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１．≪健康意識アンケート集計結果≫ 
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＜成人＞生活リズムについて ...................................................................................................... ６０ 
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＜子ども＞歯について ...................................................................................................... ７０ 
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３．疾病の早期発見・早期治療 .................................................................................７６～７９ 
＜成人＞健（検）診について ................................................................................. ７６～７９ 
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＜成人＞体格について ...................................................................................................... ８０ 

 ＜成人＞生活習慣病、メタボリックシンドロームについて ...................................... ８１～８２ 

＜成人＞体格の認識、体重コントロールについて .................................................. ８３～８５ 
５．こころの健康づくり ............................................................................................８６～９０ 

＜成人＞睡眠、休養、ストレスについて ................................................................ ８６～９０ 

 
２．≪母子及び学校保健≫ 
 

出生状況について ............................................................................................................. ９１ 
乳幼児健診受診状況について ........................................................................................... ９１ 

＜幼児～中学生＞体格について .............................................................................. ９２～９３ 
＜３歳児及び小中学生＞尿検査結果について ................................................................... ９３ 

「健康意識アンケート」の集計結果より抜粋 

※なお、上記集計結果以外に基づくデータについては（  ）内にデータ元を記載しました 
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１．≪ 健康意識アンケート集計結果 ≫ 

 

 
 

 
 
・健康のバロメーターである「排便のリズム」は朝食や就寝時間と関係がある 

・「朝食をきちんと食べている子ども」は毎日排便がある（朝食の欠食は便秘の要因である） 

・幼児では「夜 10 時までに就寝している子ども」、小中学生では「夜１１時までに就寝している子 

ども」は毎日排便がある 

 

 

１. 健康意識を高める 
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・男女ともに１０～２０代の人に「不規則」「不規則なことが多い」人の割合が多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規則正しい生活をしているか（男女） （人数）

規則正しい
まあまあ規
則正しい

不規則なこ
とが多い

不規則 合計

全体 513 1135 209 60 1917
１０代 42 96 27 7 172
２０代 44 105 35 11 195
３０代 104 212 53 19 388
４０代 79 188 43 11 321
５０代 60 201 25 8 294
６０代 129 236 22 4 391

７０歳以上 53 96 4 0 153
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・男女ともに、１０～２０代は「健康である」と感じている人の割合が多い。反対に５０歳代を頂 

点に４０～６０代には、「健康である」以外の回答をしている人の割合が多い。仕事のストレスか 

ら開放される等で「おおむね健康」と感じる人が、６０代の男性に増加していると考えられる。 

健康だと思うか（男性） （人数）

健康である
おおむね健
康である

あまり健康
でない

不健康 わからない 合計

全体 173 532 144 32 15 896

１０代 46 28 2 2 2 80

２０代 29 44 10 5 2 90

３０代 35 114 22 4 3 178

４０代 12 93 27 3 1 136

５０代 11 83 33 6 3 136

６０代 25 136 34 7 2 204

７０歳以上 15 32 15 5 2 69

健康だと思うか（女性） （人数）

健康である
おおむね健

康である
あまり健康

でない
不健康 わからない 合計

全体 191 655 148 39 15 1048

１０代 33 53 5 1 2 94

２０代 20 66 14 4 1 105

３０代 50 140 16 6 1 213

４０代 26 120 31 8 2 187

５０代 19 110 22 8 3 162

６０代 25 117 37 9 4 192

７０歳以上 16 44 23 3 1 87
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健康とは（男性） （人数）

仕事や家
事ができ

る

病気をし
ない

快食・快
便・快眠

規則正し
い生活

健診で異
常がない

悩みや不
安がない

自覚症状
を感じな

い

寝たきり
や認知症
でない

ゆとりあ
る生活が
できる

長生きで
きる

わからな
い・その

他

回答者合
計(複数回
答のため）

回答数合
計

全体 444 583 441 256 311 150 91 58 143 43 18 898 3436
１０代 13 64 42 33 24 13 5 3 9 6 1 80 293
20代 43 67 47 21 32 22 4 4 10 9 2 91 352
30代 93 123 90 35 62 29 16 11 33 11 1 179 683
４０代 71 93 60 26 58 27 20 7 17 2 1 134 516
５０代 81 85 60 27 47 31 18 5 22 5 4 136 521
６０代 104 112 108 84 64 22 21 19 37 8 6 204 789

７０歳以上 38 36 34 29 23 6 6 7 15 2 3 71 270
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・男性は「病気をしない」ことが３０～７０歳代で５～６割台、女性は「仕事や家事ができる」が 

高齢になるほど増加し、7 割台と健康に対する捉え方に違いがある 

健康とは（女性） （人数）

仕事や家
事ができ

る

病気をし
ない

快食・快
便・快眠

規則正し
い生活

健診で異
常がない

悩みや不
安がない

自覚症状
を感じな

い

寝たきり
や認知症
でない

ゆとりあ
る生活が
できる

長生きで
きる

わからな
い・その

他

回答者合
計（複数回
答のため）

回答数合
計

全体 596 587 553 339 381 189 69 103 125 42 18 1046 3002
１０代 18 71 47 40 31 28 3 6 8 6 2 94 260
２０代 35 64 63 37 45 18 9 5 19 8 0 105 303
３０代 113 149 119 48 86 43 16 12 20 14 1 213 621
４０代 110 108 107 48 71 39 12 20 21 4 2 187 542
５０代 110 81 81 35 68 31 16 15 20 4 3 161 464
６０代 147 80 99 80 58 21 9 27 22 3 4 192 550

