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２ アンケート調査結果からの現状 

（１）調査の概要 

本計画の策定の基礎資料と し て、 保健サービスの需要等及び市民の実態やニーズを把

握し 今後の施策に反映さ せるため、 令和４ 年度（ ２ ０ ２ ２ 年度） に「 第３ 次越谷市健康

づく り 行動計画・ 食育推進計画策定に係るアンケート 調査」 を実施し まし た。 調査概要

は次のと おり です。  

 

   表２－２－１ 「第３次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画策定に係るアンケート調査」の概要 

項目 内容 

調査地域 越谷市全域 

調査対象 市内在住の１８歳以上の男女 

対象者数/回収数 ３,０００人（有効回収数：１,２２６票、４０.９％） 

抽出方法 住民基本台帳より無作為抽出 

調査方法 郵送配付・郵送回収・WEB 回収 

調査期間 令和４年（２０２２年）１０月７日(金)～１０月２８日(金) 

 

 

次ページから は、 調査結果のう ち、 本計画に関わる項目について掲載し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● 設問の構成比は、 回答者数( 該当設問での該当者数) を基数と し て百分率（ ％） で示

し ています。 非該当者数は構成比に含まれません。  

● 比率はすべて百分率（ ％） で表し 、 小数点以下第２ 位を 四捨五入し 算出し ているた

め、 合計が１ ０ ０ ％になら ない場合があり ます。  

● 複数回答については、 回答者数を 基数と し て百分率（ ％） で示し ています。 そのた

め、 合計値が１ ０ ０ ％になら ない場合があり ます。 性別、 年齢などの属性や項目によ

る特性を みるためにク ロス集計分析を行っ ているも のがあり ますが、 該当者数（ ｎ ）

が少ない場合は誤差範囲が大き く なるこ と から 、 該当者数（ ｎ ） が３ ０ に満たないも

のは参考値と なり ます。  



第２章 越谷市の現状と課題 

- 35 - 

（２）現在の傷病について 

ア 現在の通院状況 

現在の通院の状況について、 全体でみると 「 通っ ている」 が５ ２ . ４ ％、「 通っ てい

ない」 が３ ９ . ５ ％と なっ ています。  

性別でみると 、「 通っ ている」 が女性より も 男性が７ . ２ ポイ ント 高く なっ ています。 

性別・ 年代別でみると 、「 通っ ている」 が男女と も に「 ６ ０ 歳代」、「 ７ ０ 歳以上」 で

６ 割を超えています。  

 

図２－２－１ 通院状況（全体・性別・年代別）（問７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.4

49.5

37.5

22.8

22.1

36.9

44.7

62.5

71.0

56.7

36.0

26.5

36.1

54.2

67.1

74.1

39.5

43.5

50.0

77.2

75.0

60.7

50.8

30.7

14.8

35.2

100.0

64.0

71.4

61.1

39.6

23.5

12.1

8.1

7.0

12.5

0.0

2.9

2.5

4.5

6.8

14.3

8.1

0.0

2.0

2.8

6.3

9.4

13.8

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

通っている 通っていない 無回答
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37.514.3

12.3

11.7

11.2

9.2

6.4

5.9

5.6

5.1

5.0

5.0

5.0

5.0

4.2

4.2

4.2

3.9

3.7

3.4

3.4

3.1

3.0

2.8

2.5

2.5

2.2

2.0

1.6

1.2

1.2

1.1

1.1

0.8

0.6

0.5

0.3

0.2

0.2

0.0

0.3

3.9

0.9

0% 10% 20% 30% 40%

高血圧症

脂質異常症（高コレステロール血症等）

糖尿病

眼の病気

歯の病気

腰痛症

うつ病やその他のこころの病気

その他の皮膚の病気

胃・十二指腸の病気

がん（悪性新生物）

その他の循環器系の病気

アレルギー性鼻炎

関節症

骨粗しょう症

その他の消化器系の病気

痛風（高尿酸血症）

前立腺肥大症

甲状腺の病気

肩こり症

狭心症・心筋梗塞

喘息

腎臓の病気

その他の呼吸器系の病気

肝臓・胆のうの病気

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

骨折以外のけが・やけど

アトピー性皮膚炎

貧血・血液の病気

骨折

耳の病気

関節リウマチ

認知症

閉経期又は閉経後障害（更年期障害等）

その他の神経の病気（神経痛・麻痺等）

妊娠・産婦（切迫流産、前置胎盤等）

肥満症

パーキンソン病

かぜ（急性鼻咽頭炎）

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

不妊症

不明

その他

無回答

n=643

（回答しない・無回答＝17）

イ 通院者の傷病 

現在、通院し ている人の傷病では、「 高血圧症」 が３ ７ . ５ ％と 最も 高く 、次いで「 脂

質異常症（ 高コ レステロール血症等）」 が１ ４ . ３ ％、「 糖尿病」 が１ ２ . ３ ％と なっ て

います。  

 

図２－２－２ 通院者の傷病（全体）（問７-１） 
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37.5 

33.6 

0.0 

0.0 

0.0 

8.9 

23.7 

34.5 

51.7 

42.5 

0.0 

11.1 

0.0 

19.0 

40.4 

50.9 

51.2 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

全体(n=241)

【女性全体】全体(n=114)

19歳以下(n=0)

20歳代(n=0)

30歳代(n=0)

40歳代(n=4)

50歳代(n=14)

60歳代(n=19)

70歳以上(n=77)

【男性全体】全体(n=122)

19歳以下(n=0)

20歳代(n=1)

30歳代(n=0)

40歳代(n=5)

50歳代(n=21)

60歳代(n=29)

70歳以上(n=66)

■ 高血圧症で通院している人の状況 

高血圧症で通院し ている人を性別・ 年代別にみると 、 男女と も ４ ０ 歳代以上から 通

院し ている人の割合が増加する傾向にあり ます。  

 

図２－２－３ 性別・年代別高血圧症で通院している人の割合（問７-１） 
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78.3

78.1

87.5

56.1

79.4

68.0

75.0

77.3

91.4

77.9

100.0

64.0

49.0

75.0

71.9

82.4

89.7

5.3

6.6

0.0

22.8

5.9

8.2

6.8

3.4

2.9

3.8

12.0

8.2

2.8

4.2

3.5

1.7

4.8

4.5

0.0

8.8

4.4

4.9

5.3

6.8

1.9

5.5

4.0

16.3

4.2

9.4

2.4

2.9

10.0

9.3

12.5

10.5

10.3

17.2

12.9

9.1

1.9

11.1

20.0

26.5

18.1

14.6

9.4

1.7

1.6

1.5

0.0

1.8

0.0

1.6

0.0

3.4

1.9

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

4.0

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

ほとんど毎日食べる 週に４～５日食べる 週に２～３日食べる ほとんど食べない 無回答

（３）食生活について 

ア 朝食を食べる頻度 

朝食を食べる頻度を全体でみると 、「 ほと んど毎日食べる」 が７ ８ . ３ ％と 最も 高く

なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 ほと んど毎日食べる」 は、 男女と も に「 ７ ０ 歳以上」 で約

９ 割と なっ ています。  

 

図２－２－４ 朝食を食べる頻度（全体・性別・年代別）（問８） 
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18.6

21.5

62.5

10.5

30.9

18.9

22.7

20.5

21.0

15.2

25.0

20.0

18.4

18.1

13.5

16.5

12.1

41.0

42.6

12.5

59.6

41.2

46.7

49.2

44.3

32.4

38.9

50.0

32.0

34.7

41.7

31.3

41.2

43.1

19.3

17.1

12.5

14.0

13.2

15.6

15.2

26.1

17.6

22.1

25.0

16.0

20.4

19.4

33.3

25.9

16.7

8.4

6.9

0.0

12.3

5.9

7.4

8.3

2.3

6.7

10.9

0.0

24.0

14.3

12.5

9.4

5.9

10.9

9.6

8.8

12.5

3.5

5.9

7.4

2.3

6.8

16.7

10.3

0.0

8.0

8.2

6.9

11.5

8.2

13.2

3.0

3.2

0.0

0.0

2.9

4.1

2.3

0.0

5.7

2.6

0.0

0.0

4.1

1.4

1.0

2.4

4.0

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

関心がある どちらかといえば関心がある どちらかといえば関心がない

関心がない わからない 無回答

イ 食育※への関心 

食育への関心について全体でみると 、「 関心がある」「 どちら かと いえば関心がある」

を合わせた『 関心がある』（ 以下同様） が５ ９ . ６ ％、「 どちら かと いえば関心がない」

「 関心がない」 を 合わせた『 関心がない』（ 以下同様） が２ ７ . ７ ％と なっ ています。 

性別でみると 、『 関心がある』は、男性より も 女性が１ ０ ポイ ント 高く なっ ています。 

性別・ 年代別でみると 、『 関心がある』 は、 同じ 年代であればおおむね男性より 女性

の割合が高く なっ ています。  

 

図２－２－５ 食育への関心（全体・性別・年代別）（問１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 「 食育」 と は、 様々な経験を と おし て「 食」 に関する 正し い知識と 「 食」 を 選択する力

を 身につけ、 健全な食生活を 実践する こ と ができ る 人間を 育てる こ と 。  
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2.7

2.3

0.0

1.8

1.5

4.1

0.8

1.1

3.3

3.2

4.0

0.0

6.9

2.1

1.2

4.0

22.3

27.2

50.0

12.3

26.5

25.4

28.0

33.0

28.6

16.2

12.0

10.2

9.7

14.6

20.0

20.1

64.1

61.6

37.5

64.9

61.8

63.1

65.9

58.0

59.5

67.4

100.0

64.0

73.5

68.1

70.8

64.7

64.9

9.7

8.0

12.5

21.1

8.8

6.6

5.3

6.8

7.1

12.1

20.0

16.3

15.3

12.5

12.9

8.0

1.1

0.9

0.0

0.0

1.5

0.8

0.0

1.1

1.4

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

2.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

５皿分以上 ３～４皿分 １～２皿分 ほとんど食べない 無回答

ウ 野菜の摂取状況 

野菜の摂取状況を全体でみると 、「 １ ～２ 皿分」 が６ ４ . １ ％と 最も 高く 、 次いで 

「 ３ ～４ 皿分」 が２ ２ . ３ ％と なっ ています。（ ※１ 皿の目安は、 直径１ ０ ｃ ｍ位の小

鉢１ 杯分（ 野菜７ ０ ｇ 程度） と し ます。）  

性別でみると 、「 ３ ～４ 皿分」で、女性が男性より も １ １ ポイ ント 高く なっ ています。 

性別・ 年代別でみると 、 男女と も に「 ２ ０ 歳代」 の「 ほと んど食べない」 が２ 割以

上と なっ ています。  

 

