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１ 身体の状況について

肥満者の割合は、男性で前回に比べて増加する傾向

低体重（やせ）の割合は、15～19歳、20歳代の女性で約2割

自己申告による身長と体重からBMI（Body Mass Index）を算出し、この値が25以上の肥

満と18.5未満の低体重（やせ）の者の割合を性・年齢階級別に示した。このうち男性にお

ける肥満者の割合はいずれの年齢階級でも前回（平成15年）の調査時に比べ増加する傾向

が認められた。

図1 ＢＭＩの区分別割合（15歳以上；性・年齢階級別 （第5-1表・再掲））

問１ あなたの現在の身長と体重をご記入ください （小数点以下の数値については、四捨五入してください ）。 。
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＜低体重（やせ）＞

（参考） 肥満の判定 ［Body Mass Index (BMI) ＝ 体重[kg] ÷ (身長[m] ） ］
2

判定区分 低体重（やせ） 普通 肥満
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自己の体型を「太っている 「少し太っている」と評価している者の割合は、」、

男性48％、女性56％

「 」 、「 」 、自己の体型を 太っている あるいは 少し太っている と評価している者の割合は

男性48％、女性56％であった。年齢階級別にみると男性では40歳代、女性では15～19歳に

おいて最も高い割合を示していた。

図2 体型に対する自己評価（15歳以上；性・年齢階級別 （第6表・再掲））
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女性では体型が「低体重（やせ 」であるのに「ふつう 「太っている」と自己評価し） 」

ている者や 「ふつう」であるのに「太っている」と自己評価している者が60歳代以下、

で認められ、その傾向は若年層となるほど強い

。性・年齢階級別にBMIより判定した現実の体型と自己の体型評価の関係を図３に示した

女性ではBMIが18.5未満の低体重（やせ）であるにもかかわらず「ふつう」あるいは「太

」 「 」っている と自己評価している者やBMIが18.5以上25未満の普通であるのに 太っている

と自己評価している者が60歳代以下で認められ、その傾向は若年層となるほど強く認めら

れる。

図3 現実の体型別体型に関する自己評価（15歳以上；性・年齢階級別 （第8-2表・再掲））

81.5 
71.4 

25.2 22.6 

0.0 0.0 

18.5 

21.4 

55.1 
52.8 

13.0 16.7 

0.0 
7.1 

19.7 24.5 

87.0 83.3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(27) H21(14) H15(127) H21(53) H15(23) H21(12)

低体重 普 通 肥 満

男性・15-19歳

やせている ふつう 太っている

88.0 83.3 

17.9 19.6 

0.0 0.0 

12.0 16.7 

55.9 53.3 

2.9 6.1 

0.0 
0.0 

26.2 27.2 

97.1 93.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(25) H21(18) H15(229) H21(92) H15(69) H21(33)

低体重 普 通 肥 満

男性・20歳代

やせている ふつう 太っている

92.9 
100.0 

17.8 14.5 

0.0 0.0 

7.1 
0.0 

45.5 49.2 

4.3 4.3 

0.0 

0.0 

36.8 36.3 

95.7 95.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(14) H21(5) H15(242) H21(124) H15(116) H21(69)

低体重 普 通 肥 満

男性・30歳代

やせている ふつう 太っている

91.7 
100.0 

17.8 
11.1 

0.0 0.0 

8.3 
0.0 

47.7 

39.7 

6.8 2.8 

0.0 
0.0 

34.5 

49.2 

93.2 97.2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(12) H21(9) H15(281) H21(126) H15(133) H21(71)

低体重 普 通 肥 満

男性・40歳代

やせている ふつう 太っている

93.3 
100.0 

22.6 20.4 

0.6 1.2 

6.7 
0.0 

51.7 55.9 

7.9 5.9 

0.0 0.0 

25.7 23.7 

91.5 92.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(15) H21(8) H15(350) H21(152) H15(177) H21(85)

低体重 普 通 肥 満

男性・50歳代

やせている ふつう 太っている

88.2 92.3 

15.4 15.5 

0.9 0.0 

11.8 7.7 

52.3 52.3 

11.1 6.8 

0.0 
0.0 

32.3 32.3 

88.0 
93.2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(17) H21(13) H15(325) H21(155) H15(117) H21(73)