７０歳以上 59 31 33 45 20 8 4 17 13 3 6 86 239
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・全体で９割の人が、自己責任と自覚している 

健康は自己責任であるという考え方について（男性） （人数）

そのとおり
である

どちらかとい
えばそう思う

あまりそう
は思わない

そうは思わ
ない

合計

全体 425 422 41 8 896
１０代 36 40 3 1 80
２０代 47 37 6 1 91
３０代 66 99 13 1 179
４０代 57 68 8 1 134
５０代 65 65 3 2 135
６０代 113 83 5 2 203

７０歳以上 40 28 3 0 71

健康は自己責任であるという考え方について（女性） （人数）

そのとおり
である

どちらかと
いえばそう

あまりそう
は思わない

そうは思わ
ない

合計

全体 389 568 67 19 1043

１０代 41 51 1 1 94

２０代 42 52 7 4 105

３０代 54 141 16 2 213

４０代 56 115 12 3 186

５０代 57 87 13 4 161

６０代 94 82 12 3 191

７０歳以上 41 36 6 2 85
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96.0% 96.7% 94.4%

81.7%

2.6%
2.1% 4.0%

8.3%
1.1% 1.2% 1.6%

4.4%
0.3% 0.0% 0.0%

5.6%

幼児 小学生 中学生 成人

朝食の摂り方

毎日食べる 週４～６日食べる 週１～３日食べる 食べない

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

・幼児ですでに朝食を欠食している児がみられる 

・年齢があがるにつれ食べる人も減り、食べない人が増えている 

 

 

 

・幼児、小中学生共に就寝時間が遅いと朝食の欠食率が上がっている 

0

18

7

62

50

16

43

4

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

欠食

毎日食べる

就寝時間と朝食の摂り方(幼児)

２１時前 ２１時～ ２２時～ ２３時以降

5.9

7.1

11.8

38.9

47.1

33.4

17.6

15.3

17.6

5.3

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

欠食

毎日食べる

就寝時間と朝食の摂り方(小中学生)

２１時前 ２１時～ ２２時～ ２３時～ ２４時以降

２. 生涯をとおした適切な生活習慣の定着 
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・幼児期には 8～9 割が家族と一緒に食事を摂っているが、小中学生になるとその割合が減る 

 （特に朝食の減り方が著しい） 

・家族と一緒に食べない子どもがいる（孤食となっている子どもがかなりの人数、存在する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・ほとんどの子どもが午後８時までに夕食を終えている 
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バランス

のとれた

食生活

夜遅い時

間の食事

を控える

食事の量

の調整

手作りに

心掛けて

いる

お菓子や

甘い飲み

物の量の

調整

飲酒量の

調整

外食の回

数を控え

る

効果や機

能を表示

して販売

されてい

る食品を

摂る

その他

食事につ

いては何

もしてい

ない

％ 19.4 17.3 16.5 15.6 11.8 5.5 5.1 3.7 0.9 4.3

0

5

10

15

20

25
食事について心がけていること(成人)

暴飲暴食を

してしまう

バランスが

偏ってしま

う

野菜が不足

しがち

肉食や脂っ

こいものば

かり食べて

しまう

夜遅くに食

べてしまう

料理が面倒

くさい

食事の時間

が不規則

外食などが

多い

特に悩みは

ない

% 36.0 32.7 27.9 14.9 13.6 12.1 9.1 5.7 24.5

0

10

20

30

40
食事に関する悩み(成人)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
・９割以上の人が食事について心がけていることがある 

 
 
 
 
 
 
 
 
・約７割の人は食事に関する悩みをもっている 

・おやつとして「スナック菓子」を 

 食べている子どもが多い 

・甘い飲み物をほぼ毎日飲んでいる 

 子どもは幼児・小中学生ともに同 

じ割合である 



                                        資料編 

68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・全体では運動している、日常生活で体を動かしているを合わせると６割を超える 

・女性のほうが日常生活で体を動かしている 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・年代別にみると、１０代が運動しており、２０代が体を動かし、次いで７０代である 

 
 
 
 
 
 
 
 

日常生活における運動状況（男女別） （件）

 

合計 運動をしている

日常生活で体を

動かすようにし
ている

何もしていない その他

全体 1,952 507 720 632 52

男 900 281 291 276 29

女 1,052 226 429 356 23

31.0 

21.6 

32.6 

41.0 

30.9 33.6 

2.9 2.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

男性 女性

（％） 日常運動をしている割合（男女別）

運動をしている 日常生活で体を動かすようにしている 何もしていない その他

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代

（％） 日常の運動状況（各年代別）

運動をしている 日常生活で体を動かすようにしている 何もしていない その他

日常生活における運動状況（年代別） （件）

全体 運動をしている

日常生活で体を動

かすようにしてい
る

何もしていない その他

全体 1901 498 705 613 46

１０代 163 60 58 36 8

２０代 193 37 87 64 3

３０代 384 61 148 158 11

４０代 316 62 111 128 9

５０代 298 70 107 112 5

６０代 393 149 130 91 8

７０代 154 59 64 24 2
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・運動内容では、ウォーキングなど身近にできる運動が半数以上であった 