図２－２－６ １日の野菜または野菜料理の摂取量（全体・性別・年代別）（問９） 
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19.2

19.7

12.5

7.0

13.2

12.3

7.6

18.2

38.1

17.8

0.0

4.1

6.9

12.5

14.1

33.3

38.7

37.8

50.0

29.8

27.9

36.9

40.9

47.7

37.1

40.7

100.0

32.0

30.6

34.7

45.8

44.7

41.4

36.8

38.1

37.5

56.1

52.9

45.9

48.5

33.0

19.5

35.4

56.0

61.2

47.2

33.3

35.3

22.4

4.2

3.5

0.0

7.0

5.9

4.1

3.0

1.1

2.9

5.1

12.0

4.1

11.1

7.3

4.7

1.1

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

2.4

0.6

0.0

0.0

0.0

1.0

1.2

0.6

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

３回 2回 １回 ０回 その他 無回答

エ 主食・主菜・副菜の摂取状況 

１ 日のう ち主食・ 主菜・ 副菜の３ つをそろえて食べる回数を全体でみると 、「 ２ 回」

が３ ８ . ７ ％と 最も 多く 、 次いで「 １ 回」 が３ ６ . ８ ％、「 ３ 回」 が１ ９ . ２ ％と なっ て

います。  

性別・ 年代別でみると 、 男女と も に「 ７ ０ 歳以上」 の「 ３ 回」 の割合が３ 割を超え

ています。  

 

図２－２－７ １日のうちの主食・主菜・副菜の３つがそろった食事の回数（全体・性別・年代別）（問１０）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※ 主食と は、 ごはん、 パン 、 めん類など、 主菜と は、 魚、 肉、 卵、 大豆製品のおかず、 副

菜と は、 野菜、 海そう 、 き のこ 、 いも などを 使っ た料理のこ と 。  
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3.0

3.0

3.0

2.9

1.5

3.1

2.9

2.0

2.9

3.8

4.7

4.9

4.5

5.7

4.4

5.1

4.7

4.7

4.7

4.7

7.7

7.9

7.5

8.6

5.9

8.2

7.6

6.7

7.6

8.5

0 回 2 回 4 回 6 回 8 回 10 回

全体（ｎ＝１２２６）

【女性全体】（ｎ＝６８５）

【男性全体】（ｎ＝５０６）

１９歳以下（ｎ＝１３）

２０歳代（ｎ＝８４）

３０歳代（ｎ＝１１９）

４０歳代（ｎ＝１９６）

５０歳代（ｎ＝２３１）

６０歳代（ｎ＝１７７）

７０歳以上（ｎ＝４００）

朝食 夕食

18.6

26.3

21.1

12.2

15.4

0.0

41.0

36.0

43.2

43.0

30.8

50.0

19.3

16.1

16.7

23.5

21.2

0.0

8.4

6.4

6.8

10.2

19.2

0.0

9.6

7.2

10.1

10.2

11.5

50.0

3.0

8.1

2.1

0.9

1.9

0.0

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

全体(n=1226)

３回(n=236)

２回(n=474)

１回(n=451)

０回(n=52)

その他(n=2)

関心がある どちらかといえば関心がある どちらかといえば関心がない

関心がない わからない 無回答

そ
ろ
っ
た
食
事
の
回
数 

〈関心がある〉 

〈
関
心
が
あ
る
〉 

〈
関
心
が
な
い
〉 

〈関心がない〉 

59.6 27.7 

62.3 22.5 

64.3 23.5 

55.2 33.7 

46.2 40.4 

50.0 0.0 

■ 主食・主菜・副菜のそろった食事の回数と食育への関心 

食育への関心を主食・ 主菜・ 副菜のそろっ た食事回数別に集計すると 、「 関心がある」

と いう 回答は２ 回が６ ４ . ３ ％で最も 割合が高く なっ ています。「 関心がない」 と いう

回答は０ 回では４ ０ . ４ ％、 １ 回では３ ３ . ７ ％と なっ ています。  

 

図２－２－８ 主食・主菜・副菜のそろった食事の回数と食育への関心度（問１０・問１６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■ 家族と一緒に食事をする共食の回数 

１ 週間の朝食と 夕食の共食回数について、 性別でみると 、 朝食では男女で差はあり

ませんが、夕食で女性は４ . ９ 回、男性は４ ．５ 回と 女性の方がやや多く なっ ています。 

年代別にみると 、 ２ ０ 歳代が朝食と 夕食を合わせて５ . ９ 回で最も 少なく なっ てお

り 、 朝食は１ . ５ 回と 特に少なく なっ ています。  

 

図２－２－９ １週間のうちの家族と一緒に食事をする共食の回数（問１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 「 ほと んど毎日」 →６ ． ５ 回、「 週４ ～５ 回」 →４ ． ５ 回、「 週２ ～３ 回」 →２ ． ５ 回、

「 週１ 回」 →１ 回、「 ほと んどない」 →０ 回と し て、 共食の回数を 算出。  
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2.1

1.7

1.6

1.5

1.4

1.6

1.9

0.0 回 0.5 回 1.0 回 1.5 回 2.0 回 2.5 回

ほとんど毎日

週４～５回

週２～３回

週１回

ほとんどない（家族が２人以上の方で）

ひとり暮らし

無回答

n=1,226

45.4

45.0

44.0

38.2

37.8

36.2

34.0

33.4

30.7

27.6

27.1

24.3

18.5

12.3

3.3

2.4

0% 20% 40% 60%

規則正しい食生活リズムを心がけている

栄養バランスのとれた食生活を心がけている

野菜をたくさん食べるようにしている

よく噛（か）んで食べるようにしている

食べ過ぎないようにしている（カロリー制限している）

塩分をとりすぎないようにしている（減塩している）

旬の食材や行事食など、季節感を大切にしている

味わって食べるようにしている

脂肪（あぶら分）をとりすぎないようにしている

甘いもの（糖分）をとりすぎないようにしている

果物を食べるようにしている

肉に偏らず魚をとるようにしている

食事のマナーや作法に気をつけている

地場産物を食べるようにしている

その他

無回答
n=1,226

また、 朝食を「 ほと んど毎日」 家族と 一緒に食べると 回答し た人は、 主食・ 主菜・

副菜がそろ っ た食事をする回数が１ 日に２ ． １ 回と 最も 多く なっ ています。  

 

図２－２－１０ 朝食の共食頻度と主食・主菜・副菜がそろった食事をする回数（問１０・問１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

オ 食生活で気をつけていること 

食生活で気をつけているこ と を 全体でみると 、「 規則正し い食生活リ ズムを 心がけ

ている」 が４ ５ . ４ ％と 最も 高く 、次いで「 栄養バラ ンスのと れた食生活を心がけてい

る」 が４ ５ . ０ ％、「 野菜をたく さ ん食べるよう にし ている」 が４ ４ . ０ ％と なっ ていま

す。  

 

図２－２－１１ 食生活で気を付けていること（問１１） 
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64.1

49.8

28.4

26.3

26.1

20.2

15.4

14.5

13.1

11.3

7.6

4.7

4.2

12.9

1.6

1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

賞味期限・消費期限

産地

エネルギー（カロリー）

食品添加物

原材料

製造者・販売者

塩分・ナトリウム

遺伝子組換え

脂質

たんぱく質

炭水化物

アレルギー物質

その他の栄養素

特にない

その他

無回答

品質表示に関わる７項目の

何らかを気にしている

79.1%

気にしていない

7.0%

特にない

12.9%

無回答

1.0%

(n=1,226)

カ 参考にする食品表示 

食品を 購入する と き や外食を する と き に参考にする 食品表示について全体でみる

と 、「 賞味期限・ 消費期限」 が６ ４ . １ ％と 最も 高く 、 次いで「 産地」 が４ ９ . ８ ％、「 エ

ネルギー（ カ ロリ ー）」 が２ ８ . ４ ％と なっ ています。  

 

図２－２－１２ 参考にする食品表示（問１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 食品表示を気にする割合 

品質表示に関わる７ 項目※を気にし ているかどう かをみると 、 ７ ９ . １ ％が何ら かを

気にし ていると 回答し ています。  

 

図２－２－１３ 食品表示を気にする割合（全体）（問１２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 品質表示に関わる７ 項目：  
賞味期限・ 消費期限、 産地、 食品添加物、 原材料、 製造者・ 販売者、 遺伝子組換え、  

アレ ルギー物質 

n=１，２２６ 

品質表示に関わる項目 

栄養表成分表示に関わる項目 
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79.1

85.3

75.0

73.7

88.2

86.1

84.8

89.8

85.7

70.8

75.0

76.0

73.5

62.5

71.9

72.9

71.3

44.5

46.4

37.5

43.9

44.1

43.4

50.0

51.1

45.7

40.7

25.0

40.0

42.9

45.8

31.3

40.0

43.7

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

全体（n=1,226）

【女性全体】（n=685）

19歳以下（n=8）

20歳代（n=57）

30歳代（n=68）

40歳代（n=122）

50歳代（n=132）

60歳代（n=88）

70歳以上（n=210）

【男性全体】（n=506）

19歳以下（n=4）

20歳代（n=25）

30歳代（n=49）

40歳代（n=72）

50歳代（n=96）

60歳代（n=85）

70歳以上（n=174）

品質表示

栄養成分表示

■ 参考にする食品表示（区分別） 

参考にする食品表示を 品質表示及び栄養成分表示に分けてみると 、 品質表示

に関わる項目は全体の７ ９ . １ ％が気にする と 回答し ていますが、 栄養成分表

示に関わる項目では全体の４ ４ . ５ ％が気にすると 回答し ています。  

 

図２－２－１４ 参考にする食品表示（区分別・性別・年代別）（問１２） 
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36.1

34.9

25.0

17.5

16.2

23.8

32.6

40.9

51.4

38.5

75.0

28.0

22.4

27.8

32.3

44.7

48.9

38.8

41.9

25.0

45.6

41.2

50.0

53.0

46.6

28.1

34.6

25.0

44.0

40.8

40.3

39.6

37.6

25.3

15.6

14.7

37.5

22.8

27.9

18.0

12.9

10.2

8.6

16.8

12.0

20.4

18.1

21.9

12.9

14.9

6.4

5.3

12.5

12.3

8.8

4.9

1.5

2.3

5.7

7.5

12.0

16.3

11.1

6.3

4.7

5.2

1.5

1.5

1.8

2.9

0.8

2.9

1.4

4.0

1.4

2.9

1.5

1.8

2.9

2.5

3.3

1.2

1.4

2.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

心がけている 少し心がけている あまり心がけていない 心がけていない わからない 無回答

（４）運動について 

ア 体を動かすことの心がけ 

体を動かすこ と の心がけについて全体でみると 、「 心がけている」 が３ ６ ．１ ％、「 少

し 心がけている」 が３ ８ ． ８ ％と 全体の７ ４ ． ９ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 心がけている」 は、 女性より も 男性が３ . ６ ポイ ント 高く

