700歩多い。　一日の平均歩行数（男性）

　一日の平均歩行数（女性）
3,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,000 歩

H10年度 8,318 9,748 9,081 9,053 9,113 9,112 8,205 5,349H15年度 8,663 10,753 8,934 8,503 9,728 9,157 8,264 6,456H22年度 8,330 9,677 8,699 9,408 8,092 7,895 8,213 6,587全国(H22) 7,136 8,322 8,278 7,873 7,684 7,092 4,890総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

3,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,00011,000 歩
H10年度 7,874 8,198 8,594 8,501 8,808 8,596 7,318 4,379H15年度 7,913 10,111 9,319 7,707 9,450 8,362 7,305 4,791H22年度 7,354 8,653 8,430 7,823 7,940 7,874 6,545 4,970全国(H22) 6,117 7,104 6,669 6,986 7,184 6,234 3,872総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

歩数歩数歩数歩数はははは全国平均全国平均全国平均全国平均よりよりよりより多多多多いですいですいですいです
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ⅤⅤⅤⅤ　　　　ぐっすりぐっすりぐっすりぐっすり眠眠眠眠りりりり、、、、心地心地心地心地よくよくよくよく目覚目覚目覚目覚めようめようめようめよう

　　最も多いのは男性は30歳代、女性は20歳代である。15歳～19歳、60歳代以外は、女性　よりも男性の方が疲労感が残ると回答している。　目覚めた時に疲労感の残る人の割合

　　睡眠時間６時間未満は、男性は30歳代の60％、女性は50歳代の67.9％が最も多い。　　前回調査までの調査と比較すると、睡眠時間が６時間未満であると回答する人の割合　は、70歳以上の男性、20歳代、70歳以上の女性以外の年代で増加している。　睡眠時間（男性）

　　目覚めた時に疲労感が残る人は、男25.1%、女22.5%である。

0102030
4050 ％

男性 25.1 12.5 32.5 39.0 34.4 31.3 9.2 10.6 女性 22.5 30.0 31.1 28.8 24.2 26.4 17.1 7.9 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

目覚目覚目覚目覚めためためためた時時時時にににに疲労感疲労感疲労感疲労感がががが残残残残るのはるのはるのはるのは、、、、30303030歳代男性歳代男性歳代男性歳代男性がががが最最最最もももも高高高高いですいですいですいです

8.310.312.313.810.44.64.3
37.5 48.747.737.935.413.814.9

41.7 30.827.736.231.352.336.2
8.37.79.26.922.926.225.5

4.2
5.20.03.117.0
0.01.5 0.02.6

2.10.00.00.01.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

15～19歳20～29歳30～39歳40～49歳50～59歳60～69歳70歳以上 5時間未満 ～6時間未満 ～7時間未満 ～8時間未満 ～9時間未満 9時間以上

　　　　男性男性男性男性のののの30303030歳代歳代歳代歳代、、、、女性女性女性女性のののの50505050歳代歳代歳代歳代にににに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　睡眠時間睡眠時間睡眠時間睡眠時間6666時間未満時間未満時間未満時間未満がががが多多多多くみられますくみられますくみられますくみられます
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　睡眠時間（女性）

　睡眠が６時間未満の割合（男性）

　睡眠が６時間未満の割合（女性）

5.06.58.210.613.29.33.2
45.028.3 37.040.9 54.733.314.3

35.039.1 39.727.3 22.628.036.5
15.019.6 13.718.2 7.522.728.6

0.0
3.01.95.37.9

4.3 1.40.02.2
9.51.30.0
0.00.0

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

15～19歳20～29歳30～39歳40～49歳50～59歳60～69歳70歳以上 5時間未満 ～6時間未満 ～7時間未満 ～8時間未満 ～9時間未満 9時間以上

020406080 ％
H10年度 27.3 28.8 34.2 31.6 30.9 26.6 19.4 33.8 H15年度 35.6 32.6 39.4 60.6 45.7 33.1 18.8 18.4 H22年度 42.2 45.8 59.0 60.0 51.7 45.8 18.5 19.2 全国(H22) 31.8 43.4 43.6 41.1 33.0 24.2 18.3 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