 

 
 

 

 

主な運動の内容

ｳｫｰｷﾝｸﾞ･ﾗﾝ

ﾆﾝｸﾞ･ｼﾞｮｷﾞ
ﾝｸﾞ･散歩

筋ﾄﾚ･ｽﾄﾚｯ

ﾁ･ﾗｼﾞｵ体
操･縄跳び

球技 格闘技
水泳等･ダ

ンス
ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ

太極拳･合
気道

全　体

件　数 277 83 111 4 18 17 2 526

13.9

10.6

9.3

14.8

18.4

19.2

23.4

29

38.5

16.4

17

12.6

31.2

24.8

20.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中学生

小学校高学年

小学校低学年

学年別からだを動かす割合

0～３０分 ３０分～１時間 1時間～1時間３０分 1時間３０分～２時間 1時間３０分～２時間

ｳｫｰｷﾝｸﾞ･ﾗﾝﾆ

ﾝｸﾞ･ｼﾞｮｷﾞﾝ

ｸﾞ･散歩

筋ﾄﾚ･ｽﾄﾚｯﾁ･

ﾗｼﾞｵ体操･縄

跳び

球技 格闘技
水泳等･ダン

ス
ﾖｶﾞ･ﾋﾟﾗﾃｨｽ

太極拳･合気

道

％ 52.6 15.8 21.1 0.8 3.4 3.2 0.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

（％） 主な運動内容

全体 小学校低学年 小学校高学年 中学生

0～３０分 49 17 15 17

３０分～１時間 80 35 26 18

1時間～1時間３０分 141 70 41 29

1時間３０分～２時間 67 23 24 20

２時間以上 111 37 35 38

合計 448 182 141 122

体育の授業の他に、運動やからだを動かす遊びを毎日どれくらいしているか           （件）
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・朝食後と就寝前に歯磨きを行っている子どもが多い 

 

 

 

（平成 22 年度 乳幼児健診および学校健診より）  

・う歯所有者率は小学校 4 年生までは全国より高いが、小学校 5 年生以降は全国を下回っている 
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・口臭、歯ぐきのやせによる食べ物の挟まりやすさ、歯石など、歯周病に関連する悩みを挙げる者

が多かった 

 

 
・何らかの予防措置をするものも多い一方で、日常的なセルフケアに必要な「歯磨き指導」を受け

ている者は少なく、「特に何もしていない」者も多い 

438 443

117

420

799

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

歯
科
検
診

受
診

歯
石
除
去
な
ど
の

予
防
措
置

専
門
家
か
ら
の

歯
磨
き
指
導

虫
歯
治
療

特
に
何
も

し
て
い
な
い

（人）
歯の健康維持のために行っていること
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・たばこのイメージは「体に悪影響がある」

「くさい」「なかなかやめられない」といっ

たよくないイメージの回答を合わせると全

体の７割以上を占める 

 

 

 

 

 

 

 

・喫煙習慣の割合をみると「ま

ったく吸ったことがない」が一

番多く４８．８％であった 

 

 

 

喫煙習慣者 

 まったく吸ったことがない 吸ったことはあるが習慣的ではなかった 習慣的に吸っていたことがある 未回答

件 数 998 134 712 200

 

・たばこの量の割合をみると、 

「今は吸っていない」が一番 

多く、半数を超える 

 
 

たばこの害を知っているか

全体 知っている 知らない

件数 451 374 77

％ 100 82.9 17.1

・たばこの害を知っている人は８割以上を占め
る

  
全 体 

大人が 

吸うもの

かっこ 

いい 
くさい

体に悪影

響がある 

なかなかや

められない 

気分転換が

できる 
その他

件 数 453 252 12 350 351 131 27 21

大人が吸うも

の

22%

かっこいい

1%

くさい

31%

体に悪影響が

ある

31%

なかなかやめ

られない

11%

気分転換がで

きる

2%

その他

2%

たばこのイメージ

48.8 6.6 34.8 9.8

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

喫煙習慣の割合

まったく吸ったことがない 吸ったことはあるが習慣的ではなかった

習慣的に吸っていたことがある 未回答

56.1 3.9 35.6 4.4

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

１か月に吸うたばこに頻度の割合

今は吸っていない ときどき吸う 毎日吸う 未回答

瑞穂市特定健診における喫煙率 (%)

Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

喫煙率（男） 25.4 25.8 24.2

喫煙率（女） 5.2 5.5 5.2

・過去３年間の瑞穂市特定健診における喫煙率は
男女とも横ばいである
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喫煙者のいる部屋で子どもが過ごすこと 

  全 体 ある ない 

件 数 354 41 313

・喫煙者のいる部屋で子どもが過ごすこと 

は「ない」が８割以上を占める 

喫煙が子どもに与える影響（複数回答） 

  特に影響はない 病気やアレルギ

ーになりやすい 

発育に悪い影

響がある 

わからない その他 未回答 

件 数 7 173 302 7 11 1

％ 2.0 48.7 85.1 2.0 3.1 0.3 

・喫煙が子どもに与える影響では、「発育に悪い影響がある」が８５．１％で一番多く、次いで「病 

気やアレルギーになりやすい」４８．７％であった 

 