なっ ており 、 男性、 女性と も ３ ０ 歳代で最も 低く 、 年代が上がるにつれて増加傾向に

あり ます。  

 

図２－２－１５ 体を動かすことの心がけ（全体・性別・年代別）（問１７） 
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26.4%

41.9%

27.6%

42.7%

37.1%

42.0%

19.1%

13.5%

18.8%

8.2%

5.0%

8.2%

1.8%

0.9%

2.7%

1.8%

1.6%

0.7%

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

やせ

（１８．５未満）

（ｎ＝１１０）

普通

（１８．５以上

２５．０未満）

（ｎ＝７６１）

肥満

（２５．０以上）

（ｎ＝２９３）

心がけている 少し心がけている あまり心がけていない

心がけていない わからない 無回答

■ ＢＭＩ※ごとの体を動かすことの心がけ 

Ｂ ＭＩ ごと に体を動かすこ と を心がけているかを みると 、「 心がけている」 は、「 普

通１ ８ ． ５ 以上２ ５ ． ０ 未満」 の４ １ ． ９ ％と 比べると 、「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」「 肥

満（ ２ ５ ． ０ 以上）」 は２ ７ ％前後と 低く なっ ています。 一方、「 心がけていない」 は、

「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」「 肥満（ ２ ５ ． ０ 以上）」 がそれぞれ８ ． ２ ％で、「 普通     

（ １ ８ ． ５ 以上２ ５ ． ０ 未満）」 の５ ． ０ ％に対し 高く なっ ています。  

 

図２－２－１６ ＢＭＩごとの体を動かすことの心がけ（問１７・問３４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ Ｂ ＭＩ （ Ｂ ｏ ｄ ｙ  Ｍａ ｓ ｓ  Ｉ ｎ ｄ ｅ ｘ ）：  
「 体重( ｋ ｇ ) ÷身長（ ｍ） ÷身長（ ｍ）」 によ っ て求めら れる体格指標のこ と 。  
１ ８ ． ５ 未満を「 やせ」、 １ ８ ． ５ 以上２ ５ ． ０ 未満を「 普通」、 ２ ５ ． ０ 以上を「 肥満」

と し て判定する 。  
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24.4

23.5

25.0

29.8

13.2

25.4

23.5

17.0

26.7

25.7

25.0

12.0

8.2

27.8

27.1

20.0

33.3

38.8

39.0

62.5

40.4

42.6

44.3

31.8

46.6

34.8

37.5

25.0

40.0

40.8

29.2

44.8

35.3

37.4

20.8

20.0

0.0

19.3

11.8

16.4

26.5

21.6

21.0

22.1

25.0

36.0

22.4

20.8

18.8

31.8

17.8

13.9

14.6

12.5

10.5

27.9

12.3

17.4

13.6

11.4

13.6

25.0

12.0

26.5

20.8

9.4

11.8

10.3

2.1

2.9

0.0

0.0

4.4

1.6

0.8

1.1

6.2

1.0

0.0

0.0

2.0

1.4

0.0

1.2

1.1

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

３０分未満 ３０分～１時間未満 １時間～２時間未満 ２時間以上 無回答

イ １日の平均歩行時間 

１ 日の平均歩行時間について全体でみると 、「 ３ ０ 分～１ 時間未満」 が３ ８ . ８ ％と

最も 高く 、次いで「 ３ ０ 分未満」 が２ ４ . ４ ％と なっ ています。「 １ 時間～２ 時間未満」

と「 ２ 時間以上」 を合わせた平均歩行時間が１ 時間以上の人は、３ ４ . ７ ％と なっ てい

ます。  

性別・ 年代別でみると 、「 ３ ０ 分未満」 は、 女性より も 男性が２ . ２ ポイ ン ト 高く   

なっ ており 、 男性の「 ７ ０ 歳以上」 で３ 割を超えて最も 高く 、 次いで女性の「 ２ ０ 歳

代」、 男性の「 ４ ０ 歳代」 と なっ ています。  

 

図２－２－１７ １日の歩行時間（全体・性別・年代別）（問１８） 
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23.7

21.8

25.0

14.0

14.7

17.2

16.7

21.6

31.9

26.9

25.0

12.0

24.5

19.4

17.7

32.9

35.1

19.9

19.7

0.0

12.3

17.6

18.0

19.7

21.6

23.3

19.8

0.0

24.0

12.2

16.7

16.7

24.7

22.4

12.4

13.9

25.0

17.5

13.2

13.1

15.2

15.9

11.4

10.9

25.0

4.0

10.2

9.7

12.5

10.6

11.5

10.0

8.9

0.0

14.0

5.9

9.0

15.9

9.1

4.3

11.1

50.0

20.0

16.3

11.1

10.4

9.4

8.0

3.6

3.5

12.5

5.3

4.4

6.6

2.3

3.4

1.4

3.8

0.0

4.0

6.1

8.3

6.3

1.2

1.1

28.1

29.9

37.5

36.8

39.7

32.8

30.3

28.4

23.3

26.1

0.0

36.0

30.6

31.9

35.4

20.0

19.5

2.4

2.3

0.0

0.0

4.4

3.3

0.0

0.0

4.3

1.6

0.0

0.0

0.0

2.8

1.0

1.2

2.3

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

ほとんど毎日 週３～４回程度 週２回程度 週１回程度

月１回程度 ほとんど行っていない 無回答

ウ 運動の頻度 

運動の頻度について全体でみると 、「 ほと んど行っ ていない」 が２ ８ . １ ％と 最も 高

く 、 次いで「 ほと んど毎日」 が２ ３ . ７ ％、「 週３ ～４ 回程度」 が１ ９ . ９ ％と なっ てい

ます。「 ほと んど毎日」「 週３ ～４ 回程度」「 週２ 回程度」「 週１ 回程度」 を合わせた「 週

１ 回以上運動をし ている人」 は、 ６ ６ . ０ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 ほと んど毎日」 は女性より も 男性が５ . １ ポイ ント 高く 、

「 ほと んど行っ ていない」 は男性より も 女性が３ . ８ ポイ ント 高く なっ ています。「 ほ

と んど毎日」 では、 女性の「 ７ ０ 歳以上」、 男性の「 ６ ０ 歳代」「 ７ ０ 歳以上」 が３ 割

を超えています。  

 

図２－２－１８ 運動の頻度（全体・性別・年代別）（問１９） 
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36.1 

67.9 

49.2 

30.3 

21.3 

13.6 

12.2 

38.8 

22.4 

40.6 

53.9 

58.2 

59.1 

37.4 

15.6 

5.9 

5.3 

12.5 

13.9 

20.5 

33.0 

6.4 

2.8 

2.5 

2.0 

6.6 

6.8 

14.2 

1.5 

0.7 

1.2 

1.3 

0.0 

0.0 

2.6 

1.5 

0.3 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

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

全体

(n=1226)

ほとんど毎日

(n=290)

週３～４回程度

(n=244)

週２回程度

(n=152)

週１回程度

(n=122)

月１回程度

(n=44)

ほとんど

行っていない

(n=345)

心がけている 少し心がけている あまり心がけていない 心がけていない わからない 無回答

■ 運動の頻度と体を動かすことの心がけ 

運動の頻度ごと に生活の中で意識的に体を動かすこ と を 心がけているかを みると 、

「 心がけている」割合は、「 ほと んど毎日」運動をし ている人が６ ７ ．９ ％で最も 高く 、

運動の頻度が下がるごと に、 その割合も 減少する傾向にあり ます。  

 

図２－２－１９ 運動の頻度と体を動かすことの心がけ（問１７・問１９） 
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13.2

7.7

7.0

5.9

6.6

12.9

13.6

3.8

21.5

16.0

18.4

29.2

28.1

25.9

14.9

20.1

8.6

3.5

5.9

14.8

10.6

11.4

5.2

35.2

8.0

36.7

16.7

36.5

42.4

43.1

63.7

80.3

100.0

89.5

83.8

76.2

76.5

73.9

83.3

41.1

100.0

76.0

44.9

50.0

35.4

30.6

37.9

3.0

3.4

0.0

0.0

4.4

2.5

0.0

1.1

7.6

2.2

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

1.2

4.0

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

吸っている 以前吸っていた 吸わない 無回答

（５）喫煙について 

ア 喫煙の有無 

喫煙の有無について全体でみると 、「 吸っ ている」 が１ ３ . ２ ％、「 以前吸っ ていた」

が２ ０ . １ ％、「 吸わない」 が６ ３ . ７ ％と なっ ています。 また、 ２ ０ 歳以上の喫煙率は

１ ３ ． ３ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 吸っ ている」 は、女性より も 男性が１ ３ . ８ ポイ ント 高く 、

男性の「 ４ ０ 歳代」 が２ ９ ． ２ ％、「 ５ ０ 歳代」 が２ ８ ． １ ％と 他の年代に比べ高く   

なっ ています。  

 

図２－２－２０ 喫煙の有無（全体・性別・年代別）（問２０） 
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92.0

94.3

0.0

100.0

100.0

87.5

94.1

91.7

100.0

90.8

0.0

75.0

100.0

85.7

92.6

90.9

92.3

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

5.5

0.0

9.5

7.4

4.5

3.8

4.3

5.7

12.5

5.9

8.3

3.7

25.0

4.8

0.0

4.5

3.8

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

全体(n=162)

【女性全体】(n=53)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=4)

30歳代(n=4)

40歳代(n=8)

50歳代(n=17)

60歳代(n=12)

70歳以上(n=8)

【男性全体】(n=109)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=4)

30歳代(n=9)

40歳代(n=21)

50歳代(n=27)

60歳代(n=22)

70歳以上(n=26)

はい いいえ 無回答

16.4 

12.1 

15.0 

6.4 

20.6 

25.6 

75.5 

65.0 

56.3 

1.8 

2.2 

3.1 

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

やせ

（１８．５未満）

（ｎ＝１１０）

普通

（１８．５以上

２５．０未満）

（ｎ＝７６１）

肥満

（２５．０以上）

（ｎ＝２９３）

吸っている 以前吸っていた 吸わない 無回答

喫煙の有無をＢ ＭＩ 別でみると 、「 以前吸っ ていた」 が「 肥満（ ２ ５ ． ０ 以上）」 の

人で最も 多く 、「 吸わない」 は「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」 が最も 多く なっ ています。  