低体重 普 通 肥 満

男性・60歳代

やせている ふつう 太っている

91.5 
82.4 

23.6 19.3 

1.2 1.7 

8.5 
17.6 

55.7 
58.6 

7.1 10.3 

0.0 
0.0 

20.3 22.1 

91.7 87.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(59) H21(17) H15(296) H21(140) H15(84) H21(58)

低体重 普 通 肥 満

男性・70歳以上

やせている ふつう 太っている



- 23 -

46.9 

23.1 

1.9 2.0 0.0 0.0 

46.9 

61.5 

38.6 
28.6 

0.0 0.0 

6.3 
15.4 

59.5 
69.4 

100.0 100.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(32) H21(13) H15(158) H21(49) H15(13) H21(4)

低体重 普 通 肥 満

女性・15-19歳

やせている ふつう 太っている

39.1 41.4 

3.5 3.2 
0.0 0.0 

54.7 55.2 

36.1 38.7 

0.0 0.0 

6.3 3.4 

60.4 58.1 

100.0 100.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(64) H21(29) H15(202) H21(93) H15(20) H21(13)

低体重 普 通 肥 満

女性・20歳代

やせている ふつう 太っている

49.0 

32.0 

5.0 3.0 0.0 0.0 

45.1 

60.0 

36.6 41.5 

0.0 0.0 

5.9 8.0 

58.1 55.5 

100.0 100.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(51) H21(25) H15(303) H21(164) H15(34) H21(21)

低体重 普 通 肥 満

女性・30歳代

やせている ふつう 太っている

65.7 
57.1 

5.1 5.0 
0.0 0.0 

34.3 
38.1 

38.3 39.0 

0.0 
2.3 

0.0 4.8 

56.6 56.0 

100.0 97.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(35) H21(21) H15(316) H21(141) H15(85) H21(44)

低体重 普 通 肥 満

女性・40歳代

やせている ふつう 太っている

71.0 
85.7 

6.9 8.3 
0.0 

25.8 

14.3 

40.3 39.5 

1.7 0.0 

3.2 0.0 

52.8 52.2 

98.3 100.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(31) H21(14) H15(375) H21(157) H15(121) H21(51)

低体重 普 通 肥 満

女性・50歳代

やせている ふつう 太っている

85.7 
73.3 

7.3 7.7 
0.7 0.0 

14.3 

20.0 

44.5 41.8 

3.6 4.4 

0.0 
6.7 

48.2 50.5 

95.6 95.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(28) H21(15) H15(330) H21(182) H15(137) H21(68)

低体重 普 通 肥 満

女性・60歳代

やせている ふつう 太っている

79.4 82.5 

22.2 
15.0 

2.7 
0.0 

19.1 17.5 

49.2 

43.9 

13.5 4.3 

1.5 0.0 

28.6 
41.2 

83.8 
95.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H15(68) H21(40) H15(419) H21(187) H15(108) H21(70)

低体重 普 通 肥 満

女性・70歳以上

やせている ふつう 太っている



- 24 -

現在の健康状態が「よい 「とてもよい」と自己判断する者は男性31.1％、女性26.7％」

現在の健康状態が「よい」あるいは「とてもよい」と自己判断する者は男性31.1％、女

、 。 、性26.7％であり 前回の調査時に比べわずかに増加する傾向がみられた 男性では40歳代

女性では50歳代にかけて、この割合は低下するが、その後ある程度回復した後70歳代以上

では20％未満となっている。

図4 現在の健康状態（15歳以上；性・年齢階級別 （第7表・再掲））
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２ 食事の状況について

朝食を欠食することがある者は、男女とも20歳代が高く、男性で約4割、女性で約3割

朝食の欠食状況を図５に示した。男性では「ほとんど食べない」もしくは週３～４日以

下食べると回答した者の割合は全体的にみると21.4％であって、前回とほぼ同じレベルで

あった。しかし、前回と比べると30歳代以下ではこの割合は減少し、逆に40～60歳代では

増加する傾向が認められた。一方、女性では特に20～30歳代で大きく減少しており、全体

でも4%弱の低下が認められた。

図5 朝食の欠食状況（15歳以上；性・年齢階級別 （9-1表・再掲））
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週２回以上外食をする者の割合は男性38.8％、女性22.3％