1 日に飲むお酒の量（男女別割合）           （％） 

 

・男女別の飲酒量を平成２１ 

年度国民健康栄養調査と比 

較すると、男性では「１合 

未満」が国民健康栄養調査 

よりも多く、女性では「３ 

合以上４合未満」「４合以上 

５合未満」が国民健康栄養 

調査よりも多い 

1か月に吸うたばこの頻度

今は吸っていない ときどき吸う 毎日吸う 未回答

件数 475 33 301 37

0.4

1.2

2.6

3

2.8

1.1

2.4

2

4.6

3.8

5.8

7.5

10.3

10.3

17.5

20.5

27.8

29.4

34.3

37

54.1

54.3

37.3

30

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

瑞穂市

全国

瑞穂市

全国

女
性

男
性

１日に飲むお酒の量

５合以上 ４合以上５合未満 ３合以上４合未満 ２合以上３合未満 １合以上２合未満 １合未満

  

男性 女性 

瑞穂市 全国 瑞穂市 全国 

５合以上 2.6 3 0.4 1.2

４合以上５合未満 2.4 2 2.8 1.1

３合以上４合未満 5.8 7.5 4.6 3.8

２合以上３合未満 17.5 20.5 10.3 10.3

１合以上２合未満 34.3 37 27.8 29.4

１合未満 37.3 30 54.1 54.3

※全国：平成２１年度 国民健康栄養調査 

ない

88.4 

ある

11.6 

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

喫煙者のいる部屋で子どもが過ごす割合

男
性 

女
性 



                                        資料編 

74 
 

 

  

男性 女性 

瑞穂市 全国 瑞穂市 全国 

毎日 25.2 32.6 5.6 6

週５～６日 8.6 8.9 2.9 3.3

週３～４日 6.6 7.6 4 4.3

週１～２日 10.5 8.8 6.2 6.8

月１～３日 15.2 10.8 11 12.4

やめた 2.1 3.9 3 2.3

ほとんど飲まない 31.7 27.3 67.2 65

                ※全国：平成２１年度国民健康栄養調査 

・男女別での飲酒習慣を平成２１年度国民健康栄養調査と比較すると「ほとんど飲まない」が男女 

ともに国民健康栄養調査よりも割合が多い 
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8.6

8.9

4

4.3

6.6

7.6

6.2

6.8

10.5

8.8
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15.2

10.8

3

2.3

2.1

3.9

67.2

65

31.7

27.3
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瑞穂市

全国

瑞穂市

全国

女
性

男
性

１週間にお酒を飲む頻度

毎日 週５～６日 週３～４日 週１～２日 月１～３日 やめた ほとんど飲まない

男
性 

女
性 
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・BMI がふつうの人の飲酒頻度を年代別でみると、４０代が毎日飲酒する割合が多い 

 

 
・BMI が肥満の人の飲酒頻度を年代別にみると、３０代の飲酒習慣で「週５～６日」の割合が他 

の年代と比べて多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.8 

59.6 

51.4 

73.8 

73.2 

78.0 

1.4 

5.6 

2.8 

2.5 

2.4 

4.0 

21.7 

13.0 

14.8 

6.6 

7.1 

6.0 

4.3 

8.7 

11.3 

2.5 

6.3 

2.0 

7.2 

3.1 

9.2 

4.9 

1.6 

2.0 

3.7 

2.1 

3.3 

3.1 

6.0 

1.4 

6.2 

8.5 

6.6 

6.3 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

BMIがふつうの人の飲酒頻度

ほとんど飲まない やめた 月１～３日 週１～２日 週３～４日 週５～６日 毎日

60.0 

50.0 

75.0 

66.7 

73.3 

90.5 

40.0 

8.3 

2.2 

16.7 

10.0 

8.3 

8.9 

9.5 

12.5 

4.4 

8.3 

5.0 

8.3 

4.4 

16.7 

4.2 

4.4 

10.0 

2.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70代

BMIが肥満の人の飲酒頻度

ほとんど飲まない やめた 月１～３日 週１～２日 週３～４日 週５～６日 毎日
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定期的な健診以外の検診を受けているか（男性） （人数）

胃がん検
診

大腸がん
検診

肺がん検
診

結核検診 肝炎ウイ
ルス検診

骨粗しょ
う症検診

歯科検診 前立腺が
ん検診

その他 回答者
合計

回答数
合計

全体 114 96 32 36 8 9 166 56 130 427 647
１０代 0 0 0 0 0 0 20 0 9 28 29
２０代 0 0 0 0 0 0 8 0 16 24 24
３０代 3 3 2 0 1 1 30 0 26 62 66
４０代 12 8 4 3 1 0 18 1 16 48 63
５０代 29 20 4 2 3 2 25 13 18 74 116
６０代 47 47 16 18 3 4 46 28 38 137 247

７０歳以上 23 18 6 13 0 2 18 14 7 53 101

３. 疾病の早期発見・早期治療 
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定期的な健診以外の検診を受けているか（女性） （人数）
胃がん検