 

図２－２－２１ 喫煙の有無とＢＭＩ値（問２０・問３４） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ 喫煙マナー 

たばこ を 「 吸っ ている 」 と 回答し た人の喫煙マナーについて、 全体的には「 はい  

（ 守っ ている）」 が約９ 割と なっ ています。  

性別では、「 はい（ 守っ ている）」 と し た人の割合は、 男性と 比べて女性の方が３ . ５

ポイ ント 高く なっ ています。  

 

図２－２－２２ 喫煙マナーを守る割合（全体・性別・年代別）（問２０-１） 
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46.9

54.7

0.0

50.0

50.0

37.5

64.7

58.3

50.0

43.1

0.0

50.0

33.3

28.6

55.6

50.0

38.5

45.7

41.5

50.0

25.0

62.5

29.4

41.7

50.0

47.7

50.0

44.4

61.9

40.7

45.5

46.2

7.4

3.8

25.0

0.0

5.9

0.0

9.2

0.0

22.2

9.5

3.7

4.5

15.4

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

全体(n=162)

【女性全体】(n=53)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=4)

30歳代(n=4)

40歳代(n=8)

50歳代(n=17)

60歳代(n=12)

70歳以上(n=8)

【男性全体】(n=109)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=4)

30歳代(n=9)

40歳代(n=21)

50歳代(n=27)

60歳代(n=22)

70歳以上(n=26)

はい いいえ 無回答

ウ 禁煙の希望 

たばこ を「 吸っ ている」 と 回答し た人の禁煙希望について、全体では４ ６ . ９ ％の人

が「 はい（ 禁煙し たい）」 と 回答し 、 禁煙を希望し ています。  

性別・ 年代別でみると 、 禁煙を希望する人は女性の方が男性より も １ １ ． ６ ポイ ン

ト 高く なっ ており 、 男女と も 「 ５ ０ 歳代」「 ６ ０ 歳代」 で５ 割以上と なっ ています。  

 

図２－２－２３ 禁煙の希望（全体・性別・年代別）（問２０-２） 
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全
体

が
ん
に
か
か
り
や
す

く
な
る

循
環
器
疾
患

（
脳
卒

中

、
心
筋
梗
塞
等

）

に
な
り
や
す
く
な
る

気
管
支
炎
に
か
か
り

や
す
く
な
る

喘
息
に
な
り
や
す
く

な
る

Ｃ
Ｏ
Ｐ
Ｄ

（
慢
性
閉

塞
性
肺
疾
患

）
に
な

り
や
す
く
な
る

歯
周
病
に
な
り
や
す

く
な
る

糖
尿
病
に
な
り
や
す

く
な
る

胎
児
に
影
響
が
あ
る

（
低
出
生
体
重
や
死

産
な
ど

）

妊
娠
に
影
響
が
あ
る

（
早
産
・
流
産

、
子

宮
外
妊
娠
な
ど

）

乳
幼
児
突
然
死
症
候

群
を
起
こ
し
や
す
い

未
成
年
者
は
喫
煙
に

よ
る
健
康
へ
の
影
響

を
受
け
や
す
い

受
動
喫
煙

、
副
流
煙

が
問
題
で
あ
る

（
※

）

こ
の
中
に
知

っ
て
い

る
も
の
は
な
い

無
回
答

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

全体 1,226 80.6 65.1 60.7 49.1 37.2 24.9 12.3 62.5 62.8 17.0 59.6 74.3 1.2 3.3

【女性全体】 685 78.4 60.6 59.1 50.2 40.3 23.5 10.2 70.9 72.7 20.9 63.6 76.5 1.0 3.9

１９歳以下 8 87.5 62.5 50.0 75.0 12.5 62.5 25.0 50.0 62.5 12.5 87.5 75.0 0.0 0.0

20歳代 57 84.2 66.7 52.6 54.4 28.1 26.3 17.5 78.9 89.5 28.1 71.9 75.4 0.0 0.0

30歳代 68 80.9 70.6 67.6 63.2 42.6 32.4 13.2 86.8 89.7 42.6 73.5 86.8 1.5 4.4

40歳代 122 80.3 59.8 59.0 49.2 47.5 30.3 9.0 80.3 83.6 38.5 70.5 79.5 0.0 4.1

50歳代 132 79.5 64.4 58.3 47.0 40.2 24.2 8.3 76.5 74.2 18.2 64.4 87.9 0.0 0.0

60歳代 88 80.7 63.6 65.9 52.3 47.7 15.9 8.0 76.1 72.7 9.1 65.9 84.1 0.0 0.0

70歳以上 210 72.9 52.4 56.2 45.7 36.7 17.1 9.5 53.3 55.7 8.6 51.9 61.4 2.9 9.0

【男性全体】 506 62.1 52.2 46.5 35.4 24.8 20.1 11.2 38.5 37.5 9.2 40.1 53.2 1.2 1.5

１９歳以下 4 100.0 75.0 100.0 100.0 0.0 50.0 25.0 75.0 75.0 25.0 75.0 75.0 0.0 0.0

20歳代 25 96.0 84.0 52.0 64.0 32.0 40.0 16.0 68.0 72.0 16.0 68.0 84.0 4.0 0.0

30歳代 49 91.8 71.4 67.3 65.3 34.7 44.9 28.6 73.5 73.5 26.5 71.4 87.8 0.0 0.0

40歳代 72 90.3 79.2 63.9 48.6 41.7 30.6 16.7 65.3 70.8 15.3 65.3 83.3 1.4 1.4

50歳代 96 88.5 71.9 66.7 45.8 35.4 22.9 13.5 58.3 55.2 12.5 55.2 72.9 1.0 1.0

60歳代 85 83.5 72.9 67.1 44.7 36.5 25.9 14.1 51.8 56.5 12.9 54.1 77.6 0.0 2.4

70歳以上 174 75.9 63.8 58.6 42.5 28.7 21.8 12.1 35.1 27.6 6.3 42.5 58.6 2.9 2.9

性
別
×
年
齢

80.6

74.3

65.1

62.8

62.5

60.7

59.6

49.1

37.2

24.9

17.0

12.3

1.2

3.3

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

がんにかかりやすくなる

受動喫煙、副流煙が問題である（※）

循環器疾患（脳卒中、心筋梗塞等）になりやすくなる

妊娠に影響がある（早産・流産、子宮外妊娠など）

胎児に影響がある（低出生体重や死産など）

気管支炎にかかりやすくなる

未成年者は喫煙による健康への影響を受けやすい

喘息になりやすくなる

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）になりやすくなる

歯周病になりやすくなる

乳幼児突然死症候群を起こしやすい

糖尿病になりやすくなる

この中に知っているものはない

無回答
n=1,226

エ 喫煙が及ぼす影響の認知 

喫煙が及ぼす影響の認知では、「 がんにかかり やすく なる」 が８ ０ . ６ ％と 最も 高く 、

次いで「 受動喫煙、 副流煙が問題である ※」 が７ ４ . ３ ％、「 循環器疾患（ 脳卒中、 心筋

梗塞等） になり やすく なる」 が６ ５ . １ ％と なっ ています。  

 

図２－２－２４ 喫煙が及ぼす健康への影響の認知度（問２１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２－２ 性別・年代別 喫煙が及ぼす健康への影響の認知度（問２１） 
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※ 「 受動喫煙」 と は、 自分以外の人が吸っ ているたばこ の煙を 吸う こ と 。「 副流煙」 と は、
たばこ の先から 立ち のぼる煙のこ と 。 本人が吸う 煙は「 主流煙」 と いう 。  

9.1

8.9

25.0

5.3

11.8

10.7

10.6

12.5

4.8

9.3

0.0

12.0

16.3

20.8

10.4

4.7

4.0

12.5

10.4

25.0

15.8

19.1

10.7

13.6

9.1

3.8

15.0

0.0

24.0

26.5

16.7

16.7

15.3

9.2

8.6

7.6

12.5

14.0

10.3

12.3

6.1

2.3

5.2

9.7

50.0

12.0

10.2

9.7

11.5

7.1

8.6

11.3

11.7

12.5

15.8

13.2

13.9

15.2

9.1

7.6

11.1

25.0

28.0

10.2

9.7

10.4

11.8

9.2

55.3

59.0

25.0

49.1

42.6

52.5

52.3

67.0

72.9

51.0

25.0

24.0

36.7

41.7

49.0

56.5

62.1

3.2

2.5

0.0

0.0

2.9

0.0

2.3

0.0

5.7

4.0

0.0

0.0

0.0

1.4

2.1

4.7

6.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

ほぼ毎日あった 週に数回程度あった 週に１回程度あった

月に1回程度あった ほとんどなかった 無回答

オ 受動喫煙 

受動喫煙の頻度では、「 ほと んどなかっ た」 が５ ５ . ３ ％と 最も 高く 、 次いで、「 週に

数回程度あっ た」 が１ ２ . ５ ％、「 月に１ 回程度あっ た」 が１ １ . ３ ％と 続いています。  

性別でみると 、「 ほと んどなかっ た」 では、男性より も 女性が８ ポイ ント 高く なっ て

います。  

性別・ 年代別でみると 、「 ほぼ毎日あっ た」 では、 男性の「 ４ ０ 歳代」 が２ 割を超え

ています。  

 

図２－２－２５ 受動喫煙の有無（全体・性別・年代別）（問２２） 
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全
体