外食の頻度を図６に示す。週２回以上外食をする者の割合は男性38.8％、女性22.3％に

認められ、前回の調査時に比べわずかに増加傾向を示し、全国平均を若干下回っていた。

このうち男性の20～40歳代では50％を超えている。

図6 外食頻度（15歳以上；性・年齢階級別 （第12-1表・再掲））
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って食べる場合とします 。）
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食事バランスガイドを知っていると回答した者は、男性で約3割、女性で約6割

食事バランスガイドを知っている者の割合を図７に示した。少なくとも見たことがある

と回答した者は男性全体の35.0％女性全体の63.9％に認められた。男性では若年者ほど知

っている者の割合は高い傾向にあり、女性では50歳代以下で70％を超えていた。

図7 食事バランスガイドを知っている者の割合（15歳以上；性・年齢階級別）（第15表・再掲）

問８ 右に示したコマ型の「食事バランスガイド」を見たことがありますか。
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食事バランスガイドをみた機会や場所は、

テレビ、雑誌・本、職場や学校、保健所や市町村による広報活動が多い

食事バランスガイドをみた機会や場所としては、テレビ、雑誌・本、職場や学校、保健

所や市町村による広報活動、スーパーマーケットが上位を占めていた。また、男性では社

員食堂や学生食堂、女性ではスーパーマーケットやファミリーレストランにおいてみた者

も一定数が認められている。

図8 食事バランスガイドを見た場所（15歳以上；性別 （第16表））
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食事バランスガイドを参考にして、少なくとも時々はメニューを考えたり選んだりして

、 。 。いる者は男性で26.4％ 女性で39.9％であった 男女とも60歳代で最も高い割合を示した

図9 食事バランスガイドを参考にメニューを選ぶ者の割合（15歳以上；性・年齢階級別）

（第17表・再掲）

問１０ コマ型の「食事バランスガイド」を参考にしてメニューを考えたり、選んだりしますか。
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食に対する意識としては、男女とも「食事を『おいしい』と思う 「食事を共にする家」、

族や友人がいる 「理想体重維持への心がけ」が上位の３項目となっていた 「塩分の多」、 。

いものの摂取」に意識しているものは女性の73.3％、男性の54.7％に留まった。

図10 食に対する意識状況（15歳以上；性別 （第20表））
問12 次のことについて 「１はい 「２いいえ」でお答えください。、 」、

（それぞれの問いについて、あてはまる番号を１つ選んで○印をつけてください。※「はい」の割合）

※問12の質問内容
(1) 自分にとって適切な食事内容・量を知っている。
(2) 食品や外食の栄養成分表示を参考にしている。
(3) 塩分の多いものはひかえている。
(4) 脂っこいものはひかえている。
(5) 食事を「おいしい」と思う。
(6) 食事を共にする家族や友人がいる。
(7) 食事には充分な時間をとっている。
(8) 現在、理想の体重に近づけよう、あるいは理想の体重を維持しようと心がけている。
(9) 現在、体重を減らそうとしている。
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栄養成分表示を参考にしている者は、男性約2割、女性4割

食品や外食の栄養成分表示を参考にしている者は、男性22.4％、女性40.0%であり、30

歳代男性を除く、すべての性・年齢階級において、前回（平成15年）の調査時に比べ増加

する傾向が認められた。

（ ）図11 食品や外食の栄養成分表示を参考にしている者の割合 15歳以上；性・年齢階級別

（第20表・再掲）
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塩分の多いものを控えている者は、男性約5割、女性約7割

塩分の多いものを控えている者は、男性54.7％、女性73.3％であった。男女とも年齢階

級が上がるのに従って、その割合も増加する傾向が認められた。また、いずれの年齢階級

においても、女性の方が男性よりも高い割合を示す傾向がみられた。

（ ）（ ）図12 塩分の多いものを控えている者の割合 15歳以上；性・年齢階級別 第20表・再掲

問12(3) 塩分の多いものはひかえている。
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脂っこいものを控えている者は、男性約5割、女性約7割