診
大腸がん

検診
乳がん検

診
子宮がん

検診
肺がん検

診
結核検診

肝炎ウイ
ルス検診

骨粗しょ
う症検診

歯科検診 その他
回答者合

計
回答数合

計
全体 113 110 285 272 18 69 19 57 274 75 673 1292

１０代 0 1 0 0 0 1 0 0 35 10 45 47
２０代 0 1 3 21 1 1 2 0 19 11 48 59
３０代 4 4 49 81 0 1 1 1 43 9 125 193
４０代 23 17 92 83 3 4 4 7 44 8 138 285
５０代 29 23 65 52 4 9 6 18 48 16 118 270
６０代 38 43 57 28 7 27 2 17 59 15 127 293

７０歳以上 18 21 17 5 3 23 4 14 24 6 66 135
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・全体では７１．３％の人が受けていると答えており、男性では７８．０％、女性では６６． 

０％の人が受けている。年齢が上がるにつれて受診率も増加している。女性の２０・３０代、 

また男性の２０代が未受診であると答えている割合が高い 

 

 

 
 
 
 
 
 

78.0

37.5

67.0

77.7

84.6

85.3

84.8

91.5

22.0

62.5

33.0

22.3

15.4

14.7

15.2

8.5

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

全体

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上

定期的に健診を受けているか（男性）

受けている 受けていない

66

35.5

56.2

49.8

68.8

72

83.2

93.1

34

64.5

43.8

50.2

31.2

28

16.8

6.9

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

全体

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上

定期的に健診を受けているか（女性）

受けている 受けていない

定期健診を受けているか（男性） （人数） 定期健診を受けているか（女性）　 （人数）

受けている 受けていない 合計 受けている 受けていない 合計
全体 702 198 900 全体 689 355 1044

１０代 30 50 80 １０代 33 60 93
２０代 61 30 91 ２０代 59 46 105
３０代 139 40 179 ３０代 106 107 213
４０代 115 21 136 ４０代 128 58 186
５０代 116 20 136 ５０代 116 45 161
６０代 173 31 204 ６０代 159 32 191

７０歳以上 65 6 71 ７０歳以上 81 6 87
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・「時間がない」２１．７％、「費用が高い」１６．８％、「健康だから受ける必要がない」「健診が 

あることを知らない」「関心がない」を合わせると、３２．５％が健診への関心が薄いという回答 

をしている。特に男性は、「時間がない」と答えた人は３０～５０代に多く、女性は３０・４０代 

に多くいる。次に「費用が高い」と答えている人が多く、男性の３０・４０代と女性の２０～ 

４０代の人に多い 

健診を受けなかった理由（男性） （人数）

時間がない 費用が高い 関心がない
健診がある
ことを知ら

ない

健康だから
受ける必要

がない

定期的に病
院受診して

いる
その他 合計

全体 49 23 18 21 33 19 37 200
１０代 4 1 5 7 10 2 22 51
２０代 7 3 6 3 6 1 4 30
３０代 14 8 4 7 6 0 2 41
４０代 8 6 1 4 1 0 2 22
５０代 8 3 0 0 2 4 2 19
６０代 8 2 2 0 6 9 4 31

７０歳以上 0 0 0 0 2 3 1 6

健診を受けなかった理由（女性） （人数）

時間がない 費用が高い 関心がない
健診がある
ことを知ら

ない

健康だから
受ける必要

がない

定期的に病
院受診して

いる
その他 合計

全体 73 71 36 43 53 23 60 359
１０代 3 4 17 7 14 1 14 60
２０代 9 15 3 10 7 1 5 50
３０代 27 26 7 16 11 4 17 108
４０代 21 13 3 7 6 4 5 59
５０代 7 9 2 2 5 9 11 45
６０代 5 4 3 0 7 3 8 30

７０歳以上 0 0 1 1 3 1 0 6
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・男性の肥満者は２３．６％で、特に５０歳代２８．４％、４０歳代２６．９％、３０歳代２６． 

０％の順に多く、各年代が４分の１以上を肥満者が占めている。女性では、肥満者が１３．８％ 

で、特に６０～７０歳代に多く、これも４分の１以上を占める。しかし、やせについて女性では

２０歳代では２６．７％と特に多い。次に１０歳代１７．０％で、全体では１１．５％の人が 

占めている。男性は１０歳代に多くいる 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

25.3

11.1

3.4

3

3

3

5.8

70.4

72

70

70.6

70.1

68.7

70.3

71

23.6

2.7

18.9

26

26.9

28.4

26.7

23.2

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

全体

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上

体格（男性）

18.5未満 18.5以上25.0未満 25.0以上

11.5

17

26.7

14.8

11

6.8

3.2

7

74.7

76.1

68.3

79.3

78

78.3

70.9

66.3

13.8

6.8

5

5.9

11

14.9

25.9

26.7

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

全体

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０歳以上

体格（女性）

18.5未満 18.5以上25.0未満 25.0以上

体格（男性） （人数） 体格（女性） （人数）

18.5未満
18.5以上
25.0未満

25.0以上 合計 18.5未満
18.5以上
25.0未満

25.0以上 合計

全体 53 622 209 884 全体 117 759 140 1016
１０代 19 54 2 75 １０代 15 67 6 88
２０代 10 63 17 90 ２０代 27 69 5 101
３０代 6 125 46 177 ３０代 30 161 12 203
４０代 4 94 36 134 ４０代 20 142 20 182
５０代 4 92 38 134 ５０代 11 126 24 161
６０代 6 142 54 202 ６０代 6 134 49 189