020406080％
H10年度 28.6 34.7 25.0 26.3 39.6 29.4 30.6 13.5 H15年度 37.8 40.0 40.5 34.8 48.8 40.7 34.0 28.8 H22年度 43.4 50.0 34.8 45.2 51.5 67.9 42.7 17.5 全国(H22) 34.5 32.4 32.3 46.1 45.8 32.9 23.5 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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ⅥⅥⅥⅥ　　　　上手上手上手上手ににににストレスストレスストレスストレスをををを解消解消解消解消しようしようしようしよう

　　ストレスをためないようにしている人の割合は、男性77.3%　女性82.3%である。　　生活の中で気をつけていることで割合が多いのは、男性は「ストレスをためない」　「体型維持」「睡眠時間」であり、女性は「ストレスをためない」「食事」　「睡眠時間」の順番である。　生活の中で気をつけていること（男性）

　生活の中で気をつけていること（女性）

ストレスストレスストレスストレスをためないようにしているをためないようにしているをためないようにしているをためないようにしている人人人人はははは約約約約８８８８割割割割ですですですです

65.354.8 72.053.618.8 77.349.4 69.4 75.30 20 40 60 80 100
食事運動・スポーツ睡眠時間お酒の飲みすぎたばこの吸いすぎストレスをためない歯の健康健診を受ける体型維持 %

79.046.0 75.529.16.1 82.358.259.6 73.70 20 40 60 80 100
食事運動・スポーツ睡眠時間お酒の飲みすぎたばこの吸いすぎストレスをためない歯の健康健診を受ける体型維持 %
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ⅦⅦⅦⅦ　　　　たばこをやめようたばこをやめようたばこをやめようたばこをやめよう　　　　

　　　成人男性の約３割、成人女性の１割弱に喫煙習慣があり、男性では、50歳代で４割　　　　以上、女性では20歳代から40歳代で１割以上となっている。　　　男性は、喫煙習慣があると回答している割合は全年齢で減少している。　　　たばこを「毎日吸う」「ときどき吸う」と回答している者のうち、たばこをやめた　　い又は、本数を減らしたいと回答している割合は、男性63.6%女性71.9％である。　現在の喫煙習慣（男性）
　現在の喫煙習慣（女性）

　禁煙希望の状況（男性）

020406080 %
H10年度 46.5 48.5 64.1 66.7 51.0 37.9 26.4 H15年度 40.9 37.5 51.2 48.8 49.6 33.3 22.9 H22年度 30.8 38.5 36.9 36.2 45.8 17.2 12.8総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

男性男性男性男性のののの喫煙習慣喫煙習慣喫煙習慣喫煙習慣があるとがあるとがあるとがあると回答回答回答回答するするするする割合割合割合割合がががが減少減少減少減少していますしていますしていますしています

0102030 %
H10年度 11.1 23.8 7.1 15.9 12.5 6.5 4.5 H15年度 12.8 21.7 17.3 15.9 9.9 11.3 3.0 H22年度 8.3 13.0 12.3 12.1 9.4 1.3 3.2総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0.020.040.060.080.0100.0 %
やめたい 30.3 46.7 29.2 28.6 18.2 27.3 50.0 本数を減らしたい 33.3 20.0 25.0 28.6 50.0 45.5 33.3 やめたくない 24.2 33.3 25.0 28.6 13.6 27.3 16.7 わからない 12.1 0.0 20.8 14.3 18.2 0.0 0.0 

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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　禁煙希望の状況（女性）

ⅧⅧⅧⅧ　　　　飲飲飲飲みすぎみすぎみすぎみすぎ注意注意注意注意　　　　おおおお酒酒酒酒はほどほどにはほどほどにはほどほどにはほどほどに

　　　アルコールを３合以上飲む人の割合で最も多いのは、男性40歳代で４人に１人が　　３合以上飲むと回答している。　　　女性は20歳代が最も多く、８人に１人が３合以上飲むと回答している。　３合以上飲む人の割合
010
2030%

男性 15.3 21.4 20.8 23.9 17.5 4.1 3.2 女性 7.6 13.0 7.1 9.7 7.7 4.5 0.0 総数 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