脂っこいものを控えている者は、男性54.4％、女性75.1％であった。男女とも年齢階級

が上がるのに従って、その割合も増加する傾向が認められた。また、いずれの年齢階級に

おいても、女性の方が男性よりも高い割合を示す傾向がみられた。

図13 脂っこいものを控えている者の割合（15歳以上；性・年齢階級別 （第20表・再掲））
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３ 運動・休養の状況について

日常生活の中で意識的に時々でも運動を心がけている者は、男女とも約6割

、 、日常生活の中で意識的に時々でも運動を心がけている者は 男女とも60％強に認められ

いずれも前回（平成15年）よりも増加する傾向が認められる。

図14 意識的に運動を心がけている者の割合（15歳以上；性・年齢階級別）（第22-1表・再掲）

問１３ あなたは、日頃から、日常生活の中で、健康の維持・増進のために意識的に身体を動かすなどの運動をしていますか （ただ。
し、学校の授業で行っているものは除きます）
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最近１ヶ月間にストレスを感じた者の割合は、

20～40歳代では男性の７割以上、女性では８割以上

最近１ヶ月間において多少なりともストレスを感じた者の割合は、男性全体の62.1％、

女性全体の71.1％に認められた。このうち、20～40歳代では男性の70%以上、女性では80

％以上に認められた。

図15 最近１ヵ月でストレスを感じた者の割合（15歳以上；性・年齢階級別）（第24表・再掲）

問１４ ここ1ヶ月間に、不満、悩み、苦労などによるストレスなどがありましたか。
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睡眠による休養を十分に取れない者の割合は、男女とも約2割

睡眠による休養を十分に取れない者の割合は、男女とも全体の17％弱に認められた。ま

た、15～30歳代では前回（平成15年）よりも低下する傾向がみられたものの、40歳代では

逆にわずかに増加する傾向が認められた。

図16 睡眠による休養を十分にとれない者の割合（15歳以上；性・年齢階級別）（第25表・再掲）

問１５ ここ1ヶ月間、あなたは睡眠で休養が充分とれていますか。
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４ 喫煙の状況について

喫煙の健康への影響の認知度では「肺がん 「妊娠への影響」で約8割」

喫煙による健康への影響については 「肺がん」と関係があると回答した者は男女とも、

最も高率で80％を超えていた。妊娠への影響については、女性85.3％、男性75.9％であっ

た。一方 「心臓病」や「脳卒中」にかかりやすくなると回答した者は50％程度に留まっ、

ていた。

図17 喫煙の健康への影響の認知度（15歳以上；性別 （第35表～45表））

問１８ あなたは、たばこが健康に与える影響について、どう思いますか。
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受動喫煙について迷惑に感じた者の割合は、男性63.1％、女性83.6％に上った。

図18 受動喫煙に関する意識（15歳以上；性・年齢階級別 （第46表・再掲））

問１９ あなたはこれまで自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸うことがあったときに、どのように感じましたか。
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受動喫煙があった場（機会）とその頻度については、職場、家庭、飲食店あるいは、遊

技場においてその頻度は高くなっていたが、前回（平成15年）よりもその頻度は低下する

傾向が認められる。

図19 受動喫煙の機会（15歳以上；性別 （第47表～54表・再掲））

問２０ あなたは、この１ヶ月間に自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。

※「行かなかった 「無回答」を除く。」
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喫煙者の中で、1日当たりの喫煙本数が21本以上の者は、

男性で22.2％、女性で7.2％であり、50～60歳代男性では約3割

喫煙者における１日当たりの喫煙本数は、男性で11～20本の者の割合が54.9％で最も高

く、10本以下が22.8％でこれに続いていた。また。31本以上の者も10％弱に認められた。

女性では10本以下の者が55.1％と最も高率であったが、11～20本の者も37.7％に認められ

た。男女とも10本以下の喫煙者の割合が増加する傾向がみられた。

図20 １日の喫煙本数（20歳以上；性・年齢階級別 （第56表・再掲））

問２２ あなたは、通常、１日に何本たばこを吸いますか（吸っていましたか （ ときどき吸う方」は吸うときの１日の本数をお答）。「
えください 「問２１ あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか 」で「合計１００本以上、または６ヶ月以上吸って。） 。
いる（吸っていた 」と回答した者）
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現在喫煙者は男性で42.3％、女性で10.2％
男性の現在喫煙者は全国に比べて以前高いが、50歳代を除き前回に比べて低下傾向