７０歳以上 4 49 16 69 ７０歳以上 6 57 23 86

４. 生活習慣病の発症予防及び重症化・合併症の予防 
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・全体には６３．５％が「内容を知っている」と回答。年代別に見ると、４０、５０代の人が「内 

容を知っている」割合が高く、３０代が他の年齢と比べて低い。「言葉を聞いたことがあるが内容 

は知らない」と回答する人が全体では３３．２％を占める 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生活習慣病について知っていること（男性） （人数） 生活習慣病について知っていること（女性） （人数）

内容を知っ
ている

聞いたことはある
が内容は知らない

知らない 合計
内容を知っ

ている
聞いたことあるが
内容は知らない

知らない 合計

全体 563 309 21 893 全体 691 327 17 1035
１０代 43 31 6 80 １０代 55 35 4 94
２０代 50 38 3 91 ２０代 70 35 0 105
３０代 95 83 1 179 ３０代 128 82 3 213
４０代 100 34 1 135 ４０代 129 53 2 184
５０代 96 35 3 134 ５０代 115 42 1 158
６０代 134 61 5 200 ６０代 132 53 3 188

７０歳以上 42 27 2 71 ７０歳以上 55 26 4 85
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・全体的には７１．２％の人が「内容を知っている」と回答。年代別にみると、生活習慣病の意識 

と同様に４０代・５０代の人が「内容を知っている」割合が高く、３０代が他の年齢と比べて低 

い。「言葉は聞いたことがあるが内容は知らない」と回答した人が全体では、２４．３％を占める 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メタボリックシンドロームについて知っていること（男性） メタボリックシンドロームについて知っていること（女性）

（人数） （人数）

内容を知っ
ている

聞いたことはある
が内容は知らない

知らない 合計
内容を

知ってい
聞いたことはある
が内容は知らない

知らない 合計

全体 650 214 22 886 全体 751 253 24 1028
１０代 42 31 7 80 １０代 56 33 4 93
２０代 59 26 5 90 ２０代 79 26 0 105
３０代 124 50 2 176 ３０代 145 63 3 211
４０代 115 17 1 133 ４０代 145 37 1 183
５０代 107 27 2 136 ５０代 130 25 3 158
６０代 156 42 1 199 ６０代 135 45 7 187

７０歳以上 45 20 4 69 ７０歳以上 54 23 6 83
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・全体では５０．０％の人が普通、３０．１％の人が肥満気味と思っている。１０代・２０代は「普 

通」と思っている人が多いが、ＢＭＩ１８．５～２５の２２．７％は「肥満気味」と思っており、 

ＢＭＩ１８．５未満の４９．３％が普通の体型と思っている。男女別でみると、男性ではＢＭＩ 

２５以上の人で「肥満気味」と答えた人は、６～７割と多く、「肥満」と自覚している人は少ない 

女性は６０歳を除いて「肥満気味」と答えた人が４～５割で「肥満」と答えた人が５～７割いた 

自分の体格をどう思うか（肥満男性：ＢＭＩ２５以上） (人数）

やせ やせ気味 普通 肥満気味 肥満 合計
全体 0 2 25 140 42 209

１０代 0 0 0 2 0 2
２０代 0 0 2 9 6 17
３０代 0 0 6 26 14 46
４０代 0 0 3 25 8 36
５０代 0 1 5 26 6 38
６０代 0 0 8 41 5 54

７０歳以上 0 1 1 11 3 16

自分の体格をどう思うか（やせ女性：BMI18.5未満） （人数）

やせ やせ気味 普通 肥満気味 肥満 合計
全体 25 39 52 1 0 117

１０代 1 2 11 1 0 15
２０代 2 10 15 0 0 27
３０代 8 12 10 0 0 30
４０代 5 7 8 0 0 20
５０代 5 4 2 0 0 11
６０代 1 3 2 0 0 6

７０歳以上 3 1 2 0 0 6
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・男女ともに肥満者に「思っているができない」と答えたが、非肥満者に比べて多い。それは特に、 

女性では１０代に６６．７％の人が思っていると答えている。２０代・３０代にも４０％の人が 

答えている。男性では、１０代・２０代の５０％の人が答えている 

体重のコントロールをしているか（肥満男性） (人数）

している していない
思っている
ができない

合計

全体 105 44 59 208
１０代 1 1 0 2
２０代 6 2 9 17
３０代 21 13 12 46
４０代 20 3 13 36
５０代 19 11 8 38
６０代 28 11 15 54

７０歳以上 10 3 2 15

体重のコントロールをしているか（肥満女性） （人数）

している していない
思っている
ができない

合計

全体 63 15 61 139
１０代 2 0 4 6
２０代 2 1 2 5
３０代 6 1 5 12
４０代 9 5 6 20
５０代 10 0 14 24
６０代 24 6 19 49

７０歳以上 9 2 11 22
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・１０代と４０代のやせの女性は、５～６割の人が体重のコントロールをしていると答えている 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体重のコントロールしているか（やせ女性）（人数）