家
庭

職
場

飲
食
店

医
療
機
関

駅
・
バ
ス

停

道
路

市
の
施
設

（
市
役
所
や

地
区
セ
ン

タ
ー

な
ど

）

そ
の
他

無
回
答

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

全体 509 21.8 26.3 16.9 0.8 11.8 34.8 1.6 10.8 4.3

【女性全体】 264 32.6 19.7 13.6 0.4 9.8 36.7 0.0 9.8 4.5

１９歳以下 6 33.3 16.7 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

20歳代 29 24.1 27.6 17.2 0.0 20.7 62.1 0.0 3.4 0.0

30歳代 37 29.7 18.9 10.8 0.0 10.8 48.6 0.0 16.2 2.7

40歳代 58 31.0 19.0 15.5 0.0 8.6 36.2 0.0 6.9 3.4

50歳代 60 33.3 25.0 13.3 0.0 10.0 33.3 0.0 11.7 6.7

60歳代 29 55.2 10.3 10.3 0.0 0.0 24.1 0.0 6.9 3.4

70歳以上 45 26.7 15.6 15.6 2.2 6.7 24.4 0.0 13.3 8.9

【男性全体】 228 9.2 34.6 21.1 1.3 14.5 32.5 2.6 12.3 3.5

１９歳以下 3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

20歳代 19 21.1 42.1 21.1 5.3 15.8 47.4 10.5 0.0 0.0

30歳代 31 12.9 48.4 19.4 0.0 19.4 32.3 0.0 6.5 0.0

40歳代 41 4.9 46.3 22.0 2.4 14.6 29.3 7.3 14.6 4.9

50歳代 47 6.4 34.0 10.6 0.0 12.8 31.9 0.0 12.8 8.5

60歳代 33 12.1 24.2 21.2 0.0 9.1 24.2 0.0 18.2 3.0

70歳以上 54 7.4 22.2 31.5 1.9 14.8 33.3 1.9 14.8 1.9

性
別
×
年

齢

34.8 

26.3 

21.8 

16.9 

11.8 

1.6 

0.8 

10.8 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40%

道路

職場

家庭

飲食店

駅・バス停

市の施設（市役所や地区センターなど）

医療機関

その他

無回答
n=509

■ 受動喫煙の場所 

過去１ か月間に受動喫煙があっ た人の場所は、「 道路」「 職場」 が上位になっ ていま

す。 一方、「 飲食店」 は、 平成２ ９ 年度（ ２ ０ １ ７ 年度） に実施し た同様のアンケート

調査結果と 比べて、 ３ ６ . ８ ％から １ ６ . ９ ％に減少し まし たが、 こ れは令和２ 年  

（ ２ ０ ２ ０ 年） の改正健康増進法の施行による規制の効果や、 新型コ ロナウイ ルス感

染症感染拡大の影響が考えら れます。  

 

図２－２－２６ 受動喫煙の場所（問２２-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２－３ 性別・年代別 受動喫煙の場所（問２２-１） 
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61.6

63.5

62.5

54.4

63.2

62.3

65.2

67.0

64.3

59.1

75.0

64.0

42.9

54.2

47.9

70.6

65.5

36.5

34.7

37.5

45.6

35.3

36.9

34.8

33.0

31.0

39.1

25.0

36.0

57.1

45.8

51.0

27.1

31.6

1.9

1.8

0.0

0.0

1.5

0.8

0.0

0.0

4.8

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.4

2.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

（６）歯科と口腔について 

ア 歯科健診の受診状況 

過去１ 年間の歯科健診の受診状況を全体でみると 、「 受診し た」 が６ １ . ６ ％と なっ

ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 受診し た」 では、 男性よ り も 女性が４ . ４ ポイ ン ト 高く   

なっ ており 、 男性の「 ３ ０ 歳代」、「 ５ ０ 歳代」 が他の年代に比べ低い状況です。  

 

図２－２－２７ 歯科健診の受診状況（全体・性別・年代別）（問２３） 
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39.9

36.3

40.0

41.9

41.9

35.5

29.1

39.0

37.0

45.2

62.5

42.9

41.0

52.2

40.0

45.6

58.7

62.5

60.0

58.1

58.1

64.5

70.9

61.0

59.3

53.2

100.0

37.5

57.1

59.0

47.8

60.0

50.0

1.5

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

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

全体(n=755)

【女性全体】(n=435)

１９歳以下(n=5)

20歳代(n=31)

30歳代(n=43)

40歳代(n=76)

50歳代(n=86)

60歳代(n=59)

70歳以上(n=135)

【男性全体】(n=299)

１９歳以下(n=3)

20歳代(n=16)

30歳代(n=21)

40歳代(n=39)

50歳代(n=46)

60歳代(n=60)

70歳以上(n=114)

はい いいえ 無回答

イ う歯（むし歯）の有無 

過去１ 年間に歯科健診を受診し た人のう 歯（ むし 歯） の有無について、「 う 歯（ むし

歯） がある」 が全体で３ ９ ． ９ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別では、「 う 歯（ むし 歯） がある」 割合は、 女性より も 男性が８ . ９ ポイ

ント 高く なっ ており 、 男性では５ ０ 歳代が「 う 歯（ むし 歯） がある」 傾向に対し 、 女

性では「 ２ ０ 歳代」、「 ３ ０ 歳代」 が「 う 歯（ むし 歯） がある」 割合が高く なっ ていま

す。  

 

図２－２－２８ う歯（むし歯）の有無（全体・性別・年代別）（問２３-１） 
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19.7

16.6

16.6

7.5

7.0

6.5

1.0
46.0

5.2

0% 10% 20% 30% 40% 50%

歯ぐきが下がって歯の根が出ている

歯を磨いた時に血が出る

過去に歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われたことがある

歯科医師に歯周病（歯槽膿漏）と言われ、治療している

歯ぐきがはれている

歯がぐらぐらする

歯ぐきを押すと膿が出る

この中にあてはまるものはない

無回答 n=1,226

全
体

歯
ぐ
き
が

は
れ
て
い
る

歯
を
磨
い

た
時
に
血
が

出
る

歯
ぐ
き
が

下
が

っ
て
歯

の
根
が
出

て
い
る

歯
ぐ
き
を

押
す
と
膿
が

出
る

歯
が
ぐ
ら

ぐ
ら
す
る

歯
科
医
師

に
歯
周
病

（
歯

槽
膿
漏

）
と
言
わ
れ

、
治

療
し
て
い

る

過
去
に
歯

科
医
師
に
歯
周

病

（
歯
槽

膿
漏

）
と
言
わ

れ
た
こ
と

が
あ
る

こ
の
中
に

あ
て
は
ま
る
も

の
は
な
い

無
回
答

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

全体 1,226 7.0 16.6 19.7 1.0 6.5 7.5 16.6 46.0 5.2

【女性全体】 685 6.3 15.6 20.9 0.9 4.5 7.2 16.6 47.0 4.8

１９歳以下 8 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 62.5 0.0

20歳代 57 5.3 29.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 5.3

30歳代 68 2.9 20.6 17.6 0.0 1.5 1.5 7.4 57.4 5.9

40歳代 122 4.9 18.0 18.9 1.6 1.6 4.9 10.7 55.7 2.5

50歳代 132 6.8 13.6 21.2 0.0 1.5 10.6 19.7 47.7 3.0

60歳代 88 8.0 15.9 37.5 0.0 6.8 14.8 25.0 28.4 2.3

70歳以上 210 7.6 9.5 21.9 1.9 9.5 7.1 22.4 41.9 8.1

【男性全体】 506 7.5 18.0 17.6 1.2 9.1 7.9 16.2 45.3 5.3

１９歳以下 4 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0

20歳代 25 4.0 24.0 4.0 0.0 0.0 0.0 8.0 68.0 4.0

30歳代 49 6.1 42.9 12.2 0.0 2.0 2.0 12.2 42.9 2.0

40歳代 72 5.6 18.1 13.9 2.8 1.4 1.4 12.5 62.5 2.8

50歳代 96 15.6 16.7 18.8 2.1 2.1 5.2 9.4 47.9 3.1

60歳代 85 7.1 18.8 25.9 1.2 8.2 12.9 17.6 36.5 3.5

70歳以上 174 4.6 10.9 18.4 0.6 20.1 12.6 23.6 37.9 9.2

性
別
×
年

齢

ウ 歯ぐきの状態 

「 歯ぐ き が下がっ て歯の根が出ている」 が１ ９ ．７ ％と なっ ているほか、「 歯を磨い

たと きに血が出る」「 過去に歯科医師に歯周病（ 歯槽膿漏） と 言われたこ と がある」 が

１ ６ . ６ ％と なっ ています。  

 

図２－２－２９ 歯ぐきの状態（問２５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２－２－４ 性別・年代別 歯ぐきの状態（問２５） 
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86.1

86.3

100.0

96.5

95.6

92.6

93.9

73.9

76.7

86.8

75.0

100.0

91.8

90.3

86.5

89.4

81.0

11.1

11.5

1.8

2.9

5.7

4.5

22.7

20.5

9.9

0.0

6.1

5.6

12.5

9.4

13.2

2.8

2.2

1.8

1.5

1.6

1.5

3.4

2.9

3.4

25.0

2.0

4.2

1.0

1.2

5.7

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

エ 咀嚼
そしゃく

の可否 

何でも 噛んで食べるこ と ができ るかについて、全体では「 咀嚼でき る」 は８ ６ . １ ％

と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 咀嚼でき る」 割合は、 女性では男性と 比べて３ ０ 歳代から

５ ０ 歳代が高く 、 男性では女性と 比べて「 ６ ０ 歳代」、「 ７ ０ 歳以上」 が高く なっ てい

ます。  

 

図２－２－３０ 咀嚼
そ し ゃ く

の可否（全体・性別・年代別）（問２４） 
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2.7

2.9

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.0

8.6

2.4

0.0

0.0

1.4

2.1

1.2

4.6

4.6

3.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

11.4

5.3

0.0

0.0

0.0

3.1

5.9

10.9

10.0

8.6

0.0

1.8

0.0

2.5

4.5

12.5

18.1

11.1

0.0

0.0

1.4

3.1

12.9

23.6

18.2

18.4

0.0

12.3

4.4

10.7

22.0

28.4

23.3

17.0

4.0

2.0

13.9

18.8

18.8

23.0

21.9

21.2

12.5

5.3

20.6

18.0

30.3

31.8

17.6

22.9

20.0

22.4

22.2

26.0

32.9

17.8

33.1

34.3

87.5

57.9

58.8

53.3

36.4

21.6

11.0

31.8

100.0

68.0

71.4

48.6

39.6

20.0

8.6

3.8

5.3

0.0

19.3

8.8

8.2

3.8

1.1

1.4

3.2

8.0

0.0

9.7

5.2

1.2

0.6

5.8

5.4

0.0

3.5

7.4

6.6

2.3

1.1

8.6

6.3

0.0

4.1

2.8

2.1

7.1

10.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

０本 1～９本 10～１9本 20～24本 25～27本 28本 29本以上 無回答

オ 歯の本数 

歯の本数について全体では、「 ２ ８ 本」 が３ ３ . １ ％と 最も 高く 、「 ２ ５ ～２ ７ 本」 が

２ １ . ９ ％、「 ２ ０ ～２ ４ 本」 が１ ８ . ２ ％と 続いています。  

性別・ 年代別でみると 、「 ２ ８ 本」 では、 男性より も 女性が２ . ５ ポイ ント 高く なっ

ており 、 男女と も 年代の上昇に従い、 歯の本数が少なく なっ ています。  

 

図２－２－３１ 歯の本数（全体・性別・年代別）（問２６） 
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48.6