WHOの定義による現在喫煙者と過去喫煙者の割合を前回（平成15年）と比較すると、男

性では50歳代を除くすべての年齢階級で現在喫煙者の割合は低下する傾向が認められた。

また、現在喫煙者に過去喫煙者を加えた割合は、いずれの年齢階級でも低下する傾向がみ

られた。女性では年齢階級によって現在喫煙者が増加する傾向を示した世代と減少した傾

向を示した世代が混在していた。

図21 ＷＨＯ定義による喫煙習慣の状況（20歳以上；性・年齢階級別 （第58-1表・再掲））

問２１ あなたは、これまでにたばこを吸ったことがありますか。
問２３ 現在（この１ヶ月間 、あなたはたばこを吸っていますか。）
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者のうち 「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者、

過去喫煙者： これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている（吸っていた 」「 ）

者のうち 「今は吸っていない」と回答した者、
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喫煙習慣のある者のうち、男女とも約3割は、禁煙を希望している

喫煙習慣のある者のうち、禁煙を希望する者の割合は、男性27.2％、女性33.6％であっ

た。一方、やめたくないと回答した者は男性24.8％、女性18.5％であって、前回（平成15

年）とほぼ同じ割合を示していた。

図22 禁煙希望の有無（20歳以上；現在喫煙者、性・年齢階級別 （第59表・再掲））

問２４ たばこをやめたいと思いますか。
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喫煙をやめたい県民のうち、男女とも約7割は達成できている

、 、 。喫煙をやめたい県民のうち達成できた者の割合は 男性で66.6％ 女性68.3％であった

男性では年齢層が上がるのに従って、禁煙達成者の割合も高くなる傾向が認められた。

図23 喫煙をやめたい県民のうち達成した者の割合（20歳以上；性・年齢階級別）（第60表・再掲）

※喫煙をやめたい県民のうち達成した者：

喫煙をやめたい県民のうち
達成した人の割合
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５ 飲酒の状況について

飲酒習慣がある者の割合は、男性36.8％、女性7.0％

飲酒習慣がある者（週3日以上、飲酒日1日あたり1合以上飲酒すると回答した者）の割

合は、男性36.8％、女性7.0％であった。20～40歳代男性では前回の調査に比べて減少す

る傾向に、50～70歳以上では増加する傾向に認められた。女性では40歳以上で増加する傾

向が認められた。

図24 飲酒習慣の状況（20歳以上；性・年齢階級別 （第65-1表・再掲））

問２５ あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。
問２６ お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。
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飲酒習慣のある者のうち、男性の約５割、女性の約２割が毎日飲酒すると回答した。こ

のうち60歳代の男性ではこの割合が60％を超えていた。一方、女性では40歳代以上で前回

（平成15年）よりも毎日飲酒するものの割合が増加する傾向が認められた。

図25 飲酒頻度の状況（20歳以上；性・年齢階級別 （第63-3表・再掲））

問２５ あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。

※「やめた（１年以上やめている 「ほとんど飲まない（飲めない 」を除く）」 ）
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飲酒日１日あたりの飲酒量については、清酒換算１合未満が男性26.1％、女性53.8％に

。 、 、 、 。認められた 一方 ２合以上飲酒している者は 男性で35.6％ 女性12.9％に認められた

図26 飲酒量の状況（20歳以上；性・年齢階級別 （第64表・再掲））

問２６ お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。清酒に換算してお答えください。※清酒１合（180ml）は、次の
量にほぼ相当します。 ビール中瓶１本（約500ml 、缶酎ハイ(約500ml)、焼酎35度（80ml 、 ウィスキーダブル１杯（60ml 、ワイ） ） ）
ン２杯（240ml）
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多量飲酒者（１日に清酒換算３合以上の飲酒習慣者）は男性7.1％、女性0.7％