している していない
思っている
ができない

合計

全体 41 60 16 117
１０代 9 2 4 15
２０代 8 15 4 27
３０代 7 18 5 30
４０代 10 7 3 20
５０代 3 8 0 11
６０代 1 5 0 6

７０歳以上 2 4 0 6
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・２割程の人が睡眠で休息が取れず、不眠のため昼間に不調を感じている    

睡眠で休養が取れているか 

  
全 体 

充分取れて

いる 

適度に取れ

ている 

あまりとれ

ていない 

まったくと

れていない 
不明 

件 数 2044 416 1212 337 33 46

不眠のため昼間に不調を感じる  

  
全 体 

まったくな

い 

めったにな

い 
時々ある 

しばしばあ

る 
常にある 不明 

件 数 2044 762 697 314 68 25 178

 
・眠るために、６％の人が睡眠剤・安定剤を使用しており、１０％の人が寝酒を飲んでいる 

睡眠薬・安定剤、寝酒を用いたか 

  全 体 ない 
ときどき

ある 

頻回にあ

る 
毎日ある 不明 

睡眠薬・安定剤 2044 1875 67 12 42 48

寝酒 2044 1775 130 21 70 48

1875

67 12 42 48

1775

130 21 70 48

0

500

1000

1500

2000

ない ときどきある 頻回にある 毎日ある 不明

人 睡眠薬・安定剤、寝酒を用いた人の件数

睡眠薬・安定剤 寝酒

５. こころの健康づくり 

20.4 

59.3 

16.5 

1.6 2.3 

睡眠で休養が取れている割合

充分取れている 適度に取れている
あまりとれていない まったくとれていない
不明

37.3 

34.1 

15.4 

3.3 

1.2 
8.7 

不眠のため昼間に不調を感じる割合

まったくない めったにない
時々ある しばしばある
常にある 不明
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・男女ともストレスが大いにある、ときどきあると回答した人の割合が高いのは３０歳代、４０歳

代である 

ストレスの有無（男性） 

  全体 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
７０歳代

以上 

大いにある 147 12 10 42 35 27 14 7

ときどきある 340 21 41 90 65 53 54 16

あまりない 298 35 30 38 30 44 94 27

まったくない 91 10 9 7 4 11 32 18

合計 876 78 90 177 134 135 194 68

ストレスの有無（女性） 

  全体 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
７０歳代

以上 

大いにある 193 23 23 46 39 25 31 6

ときどきある 470 42 52 106 98 76 66 30

あまりない 295 21 25 50 41 49 71 38

まったくない 65 8 5 9 5 8 22 8

合計 1023 94 105 211 183 158 190 82
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大いにある ときどきある

0
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60

％ ストレスの有無 （女性）

大いにある ときどきある
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・男性はアルコールやタバコを用いてストレスを解消するのに対し、女性は悩みを聞いてもらう、

食べることを選んでいる 

ストレス解消法  

  全 体 

問題解

決に取

り組む 

趣味や休

息を取る

放棄す

る 

悩みを聞

いてもら

う 

耐える 
アルコー

ルを飲む

楽観的に

なる 

全 体 1890 244 799 144 689 343 214 490

男 性 866 127 378 60 170 149 153 205

女 性 1024 117 421 84 519 194 61 285

 

  
タバコ

を吸う

刺激や

興奮を

求める 

食べる 
運動を

する 
寝る 

テレビ・

ラジオ 

特にな

い 
その他 

全 体 168 18 272 237 527 594 163 66

男 性 131 13 73 144 261 267 93 23

女 性 37 5 199 93 266 327 70 43

 
 

0 20 40 60

問題解決に取り組む

趣味や休息を取る

放棄する

悩みを聞いてもらう

耐える

アルコールを飲む

楽観的になる

タバコを吸う

刺激や興奮を求める

食べる

運動をする

寝る

テレビ・ラジオ

特にない

その他

％

ストレス解消法

男 性

女 性
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・女性は男性より年齢が上がるとともに睡眠薬・安定剤を使用する割合が高い 

 

睡眠で休養があまりとれていない人で睡眠薬・安定剤を使った人（男性） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳代以上 

ない 14 35 30 28 12 5

ときどきある 0 2 3 1 0 2

頻回にある 0 1 0 0 0 1

毎日ある 0 1 0 0 0 0

睡眠で休養があまりとれていない人で睡眠薬・安定剤を使った人（女性） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳代以上 

ない 14 38 32 22 18 2

ときどきある 0 4 4 2 5 1

頻回にある 0 0 1 1 1 1

毎日ある 0 0 1 2 4 0

 

0% 50% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70歳代以上

睡眠で休養があまりとれていない人

で睡眠薬・安定剤を使った人の割合

（男性）

ない ときどきある 頻回にある 毎日ある

0% 50% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70歳代…

睡眠で休養があまりとれていない

人で 睡眠薬・安定剤を使った人

の割合（女性）

ない ときどきある
頻回にある 毎日ある
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0% 50% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70歳代以上

睡眠で休養があまりとれていない人

で寝酒を飲んだ人の割合（男性）

ない ときどきある
頻回にある 毎日ある

 
・男性の４０歳代、５０歳代に寝酒を飲む人の割合が高い 

 