　　　　40404040歳代男性歳代男性歳代男性歳代男性のののの４４４４人人人人にににに1111人人人人ははははアルコールアルコールアルコールアルコールをををを３３３３合以上飲合以上飲合以上飲合以上飲んでいますんでいますんでいますんでいます

0.020.040.060.080.0100.0 %
やめたい 46.9 33.3 77.8 25.0 40.0 50.0 50.0 本数を減らしたい 25.0 16.7 0.0 50.0 40.0 0.0 50.0 やめたくない 15.6 16.7 22.2 0.0 20.0 50.0 0.0 わからない 12.5 33.3 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 

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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ⅨⅨⅨⅨ　　　　いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも不自由不自由不自由不自由なくなくなくなく、、、、何何何何でもでもでもでも食食食食べることができるようにべることができるようにべることができるようにべることができるように

　　不自由なく食べられる人の割合は、男性78.0％、女性81.8％である。全体でみると、　約８割の人が不自由なく食べることができると回答している。　　70歳以上になると、不自由なく食べられる人の割合は減少している。　不自由なく食べられる人の割合

　不自由なく食べられる人の割合（男性）

　不自由なく食べられる人の割合（女性）
0204060
80100 %

平成15年度 70.2 91.7 78.8 75.6 75.4 65.2 61.2 59平成22年度 78 91.7 87.5 87.5 79.3 77.1 67.7 63.8全国値(H21) 79.3 97.4 94.5 94.4 89.5 75.7 69.8 60.6総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

020406080
100 %
男性 78 91.7 87.5 87.5 79.3 77.1 67.7 63.8女性 81.8 85 91.1 89 74.2 88.7 80.3 69.8総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0204060
80100 %

平成15年度 75.9 92.3 91.3 81.9 78.6 74.3 69.6 58.1平成22年度 81.8 85 91.1 89 74.2 88.7 80.3 69.8全国値(H21) 80 96.8 94.8 96 89.6 80.6 76.4 58.2総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上になるとになるとになるとになると不自由不自由不自由不自由なくなくなくなく食食食食べられるべられるべられるべられる人人人人のののの割合割合割合割合がががが減少減少減少減少しますしますしますします
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　　自分の歯が20本以上ある人の割合は、男女ともに80％以上である。また、その割合は　女性より男性の方が高い。40歳代以降は徐々にその割合が減少し、70歳以上では半数以　下になる。　　平成10年度と比較すると20本以上ある人の割合は、各年代で増加しており、特に50歳　以上の増加が著しい。　自分の歯が20本以上ある人の割合

　自分の歯を20本以上有する人の割合（男性）

　自分の歯を20本以上有する人の割合（女性）
02040
6080100 %

平成10年度 79.8 100 97.1 93.6 90 80.8 62.4 23.5平成15年度 75.5 92.3 100 96.1 87.3 75.5 63.5 26.7平成22年度 86.3 100 100 98.5 96.6 91.7 75 47.8全国値(H21) 74.3 99.6 99.1 97.1 92.8 79.4 61.4 33.7総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

自分自分自分自分のののの歯歯歯歯がががが20202020本以上本以上本以上本以上あるあるあるある人人人人のののの割合割合割合割合がががが増増増増えていますえていますえていますえています

020406080
100 %
男性 86.3 100 100 98.5 96.6 91.7 75 47.8女性 84.1 100 100 100 95.5 90.6 74.7 42.9総数 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0204060
80100 %

平成10年度 76.9 100 98.1 97.4 88.2 79.5 55.6 21.1平成15年度 75.1 100 99 96.2 92.1 78.5 52.7 28平成22年度 84.1 100 100 100 95.5 90.6 74.7 42.9全国値(H21) 72.5 100 99.3 98.7 94.8 82.3 66.4 26.6総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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　　歯間清掃用具を使用している人の割合は、男性31.0％、女性41.7％である。　　使用している人の割合を年代別にみると、20歳代から徐々に増加し、50歳代をピーク  に減少している。平成15年度と比較すると、若い世代で使用者の割合が減少しているが、　30歳代以降は男女とも増えている。　歯間清掃用具を使用している人の割合
　歯間清掃用具を使用している人の割合（男性）