週１回以上の頻度があって、１日に清酒換算３合以上の飲酒習慣を有する多量飲酒者の

、 、 （ ） 。割合は 男性で7.1％であって 前回 平成15年 よりも若干増加する傾向が認められた

中でも30～40歳代ではその割合は10％を超えていた。

図27 多量に飲酒する者（週１回以上の飲酒頻度、１日の飲酒量が３合以上）の割合（20

歳以上；性・年齢階級別 （第66-1表・再掲））

問２５ あなたは週に何日位お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲みますか。
問２６ お酒を飲む日は１日あたり、どのくらいの量を飲みますか。
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６ 歯の状況について

自分の歯が28本以上ある者は、男女とも約4割

自分の歯が28本以上ある者は男女とも36％強であった。全般的に年齢階級が上がるにつ

れて本数は減少し、70歳以上で20本以上の歯がある者は男性34.9％、女性28.9％となって

いた。

図28 自分の歯の本数（15歳以上；性・年齢階級別 （第67-1表・再掲））

問２８ 自分の歯は何本ありますか。
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80歳で20本以上自分の歯を有する者の割合は、23.9％と前回に比べて5ポイント増加

60歳で24本以上自分の歯を持つ者の割合は、52.7％と前回に比べて10ポイント増加

80歳（75歳～84歳）で20本以上自分の歯を有する者の割合は23.9％で前回（平成15年）

よりも5ポイント増加している。また、60歳（55歳～64歳）で24本以上自分の歯を持つ者

の割合は52.7％で前回の調査時よりも10ポイント以上の増加が認められる。しかし、両者

とも平成16年の全国平均値にまでは至っていなかった。

図29 80歳（75-84歳）で20本、60歳（55-64歳）で24本以上自分の歯を有する者（全体）

（第67-2表・再掲）

問２８ 自分の歯は何本ありますか。
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この1年間に歯科健診を受診した者の割合は、男性32.5％、女性38.5％

この1年間に歯科健診を受診した者の割合は、男性32.5％、女性38.5％であった。男女

とも15～19歳では60％を超えいずれも前回（平成15年）よりも増加した。しかし、20歳以

上ではいずれも50％には届かなかった。また、70歳代以上を除くすべての年齢階級では女

性の受診率が男性を上回っていた。

図30 歯科健診の受診状況（15歳以上；性・年齢階級別 （第71-1表・再掲））

問３１ あなたは、この１年間に歯科健康診査を受けましたか。
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歯の健康状態のうち、何らかの自覚がある者の状態としては、男女とも「歯と歯の間に

食べ物がつまる 「虫歯がある 「歯肉から出血していたり、うずいたりする」が上位を」、 」

占めていた。

図31 歯の健康状態の認識（15歳以上；性別 （第73表））

問３３ あなたの歯の健康状態について、あてはまる番号をすべて選んで○印をつけてください。
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進行した歯周炎がある者は、17.8％と前回よりも低下

進行した歯周炎がある者は17.8％であり、ほとんどの性・年齢階級別において前回（平

成15年）よりも低下する傾向が認められた。一方、35歳以上では男性の割合が女性の割合

を上回っていた。

図32 進行した歯周炎の状況（15歳以上；性・年齢階級別 （第73表・再掲））
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７ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知状況について

メタボリックシンドロームの認知度は、男女とも60歳代以下で約9割

メタボリックシンドロームの認知度は 「内容を知っている」と「言葉を聞いたことが、

ある」ものをあわせると、男女とも60歳代以下のすべての年齢階級と各々の全体でいずれ

も90％を超えていた。しかし 「内容を知っている」と回答した者の割合は、前回（平成1、

5年）よりも4ポイント程度低下していた。

図33 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の認知度（20歳以上；性・年齢階級別）

（第78表・再掲）

問３７ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）とは 「内臓脂肪が蓄積することによって、血圧、血糖が高くなったり、血中、
の脂質異常をおこしたりして食事や運動などの生活習慣病を改善しなければ、心筋梗塞や脳卒中などが起こりやすくなる状態」のこ
とです。この内容を知っていますか。
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８ 健康診断受診の状況について