52.1

87.5

77.2

57.4

57.4

48.5

50.0

42.4

43.3

50.0

64.0

67.3

56.9

46.9

30.6

31.6

50.0

46.7

12.5

22.8

41.2

42.6

50.8

48.9

55.2

55.5

50.0

36.0

32.7

43.1

53.1

68.2

65.5

1.4

1.2

0.0

0.0

1.5

0.0

0.8

1.1

2.4

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

2.9

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

（７）こころの健康について 

ア 最近１か月の気分の落ち込み 

最近１ か月以内に気分が落ち込んだり 、 不安を感じ たり 、 なにも やる気が起き ない

などと 感じ たこ と があるかについて、全体でみると 、「 感じ たこ と がある」が４ ８ . ６ ％

と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 感じ たこ と がある」 では、 男性より も 女性が８ . ８ ポイ ン

ト 高く なっ ており 、 女性では特に２ ０ 歳代以下、 男性では２ ０ 歳代、 ３ ０ 歳代が他の

年代と 比べて高く なっ ています。  

 

図２－２－３２ 最近１か月の気分の落ち込み（全体・性別・年代別）（問２７） 
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6.2

2.9

3.4

2.4

8.9

1.0

80.0

92.5

1.5

1.1

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

はい(n=596)

いいえ(n=613)

受診中である 受診したことがある

受診したいが、できていない 受診の必要を感じたことがない

無回答

気

分

の

落

ち

込

み

や

不

安

の

有

無

■ 気分が落ち込んだりした人の精神科・心療内科等の受診の有無 

最近１ か月以内に、 気分が落ち込んだり 、 不安を感じ たり 、 なにも やる気が起きな

いなどと 感じ たこ と がある人の精神科・ 心療内科等の受診の有無をみると 、「 受診し た

いが、 でき ていない」 は８ ． ９ ％と なっ ています。  

 

図２－２－３３ 気分が落ち込んだりした人の精神科・心療内科等の受診の有無（問２７・問３１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 越谷市の現状と課題 

- 64 - 

72.7

75.8

100.0

78.9

80.9

78.7

82.6

80.7

64.3

69.8

100.0

96.0

75.5

73.6

70.8

69.4

61.5

25.7

22.8

19.3

17.6

21.3

17.4

19.3

31.9

28.9

4.0

24.5

26.4

29.2

29.4

35.1

1.6

1.5

1.8

1.5

0.0

0.0

0.0

3.8

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

3.4

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

イ ストレス解消法の有無 

スト レス解消法の有無について全体でみると 、「 スト レス解消法を持っ ていない」 が 

２ ５ ． ７ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 スト レス解消法を持っ ていない」 割合は、 女性より も 男性

が６ . １ ポイ ント 高く なっ ており 、同じ 年代で比べても 、おおむね女性より も 男性が高

く なっ ています。  

 

図２－２－３４ ストレス解消法の有無（全体・性別・年代別）（問２８） 
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63.2

63.6

75.0

56.1

58.8

57.4

59.1

70.5

70.5

63.8

50.0

76.0

53.1

51.4

54.2

64.7

75.3

35.8

35.6

25.0

43.9

38.2

42.6

40.9

29.5

28.1

35.0

50.0

24.0

46.9

47.2

45.8

34.1

22.4

1.0

0.7

0.0

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

1.4

1.2

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

1.2

2.3

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

ウ 睡眠による休養 

睡眠で十分に休養がと れているかについて全体でみると 、「 と れている」 と 回答し た

割合が６ ３ . ２ ％、「 と れていない」 と 回答し た割合が３ ５ . ８ ％と なっ ています。  

性別では、大き な差はみら れませんが、「 と れていない」では、女性では「 ２ ０ 歳代」、

男性では３ ０ 歳代から ５ ０ 歳代が約４ 割半ばで、 他の年代と 比べて高く なっ ています。 

 

図２－２－３５ 睡眠による休養（全体・性別・年代別）（問２９） 
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47.8

55.3

87.5

59.6

64.7

54.9

55.3

51.1

51.9

38.9

100.0

68.0

34.7

36.1

36.5

31.8

40.8

34.9

34.7

12.5

29.8

27.9

36.9

34.8

40.9

35.2

35.0

24.0

36.7

36.1

33.3

44.7

32.8

6.9

4.1

0.0

5.3

4.4

4.9

7.6

3.4

1.4

10.3

0.0

10.2

9.7

14.6

10.6

9.8

3.9

2.0

0.0

1.8

1.5

3.3

2.3

0.0

2.4

6.7

0.0

14.3

8.3

10.4

7.1

2.9

5.5

3.1

0.0

3.5

0.0

0.0

0.0

4.5

7.1

8.1

8.0

4.1

9.7

4.2

4.7

12.6

1.0

0.7

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

1.9

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.2

1.1

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

そう思う どちらかというと

そう思う

どちらかというと

そうは思わない

そうは思わない わからない 無回答

エ 周囲の人たちとの関係 

不満や悩みを受け止め、 耳を傾けてく れる人はいると 思う か尋ねたと こ ろ、 全体で

は「 そう 思う 」「 どちら かと いう と そう 思う 」 を合わせて８ ２ . ７ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 そう 思う 」 は、 男性より も 女性が１ ６ ． ４ ポイ ント 高く   

なっ ており 、 おおむね同じ 年代であれば男性より も 女性の割合が高く なっ ています。 

 

図２－２－３６ 悩みごとを相談できる人の有無（全体・性別・年代別）（問３０） 
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50.7

52.3

12.5

59.6

52.9

74.6

78.0

53.4

21.9

50.4

75.0

64.0

75.5

63.9

61.5

58.8

25.3

10.1

6.0

12.5

12.3

7.4

9.8

6.1

2.3

2.9

16.2

0.0

20.0

20.4

34.7

27.1

10.6

4.0

37.9

40.4

75.0

28.1

38.2

15.6

15.9

44.3

71.4

32.8

25.0

16.0

4.1

1.4

11.5

29.4

69.5

1.2

1.3

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

3.8

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.2

1.1

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

６０時間未満 ６０時間以上 働いていない 無回答

オ １週間の労働時間 

１ 週間の平均労働時間について全体でみると 、「 ６ ０ 時間未満」 が５ ０ . ７ ％、「 ６ ０

時間以上」 が１ ０ . １ ％、「 働いていない」 が３ ７ . ９ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 ６ ０ 時間以上」 では、 女性より も 男性が１ ０ . ２ ポイ ント

高く なっ ており 、 男性の「 ４ ０ 歳代」 で３ ４ ． ７ ％、「 ５ ０ 歳代」 で２ ７ ． １ ％と 高く

なっ ています。  

 

図２－２－３７ １週間の労働時間（全体・性別・年代別）（問３２） 
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53.7

42.3

47.4

51.5

54.9

53.8

40.9

25.7

70.0

72.0

69.4

72.2

77.1

74.1

64.4

38.1

50.5

100.0

42.1

35.3

36.9

40.9

53.4

68.6

20.4

100.0

24.0

18.4

19.4

17.7

21.2

20.1

6.9

5.7

10.5

11.8

8.2

5.3

3.4

2.4

8.9

4.0

12.2

6.9

5.2

4.7

13.8

1.3

1.5

0.0

1.5

0.0

0.0

2.3

3.3

0.8

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

1.7

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 以前飲んでいた 無回答

（８）飲酒について 

ア 飲酒の有無 

飲酒の有無について全体でみると 、「 飲んでいる」 が５ ３ . ７ ％、「 飲んでいない」 が

３ ８ . １ ％、「 以前飲んでいた」 が６ . ９ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 飲んでいる」 では、 女性より も 男性が２ ７ . ７ ポイ ント 高

く なっ ており 、 男性の「 ５ ０ 歳代」 が７ ７ ． １ ％と 最も 高く 、 次いで男性の「 ６ ０ 歳

代」 の７ ４ ． １ ％と なっ ています。  

 

図２－２－３８ 飲酒の有無（全体・性別・年代別）（問３３） 
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41.6

29.7

0.0

7.4

20.0

20.9

33.8

30.6

51.9

51.4

0.0

5.6

38.2

46.2

56.8

50.8

61.6

4.7

2.1

0.0

0.0

1.5

2.8

2.8

3.7

6.8

0.0

8.8

9.6

5.4

14.3

2.7

5.3

2.4

3.7

5.7

1.5

2.8

2.8

0.0

7.1

16.7

2.9

3.8

6.8

7.9

8.0

3.5

4.1

3.7

5.7

9.0

2.8

2.8

0.0

2.8

0.0

5.9

3.8

1.4

1.6

3.6

8.8

11.4

7.4

11.4

14.9

9.9

11.1

11.1

7.1

11.1

5.9

3.8

5.4

6.3

9.8

7.3

6.9

0.0

14.3

7.5

7.0

2.8

7.4

7.6

5.6

11.8

7.7

5.4

11.1

6.3

7.0

10.0

7.4

8.6

11.9

16.9

11.1

0.0

4.5

5.6

8.8

1.9

6.8

1.6

4.5

20.4

31.4

70.4

34.3

29.9

23.9

33.3

20.4

11.9

55.6

14.7

23.1

12.2

4.8

2.7

1.4

2.1

0.0

0.0

3.0

0.0

2.8

5.6

0.8

0.0

2.9

0.0

0.0

1.6

0.9

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

全体(n=658)

【女性全体】(n=290)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=27)

30歳代(n=35)

40歳代(n=67)

50歳代(n=71)

60歳代(n=36)

70歳以上(n=54)

【男性全体】(n=354)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=18)

30歳代(n=34)

40歳代(n=52)

50歳代(n=74)

60歳代(n=63)

70歳以上(n=112)

ほぼ毎日 週６日 週５日 週４日 週３日 週２日 週１日 月１～３回 無回答

イ 飲酒の頻度 

飲酒をし ている人の頻度について全体でみると 、「 ほぼ毎日」 が４ １ . ６ ％と 最も 高

く 、 次いで「 月１ ～３ 回」 が２ ０ . ４ ％、「 週３ 日」 が８ . ８ ％と なっ ています。  

性別でみると 、「 ほぼ毎日」 では、 女性より も 男性が２ １ . ７ ポイ ント 高く 、「 月１ ～

３ 回」 では、 男性より 女性が１ ９ . ５ ポイ ント 高く なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 ほぼ毎日」 では、 女性の「 ７ ０ 歳以上」、 男性の「 ５ ０ 歳

代」、「 ６ ０ 歳代」、「 ７ ０ 歳以上」 が５ 割を超えています。  

 

図２－２－３９ 飲酒の頻度（全体・性別・年代別）（問３３-１） 
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40.9