　歯間清掃用具を使用している人の割合（女性）
02040
6080 %

平成15年度 31.3 9.6 16.3 18.9 32.5 34.5 24.6 18.5平成22年度 31 8.3 15.4 30.8 37.9 39.6 35.4 24.6全国値(H21) 34.9 27.2 26.7 28.8 35.7 35.6 41.9 37.4総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

女性女性女性女性のののの方方方方がががが歯間清掃用具歯間清掃用具歯間清掃用具歯間清掃用具のののの使用率使用率使用率使用率がががが高高高高いですいですいですいです

0204060
80 %
男性 31 8.3 15.4 30.8 37.9 39.6 35.4 24.6女性 41.7 0 15.2 49.3 53 58.5 46.7 25総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

02040
6080 %

平成15年度 31.3 15.2 23.8 31.2 41.9 42.8 30.8 19.5平成22年度 41.7 0 15.2 49.3 53 58.5 46.7 25全国値(H21) 45.9 26.6 26.8 49.8 56.2 53.6 55.6 35.4総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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　　食べ物や飲み物が飲み込みにくかったり、むせたりする人（「頻繁にある」「ときど　きどきある」に回答した人）は、60歳代までは男性の方が多い。　  70歳以上は男性27.7％、女性28.6％と4人に1人が飲み込みにくく感じたりむせたりし　ている。　食べ物が飲み込みにくい、むせたりする人の割合　（「頻繁にある」「ときどきどきある」に回答した人）
　食べ物が飲み込みにくい、むせたりする頻度（男性）

　食べ物が飲み込みにくい、むせたりする頻度（女性）

0102030 %男性 16.8 25 10.3 10.8 17.2 16.7 15.4 27.7女性 11.1 10 2.2 4.1 15.2 7.5 8 28.6総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上のののの4444人人人人にににに1111人人人人がががが嚥下機能嚥下機能嚥下機能嚥下機能のののの低下低下低下低下がみられますがみられますがみられますがみられます

0204060
80100 %

頻繁にある 1.5 0 2.6 1.5 0 0 1.5 4.3ときどきある 15.3 25 7.7 9.2 17.2 16.7 13.8 23.4めったにない 28.6 20.8 28.2 21.5 34.5 29.2 32.3 29.8まったくない 54.6 54.2 61.5 67.7 48.3 54.2 52.3 42.6総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0204060
80100 %

頻繁にある 0.5 0 0 1.4 1.5 0 0 0ときどきある 10.6 10 2.2 2.7 13.6 7.6 8 28.6めったにない 35.1 35 21.7 27.4 31.8 37.7 46.7 41.3まったくない 53.8 55 76.1 68.5 53 54.7 45.3 30.2総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
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ⅩⅩⅩⅩ　　　　自分自分自分自分でででで健康健康健康健康・・・・生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣ののののチェックチェックチェックチェックをしようをしようをしようをしよう　　　　

　　　健診を受けたと回答する割合は男性77.4%、女性58.3%であり、男性の方が多く受け　　ている。　　　男性の30歳代～50歳代は、8割が健診を受けたと回答しているが。女性の30歳代の　　回答は４割である。　　　がん検診は、女性の方が多く受けていると回答している。最も高い回答は50歳代の　　女性で、64％ががん検診を受けていると回答している。　　　男性でがん検診を受けたと回答する割合は、年代が上がると多くなっている。　健診の受診状況

　がん検診の受診状況

健康診断健康診断健康診断健康診断はははは、、、、働働働働きききき盛盛盛盛りのりのりのりの男性男性男性男性のののの受診率受診率受診率受診率がががが８８８８割割割割をををを超超超超えていますがえていますがえていますがえていますが、、、、30303030歳代歳代歳代歳代

女性女性女性女性はははは、、、、最最最最もももも低低低低くくくく４４４４割割割割ですですですです

0204060
80100 %
男性 77.4 70.8 72.5 84.4 87.9 85.4 67.2 68.1 女性 58.3 50.0 66.7 43.8 65.2 62.3 60.1 58.7 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

0204060
80100 %
男性 32.8 0.0 7.7 18.8 32.8 41.7 52.3 53.2 女性 50.3 0.0 22.0 51.0 61.0 64.0 58.0 54.0 総数 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

― 47 ―