過去1年間に健康診断や人間ドックを受診した者の割合は男性68.8％、女性55.4％

過去1年間に健診（健康診断や健康診査）あるいは人間ドックを受診した者の割合は男

性68.8％、女性55.4％、全体で61.9％であった。男女ともに前々回の調査（平成10年）以

降、受診者の割合には減少傾向が認められる。

図34 過去１年における健康診断受診状況 年次比較（20歳以上、性別 （第79-1表））

問３８ あなたは、過去１年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けたことがありますか。

※健康診断を受診した者の割合

70.9

75.9

66.465.6

70.5

61.161.9

68.8

55.4

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

総数 男性 女性

(4,068 / 5,383 / 2,595) (1,934 / 2,576 / 1,252) (2,131 / 2,807 / 1,343)

栃木県（H10）

栃木県（H15）

栃木県（H21）

（%）



- 56 -

過去1年間に健康診断や人間ドックを受診した者の割合は

男性の30～50歳代では約8割、女性では約5～6割程度

過去1年間に健診（健康診断や健康診査）あるいは人間ドックを受診した者の割合を性

・年齢階級別にみると、男性の30～50歳代では8割弱の受診率が認められるが、女性では5

0～65％程度に留まっていた。また、20歳代と70歳代以上の女性では2人に1人以上（50％

以上）が健診を受診していなかった。

図35 過去１年における健康診断受診状況 年次比較（20歳以上、性・年齢階級別 （第79-）

1表・再掲）

問３８ あなたは、過去１年間に、健診（健康診断や健康診査）や人間ドックを受けたことがありますか。
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健診や医療機関を受診しなかった理由は 「特に症状がないから（健康だと思うから 」、 ）

「面倒くさいから 「特に理由はない」」

健診や医療機関を受診しなかった理由としては、男女とも「医療機関で治療中だから」

（ ） 。 「 （ ）」、が5人に1人 20％程度 に認められた 一方で 特に症状がないから 健康だと思うから

「特に理由はない 「面倒くさいから」といった理由によるものも性別にみると7～25％」、

程度認められた。

図36 健診を受けなかった理由（20歳以上；性別 （第83-1表））

問４２ 健康診断を受けなかった、あるいは、医療機関を受診しなかった理由は何ですか。
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９ 糖尿病の状況について

糖尿病の検査を受けたことがある者は、男性約6割、女性約5割

これまでに健診などで糖尿病の検査を受けたことがある者は、男性60%、女性50％であ

、 。 、り 平成19年国民健康・栄養調査の平均値に比べ5ポイント弱の低値となっている また

40歳代以上を性・年齢階級別にみても、検査を受けたことがある者の割合は高くても50歳

代男性の72.7％に留まっている。

図37 糖尿病検査の受診歴（20歳以上；性・年齢階級別 （第87表・再掲））

問４３ これまでに健康診断などで糖尿病（尿糖、血糖）の検査を受けたことがありますか。
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医師から糖尿病と言われたことがある者の割合は、男性13.6％、女性7.6％

医師から糖尿病と言われたことがある者の割合は男性13.6％、女性7.6％であった。男

女とも前回（平成15年）とに比べるとごくわずかな変動がみられる。また、平成19年国民

健康・栄養調査の値に比べると、同レベルか若干の低値な傾向が認められる。50歳代以下

では男女とも前回（平成15年）に比べ低値となる傾向が認められたが、逆に60歳代以上で

は特に男性において増加する傾向がみられた。

図38 医師から糖尿病と言われたことがある者の割合（20歳以上；性・年齢階級別）

（第92-1表・再掲）
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りかけている 「血糖値が高い」などのようにいわれた方も含みます ）」、 。
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糖尿病と言われたことがある者の治療状況は、男性約5割、女性約7割