睡眠で休養があまりとれていない人で寝酒を飲んだ人（男性） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳代以上

ない 12 35 18 24 9 8

ときどきある 1 3 6 1 0 0

頻回にある 1 1 3 0 2 0

毎日ある 0 0 6 4 1 0

睡眠で休養があまりとれていない人で寝酒を飲んだ人（女性） 

  20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 歳代以上

ない 11 37 27 19 25 4

ときどきある 3 3 9 7 1 0

頻回にある 0 3 0 0 1 0

毎日ある 0 1 2 1 1 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 50% 100%

20代

30代

40代

50代

60代

70歳代以上

睡眠で休養があまりとれていない人

で寝酒を飲んだ人の割合（女性）

ない ときどきある
頻回にある 毎日ある
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２．≪ 母子及び学校保健 ≫ 

 
                                  （岐阜地域の公衆衛生より） 

・瑞穂市の出生率は全国・県と比較して高い状況である 

瑞穂市の出生状況                           （人） 

H17 H18 H19 H20 H21 

全国 1,062,530 1,092,674 1,089,818 1,091,156 1,070,035

岐阜県 17,706 18,092 17,696 17,506 17,325

瑞穂市 585 665 592 623 640

                              （岐阜地域の公衆衛生より） 

乳幼児健診受診状況 

 
（岐阜地域の公衆衛生より） 

・年齢が上がるにつれて受診率は下がるが、どの乳幼児健診も受診率９０％以上を保っている 

・3 歳児健診は保健所管内の受診率より低い 

8.6 8.8 8.6 8.5 8.58.4 8.7 8.6 8.7 8.5

11.7

13.2

11.6
12.1

12.6

0

2

4

6

8

10

12

14

H17 H18 H19 H20 H21

(%) 出生率の推移

岐阜県 全国 瑞穂市

健診種別 H17 H18 H19 H20 H21
参考:H21

岐阜保健所

管内

対象者数（人） 589 654 609 646 636 3771

受診者数（人） 575 632 597 620 635 3684

受診率（％） 97.6 96.6 98.0 96.0 99.8 97.7

対象者数（人） 609 568 622 633 599 3866

受診者数（人） 589 544 594 605 594 3718

受診率（％） 96.7 95.8 95.5 95.6 99.2 96.2

対象者数（人） 631 599 542 607 604 3952

受診者数（人） 586 575 510 567 562 3702

受診率（％） 92.9 96.0 94.1 93.4 93.0 96.2

乳児
健康診査

１歳６か月
児

健康診査

３歳児
健康診査
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（瑞穂市学校保健会統計資料「みずほの子」No.8 より） 

・痩身傾向児よりも肥満傾向児の割合の方が多い 

・小学校の高学年から、体格に偏りのある児が全体の 1 割ほど存在するようになる 

・小 6 から中２の女子における痩身割合が全国より高い 
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1.4

2.1

1.3

1.7

1.1

1.1

91.2

90.3

91.6

87.4

92.1

90.8
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95.9
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4.9

4.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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中1
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小3
小2
小1

幼稚園

平成２２年度 学年別 痩身・肥満傾向の割合（男子）

痩身傾向 普通 肥満傾向
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4.0

1.8

0.8

0.7

0.4
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88.7
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85.1
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93.0
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7.0
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6.3

3.7

4.2

0.4
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小1

幼稚園

平成２２年度 学年別 痩身・肥満傾向の割合（女子）

痩身傾向 普通 肥満傾向
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(%) 平成22年度 肥満傾向児率(男子)

瑞穂市 全国
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瑞穂市 全国
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【男子】 痩身傾向児率（％）

瑞穂市 全国
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６

５

４

３

２
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０

【女子】 痩身傾向児率（％）

瑞穂市 全国

※肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)／身長別標準体重×100 ※肥満傾向(肥満度が＋20％以上) 痩身傾向(肥満度が－20％以下) 
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平成 22 年度 3 歳児健診および学校健診における尿検査結果 

 

・年齢別に比較すると、尿蛋白が中学生で陽性者割合が急激に増加している 

 

・全国や県と比較すると、瑞穂市ではほとんどの項目で陽性者は少ない 

尿検査結果（人） 

 

  （3 歳児健診：瑞穂市乳幼児健康診査より） 

（学校健診：瑞穂市学校保健会統計資料「みずほの子」No.8 より） 
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（－） （±）
（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上
（－） （±）

（＋）

以上

H20 370 368 0 2 369 0 1 3293 3284 4 5 3291 1 1 3283 5 5 1412 1369 22 21 1410 0 2 1396 6 10

H21 393 392 0 1 393 0 0 3335 3324 6 5 3325 9 1 3310 17 8 1419 1359 30 30 1417 0 2 1401 5 13

H22 365 364 0 1 364 1 0 3268 3258 6 4 3266 0 2 3250 8 10 1431 1390 30 19 1429 0 2 1409 12 10

検
査
数

検
査
数

学校健診（中学校）

尿蛋白 尿糖 尿潜血検
査
数

3歳児健診

尿蛋白 尿糖 尿蛋白 尿糖 尿潜血

学校健診（小学校）
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３．健康意識アンケート調査票 
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