53.4

0.0

37.0

51.4

46.3

53.5

63.9

64.8

30.8

0.0

38.9

14.7

23.1

28.4

25.4

42.9

31.5

25.2

29.6

28.6

31.3

28.2

19.4

13.0

36.4

33.3

38.2

40.4

31.1

31.7

40.2

16.4

11.7

14.8

14.3

11.9

14.1

11.1

5.6

20.6

16.7

23.5

25.0

24.3

31.7

9.8

4.3

2.8

3.7

0.0

4.5

4.2

0.0

1.9

5.4

0.0

5.9

11.5

5.4

3.2

4.5

2.1

1.4

3.7

2.9

3.0

0.0

0.0

0.0

2.8

0.0

8.8

0.0

4.1

6.3

0.0

1.7

1.7

7.4

2.9

0.0

0.0

2.8

1.9

1.7

5.6

2.9

0.0

5.4

0.0

0.0

3.2

3.8

3.7

0.0

3.0

0.0

2.8

13.0

2.3

5.6

5.9

0.0

1.4

1.6

2.7

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

全体(n=658)

【女性全体】(n=290)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=27)

30歳代(n=35)

40歳代(n=67)

50歳代(n=71)

60歳代(n=36)

70歳以上(n=54)

【男性全体】(n=354)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=18)

30歳代(n=34)

40歳代(n=52)

50歳代(n=74)

60歳代(n=63)

70歳以上(n=112)

１合(１８０ml)未満 １合以上２合(３６０ml)未満 ２合以上３合(５４０ml)未満
３合以上４合(７２０ml)未満 ４合以上５合(９００ml)未満 ５合以上(９００ml)
無回答

※ 日本酒１ 合は、 ビールなら 中びん１ 本、 焼酎なら ０ ． ６ 合、 ワイ ン なら １ ／４ 本、 ウイ
スキーなら ダブル１ 杯と し て換算。  

ウ １日の飲酒量 

飲酒を し ている人の１ 日の飲酒量について全体でみると 、 日本酒に換算し た場合※

「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 が４ ０ . ９ ％と 最も 高く 、「 １ 合以上２ 合( ３ ６ ０ ｍｌ ) 未満」

が３ １ . ５ ％、「 ２ 合以上３ 合( ５ ４ ０ ｍｌ ) 未満」 が１ ６ . ４ ％と なっ ています。  

性別でみると 、「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 では、 男性より も 女性が２ ２ . ６ ポイ ント

高く 、「 １ 合以上２ 合( ３ ６ ０ ｍｌ ) 未満」 では、 女性より も 男性が１ １ . ２ ポイ ント 高

く なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 では、 女性の「 ６ ０ 歳代」、「 ７ ０

歳以上」 が６ 割を超えています。  

 

図２－２－４０ １日の飲酒量（全体・性別・年代別）（問３３-２） 
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毎日 週５～６日 週３～４日 週１～２日 月1～3回

１合(１８０ml)未満

１合以上２合(３６０ml)未満

２合以上３合(５４０ml)未満

３合以上４合(７２０ml)未満

４合以上５合(９００ml)未満

５合(９００ml)以上

飲酒日の１日あたりの飲酒量

生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している人

飲酒の頻度

毎日 週５～６日 週３～４日 週１～２日 月1～3回

１合(１８０ml)未満

１合以上２合(３６０ml)未満

２合以上３合(５４０ml)未満

３合以上４合(７２０ml)未満

４合以上５合(９００ml)未満

５合(９００ml)以上

飲酒日の１日あたりの飲酒量
飲酒の頻度

生活習慣病のリスクを高める量
を飲酒している人

11.0

17.4

30.2

51.0

0.9

1.0

57.0

29.2

0.9

1.4

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

女性(n=675)

男性(n=506)

基準値越え 基準値以内 不明 飲まない 無回答

■ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している人の割合 

生活習慣病（ Ｎ Ｃ Ｄ ｓ ） のリ スク を高める量を飲酒し ている人の割合を男女別にみ

ると 、「 基準値超え」 の量を飲んでいる人は、 女性で１ １ . ０ ％、 男性で１ ７ . ４ ％と 男

性の方が多く なっ ています。  

 

図２－２－４１ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している人の割合（問３３-２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している人とは？ ☆ 

 「生活習慣病（ＮＣＤｓ）のリスクを高める量を飲酒している人」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以上の人とし、次の方法で算出しました。 

 

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」 

 

 

 

 

 

 

 

 

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」 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：厚生労働省 生活習慣調査 
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55.2

59.0

0.0

51.9

51.4

55.2

62.0

61.1

66.7

52.0

0.0

38.9

41.2

61.5

50.0

49.2

55.4

35.4

32.4

33.3

37.1

37.3

33.8

27.8

24.1

37.9

50.0

47.1

34.6

40.5

38.1

33.0

5.2

5.2

14.8

5.7

6.0

1.4

5.6

3.7

5.4

11.1

8.8

1.9

5.4

3.2

6.3

1.1

1.0

0.0

5.7

0.0

1.4

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

1.9

1.4

0.0

1.8

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

1.4

1.6

0.0

2.9

2.4

0.0

0.0

1.5

1.4

5.6

5.6

3.1

0.0

2.9

0.0

1.4

7.9

3.6

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

全体(n=658)

【女性全体】(n=290)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=27)

30歳代(n=35)

40歳代(n=67)

50歳代(n=71)

60歳代(n=36)

70歳以上(n=54)

【男性全体】(n=354)

１９歳以下(n=0)

20歳代(n=18)

30歳代(n=34)

40歳代(n=52)

50歳代(n=74)

60歳代(n=63)

70歳以上(n=112)

１合(１８０ml)未満 １合以上２合(３６０ml)未満 ２合以上３合(５４０ml)未満
３合以上４合(７２０ml)未満 ４合以上５合(９００ml)未満 ５合以上
無回答

エ 適切な飲酒量の認知 

飲酒をし ている人の「 適切な飲酒量」 の認知について、 日本酒に換算すると 、 全体

では「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 と 回答し た割合が５ ５ . ２ ％と 最も 高く 、 次いで「 １ 合

以上２ 合( ３ ６ ０ ｍｌ ) 未満」 が３ ５ . ４ ％と なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 と 回答し た割合は女性の「 ７ ０ 歳

以上」 が最も 高く 、「 １ 合以上２ 合( ３ ６ ０ ｍｌ ) 未満」 は男性の「 ２ ０ 歳代」 が最も 高

く なっ ています。  

 

図２－２－４２ 適切な飲酒量の認知（全体・性別・年代別）（問３３-３） 
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59.0 

71.0 

46.6 

47.1 

12.5 

25.0 

40.0 

52.0 

76.1 

39.5 

53.4 

21.1 

20.0 

33.3 

32.4 

24.5 

43.8 

47.1 

50.0 

50.0 

20.0 

37.9 

17.4 

55.8 

38.4 

42.1 

30.0 

50.0 

5.2 

3.2 

5.5 

5.9 

25.0 

25.0 

20.0 

5.4 

0.9 

3.9 

8.2 

15.8 

30.0 

16.7 

1.0 

0.6 

0.0 

0.0 

12.5 

0.0 

20.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

15.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

2.4 

0.6 

4.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.1 

5.5 

0.8 

0.0 

5.3 

0.0 

0.0 

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

【女性全体】（n=290）

1合（180ml）未満

（n=155）

1合以上2合（360ml）未満

（n=73）

2合以上3合（540ml）未満

（n=34）

3合以上4合（720ml）未満

（n=8）

4合以上5合（900ml）未満

（n=4）

5合以上

（n=5）

【男性全体】（n=354）

1合（180ml）未満

（n=109）

1合以上2合（360ml）未満

（n=129）

2合以上3合（540ml）未満

（n=73）

3合以上4合（720ml）未満

（n=19）

4合以上5合（900ml）未満

（n=10）

5合以上

（n=6）

1合（180ml）未満

1合以上2合（360ml）未満

2合以上3合（540ml）未満

3合以上4合（720ml）未満

4合以上5合（900ml）未満

5合以上

無回答

回答者の1日の飲酒量

回答者が思う「1日の適切な飲酒量」

■ 飲酒量ごとの適切な飲酒量の認知割合 

飲酒し ている人の１ 日の飲酒量ごと に、 適切な飲酒量の認知割合をみると 、 男女と

も １ 日の飲酒量が「 １ 合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 の人は、 ７ 割以上が適切な飲酒量は「 １

合( １ ８ ０ ｍｌ ) 未満」 と 回答し ています。 男女と も １ 日の飲酒量が増えると と も に適

切と 思う 飲酒量も 増える傾向にあり ます。  

 

図２－２－４３ 飲酒する人の１日の飲酒量と適切な飲酒量の認知割合（問３３-２・３３-３） 
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9.0

12.1

12.5

14.0

17.6

13.1

12.9

8.0

10.5

5.1

0.0

20.0

8.2

5.6

1.0

2.4

5.7

62.1

64.8

62.5

70.2

66.2

62.3

59.1

73.9

64.3

59.7

75.0

52.0

51.0

58.3

54.2

65.9

63.2

23.9

16.9

25.0

5.3

7.4

18.9

20.5

17.0

19.5

32.2

25.0

24.0

36.7

34.7

44.8

31.8

24.7

5.1

6.1

0.0

10.5

8.8

5.7

7.6

1.1

5.7

3.0

0.0

4.0

4.1

1.4

0.0

0.0

6.3

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

やせ（１８．５未満） 普通（１８．５以上２５．０未満） 肥満（２５．０以上） 無回答

（９）メタボリックシンドロームの予防とがん対策について 

ア ＢＭＩ 

身長と 体重から 算出し たＢ ＭＩ について全体でみると 、「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」 が

９ . ０ ％、「 普通（ １ ８ ． ５ 以上２ ５ ． ０ 未満）」 が６ ２ . １ ％、「 肥満（ ２ ５ ． ０ 以上）」

が２ ３ . ９ ％と なっ ています。  

性別でみると 、「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」 では、 男性より も 女性が７ ポイ ント 高く 、

「 肥満（ ２ ５ ．０ 以上）」 では、女性より も 男性が１ ５ . ３ ポイ ント 高く なっ ています。  

性別・ 年代別でみると 、「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」 の割合は、 男性の「 ２ ０ 歳代」 と 、

女性の「 ２ ０ 歳代」「 ３ ０ 歳代」 が高く なっ ており 、「 肥満（ ２ ５ ．０ 以上）」 の割合は、

男性の「 ５ ０ 歳代」 が最も 高く なっ ていますが、 男女と も 、 ６ ０ 歳代から ７ ０ 歳以上

に年代が移行すると 「 やせ（ １ ８ ． ５ 未満）」 の割合が増加し ています。  

 