糖尿病と言われたことがある者の治療状況は、男性52.9％、女性69.6％であり、男女と

も前回（平成15年）よりも13～18ポイント程度改善している。また、平成19年国民健康・

栄養調査の値と比較しても高い割合を示している。しかし、同時に放置している者が男性

の2人に1人弱、女性10人に3人程度で存在していることになる。

図39 糖尿病の治療の状況（20歳以上；性・年齢階級別 （第93表・再掲））

問４９ 糖尿病の治療を受けたことはありますか。※問48で糖尿病と言われたことがある者のみ
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図40 糖尿病の治療の状況（20歳以上；性別 （第92-1表 （第93表）） ）

（問48）あなたは医師から糖尿病といわれたことがありますか。

（男 1,252、女 1,343）

あり

男 170（13.6％）

女 102（ 7.6％）

なし

男 1,081（86.3％）

女 1,241（92.4％）

（問49）糖尿病の治療を受けたことがありますか。

（男 170、女 102）

現在受けている

男 90（52.9％）

女 71（69.6％）

ほとんど治療を

受けたことがない

男 63（37.1％）

女 24（23.5％）

以前受けたことがあるが

現在は受けていない

男 17（10.0％）

女 6（ 5.9％）
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10 血圧の状況について

医師から高血圧といわれたことがある者の割合は、男女とも4人に1人程度

医師から高血圧といわれたことがある者の割合は、男女とも4人に1人程度（25％程度）

認められる。男女ともこの割合は前々回の調査（平成10年）以降増加する傾向が認められ

る。また、年齢階級が上がるにつれて割合は増加しており、70歳以上では2人に1人以上が

これに該当している。

図41 医師から高血圧と言われたことがある者の割合（20歳以上；性・年齢階級別 （第98）

-1表・再掲）
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月1回以上の頻度で血圧を測定している人の割合は、男女とも約5割

少なくとも月1回以上の頻度で血圧を測定している人の割合は、男性45.7％、女性52.4

％であり、男女とも年齢階級が上がるにつれて、この割合も増加する傾向が認められる。

また、この割合は70歳以上では85％程度であるが、40歳代以下では30％にも満たない状況

となっている。

（ ）（ ）図42 定期的に血圧を測定している人の割合 20歳以上；性・年齢階級別 第99表・再掲

問５２ 定期的に血圧を測定していますか。
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11 がん検診の状況について

がん検診を受診した者は、男女とも増加傾向にあるが約3割

過去1年間（子宮がん、乳がんは過去2年間）にがん検診を受診した者の割合は、男性に

、 、 、 、 （ ）おいて 胃がん30.9％ 肺がん31.1％ 大腸がん26.5％であり いずれも前回 平成15年

よりも3～6ポイント程度増加している。また、50～60歳代で受診率のピークとなるが、そ

の割合は40％程度に留まっている。

一方、女性においては、胃がん28.6％、肺がん29.0％、大腸がん27.6％、子宮がん33.1

％、乳がん29.2％であり、いずれも前回（平成15年）よりも5～9ポイント程度増加してい

る。胃がん、肺がん、大腸がんの受診率は50～60歳代で最も高率となっていたが、子宮が

んと乳がんは40歳代が最も高い値を示した。しかし、いずれの年齢階級においても50％を

超えたものは認められなかった。

図43 がん検診の受診状況（20歳以上；性・年齢階級別）

（第105-1-1表・再掲 （第105-1-2表・再掲））
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（女性）
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がん検診も受診しなかった理由としては、

「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が最も多い

いずれのがん検診も受診しなかった理由としては 「心配なときはいつでも医療機関を、

」、「 」、「 」 。受診できるから 面倒くさいから 忙しいから が男女とも20％以上で上位を占めた

また、男性では「会社の検診内容になかったから」も23.4％みられた。

図44 がん検診を受けなかった理由（20歳以上；性別 （第106表））

問５５ がん検診を受けなかった理由は何ですか。
※いずれかのがん検診で「受けなかった」と回答した者
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15 自宅や職場のそばに受診できるところがないから

14 夜間や休日などに受診できないから

13 忙しいから

12 健康に自信があるから

11 心配なときはいつでも医療機関を受診できるから

10 がん検診に対して否定的な意識があるから

9 がんにかかって、通院中であるから

8 定員が一杯だから

7 がん検診をどこで受ければよいか…
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5 検査方法を知らないから
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