図２－２－４４ ＢＭＩ（全体・性別・年代別）（問３４） 
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72.1

71.7

87.5

73.7

88.2

75.4

81.1

75.0

55.7

72.9

75.0

56.0

71.4

73.6

85.4

71.8

69.0

25.8

26.3

12.5

24.6

10.3

23.8

18.2

25.0

39.5

25.5

25.0

44.0

28.6

26.4

13.5

28.2

27.0

2.1

2.0

0.0

1.8

1.5

0.8

0.8

0.0

4.8

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

4.0

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

全体(n=1226)

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

はい いいえ 無回答

イ 適正体重の認知 

自分の適正体重の認知について全体でみると 、「 はい（ 知っ ている）」 が７ ２ . １ ％、

「 いいえ（ 知ら ない）」 が２ ５ . ８ ％と なっ ています。  

男女で大き な差はあり ませんが、 性別・ 年代別でみると 、「 いいえ（ 知ら ない）」 が

女性の「 ７ ０ 歳以上」、 男性の「 ２ ０ 歳代」 で、 他の年代に比べて高く なっ ています。  

 

図２－２－４５ 適正体重の認知（全体・性別・年代別）（問３５） 
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ウ 健診の受診状況 

過去１ 年間に、 いずれかの健康診断（ 健診） ※を受けた人の割合は、 約８ 割と なっ て

います。「 勤め先、 または健康保険組合等が実施し た健診で受けた」 が３ ９ . ６ ％と 最

も 高く 、次いで「 越谷市または他市区町村が実施し た健診（ 集団または個別医療機関）

で受けた」 が２ ４ . ２ ％と なっ ています。  

一方で、「 健康診断は受けていない」 が１ ９ . ９ ％と なっ ています。  

 

図２－２－４６ 健康診断（健診）の受診状況（全体）（問３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ こ の問いの健康診断（ 健診） と は、 身体計測・ 血液検査・ 尿検査などの内容が含まれた
も のを 指し 、 以下のよう なも のは健診には含まない。  

  がんのみの検診、 妊産婦健診、 歯の健康診査、 病院や診療所で行う 診療と し ての検査。  

39.6

24.2

7.7

7.5

2.4

19.9

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

勤め先、または健康保険組合等が実施した健診で受けた

越谷市または他市区町村が実施した健診（集団または個別医療機関）で受けた

その他の健診で受けた

人間ドックで受けた

学校が実施した健診で受けた

健康診断は受けていない

無回答
n=1,226
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23.8

25.0

40.4

35.3

21.3

18.2

23.9

20.5

14.4

0.0

32.0

12.2

11.1

12.5

10.6

17.2

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %

【女性全体】(n=685)

１９歳以下(n=8)

20歳代(n=57)

30歳代(n=68)

40歳代(n=122)

50歳代(n=132)

60歳代(n=88)

70歳以上(n=210)

【男性全体】(n=506)

１９歳以下(n=4)

20歳代(n=25)

30歳代(n=49)

40歳代(n=72)

50歳代(n=96)

60歳代(n=85)

70歳以上(n=174)

22.1

21.7

19.3

16.4

14.3

13.1

9.4

5.3

5.3

5.3

4.1

2.9

16.0

3.3

0 10 20 30

時間がとれなかったから

心配な時はいつでも医療機関を受診できるから

新型コロナウイルス感染症に感染するのを避けるため

その時、医療機関に入院または通院していたから

面倒だから

費用がかかるから

毎年受ける必要性を感じないから

知らなかったから

場所が遠いから

結果が不安なため、受けたくないから

健康状態に自信があり、必要性を感じないから

検査等に不安があるから

その他

無回答

（％）

「 健康診断を受けていない」 人は、 女性が２ ３ . ８ ％、 男性が１ ４ . ４ ％と 女性が多

く 、 特に２ ０ 歳代の女性が４ ０ . ４ ％と 最も 多く なっ ています。  

 

図２－２－４７ 健診未受診者の性別・年代別の状況（問３７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 健康診断を受けていない理由」 は、「 時間がと れなかっ たから 」 が２ ２ . １ ％と 最も

高く 、 次いで、「 心配な時はいつでも 医療機関を受診でき るから 」 が２ １ . ７ ％、「 新型

コ ロナウイ ルス感染症に感染するのを避けるため」 が１ ９ . ３ ％と なっ ています。  

 

図２－２－４８ 健康診断を受けていない理由（問３７-１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=２４４ 
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31.3%

28.3%

0.0%

7.0%

13.2%

33.6%

34.1%

31.8%

31.9%

35.6%

0.0%

4.0%

24.5%

40.3%

42.7%

37.6%

37.4%

0% 50% 100%

総計(ｎ＝1226)

女性(ｎ＝685)

19歳以下(ｎ＝8)

20歳代(ｎ＝57)

30歳代(ｎ＝68)

40歳代(ｎ＝122)

50歳代(ｎ＝132)

60歳代(ｎ＝88)

70歳以上(ｎ＝210)

男性(ｎ＝506)

19歳以下(ｎ＝4)

20歳代(ｎ＝25)

30歳代(ｎ＝49)

40歳代(ｎ＝72)

50歳代(ｎ＝96)

60歳代(ｎ＝85)

70歳以上(ｎ＝174)

36.4%

33.3%

40.3%

0% 50% 100%

総計（ｎ＝604)

女性（ｎ＝342）

男性（ｎ＝253）

エ がん検診の受診状況 

過去１ 年間のがん検診の受診状況について、 全体でみると 「 いずれかの検診を受け

た※」 割合は、 胃がん検診、 大腸がん検診、 肺がん検診、 乳がん検診で約３ 割、 子宮頸

がん検診で約４ 割と なっ ています。  

４ ０ 歳代～６ ０ 歳代の胃がん検診、 大腸がん検診、 肺がん検診の受診状況を性別で

みると 、 男性の方が高く なっ ています。  

年代別にみると 、 乳がん検診は４ ０ 歳代が５ 割半ば、 子宮頸がん検診は２ ０ 歳代が

約６ 割と 高く なっ ています。  

 

【胃がん検診】 

 図２－２－４９ 受診状況（全体）（問３８）  図２－２－５０ ４０歳代～６０歳代受診状況 

 

  

※ いずれかの検診を 受けた：  
「 越谷市または他市区町村が実施し た検診で受けた」「 勤め先、または健康保険組合等が

実施し た検診で受けた」「 学校が実施し た検診で受けた」「 人間ド ッ ク で受けた」「 その他の
健診で受けた」「（ 胃がん、 乳がん、 子宮頸がんのみ） 過去２ 年間のあいだには受けた」 の
いずれかに回答があっ たも の。  
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28.3%

24.2%

0.0%

5.3%

7.4%

25.4%

31.8%

29.5%

28.1%

34.0%

25.0%

4.0%

26.5%

38.9%

33.3%

37.6%

37.4%

0% 50% 100%

総計(ｎ＝1226)

女性(ｎ＝685)

19歳以下(ｎ＝8)

20歳代(ｎ＝57)

30歳代(ｎ＝68)

40歳代(ｎ＝122)

50歳代(ｎ＝132)

60歳代(ｎ＝88)

70歳以上(ｎ＝210)

男性(ｎ＝506)

19歳以下(ｎ＝4)

20歳代(ｎ＝25)

30歳代(ｎ＝49)

40歳代(ｎ＝72)

50歳代(ｎ＝96)

60歳代(ｎ＝85)

70歳以上(ｎ＝174)

32.1%

28.9%

36.4%

0% 50% 100%

総計（ｎ＝604)

女性（ｎ＝342）

男性（ｎ＝253）

31.6%

28.2%

0.0%

5.3%

11.8%

31.1%

35.6%

34.1%

31.9%

36.6%

0.0%

4.0%

22.4%

40.3%

38.5%

42.4%

40.8%

0% 50% 100%

総計(ｎ＝1226)

女性(ｎ＝685)

19歳以下(ｎ＝8)

20歳代(ｎ＝57)

30歳代(ｎ＝68)

40歳代(ｎ＝122)

50歳代(ｎ＝132)

60歳代(ｎ＝88)

70歳以上(ｎ＝210)

男性(ｎ＝506)

19歳以下(ｎ＝4)

20歳代(ｎ＝25)

30歳代(ｎ＝49)

40歳代(ｎ＝72)

50歳代(ｎ＝96)

60歳代(ｎ＝85)

70歳以上(ｎ＝174)

36.4%

33.6%

40.3%

0% 50% 100%

総計（ｎ＝604)

女性（ｎ＝342）

男性（ｎ＝253）

【大腸がん検診】 

 図２－２－５１ 受況（全体）（問３８） 図２－２－５２ ４０歳代～６０歳代受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【肺がん検診】 

 図２－２－５３ 受診状況（全体）（問３８） 図２－２－５４ ４０歳代～６０歳代受診状況 
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34.3%

0.0%

12.3%

32.4%

54.1%

49.2%

35.2%

21.0%

0% 50% 100%

女性(ｎ＝685)

19歳以下(ｎ＝8)

20歳代(ｎ＝57)

30歳代(ｎ＝68)

40歳代(ｎ＝122)

50歳代(ｎ＝132)

60歳代(ｎ＝88)

70歳以上(ｎ＝210)

47.4%

0% 50% 100%

40～60歳代女性

(ｎ＝３４２）

44.7%

75.0%

61.4%

38.2%

43.4%

40.9%

50.0%

41.9%

0% 50% 100%

女性(ｎ＝685)

19歳以下(ｎ＝8)

20歳代(ｎ＝57)

30歳代(ｎ＝68)

40歳代(ｎ＝122)

50歳代(ｎ＝132)

60歳代(ｎ＝88)

70歳以上(ｎ＝210)

45.4%

0% 50% 100%

20～60歳代女性

（ｎ＝４６７）

【乳がん検診】 

 図２－２－５５ 受診状況（全体）（問３８） 図２－２－５６ ４０歳代～６０歳代受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子宮頸がん検診】 

 図２－２－５７ 受診状況（全体）（問３８） 図２－２－５８ ２０歳代～６０歳代受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２章 越谷市の現状と課題 

- 81 - 

順位 胃がん検診（ｎ＝573） 大腸がん検診（ｎ＝532） 肺がん検診（ｎ＝540） 乳がん検診（ｎ＝296） 子宮がん検診（ｎ＝306）

1
心配な時はいつでも
医療機関を受診できるから
(２１．８％)

心配な時はいつでも
医療機関を受診できるから
(２１．８％)

心配な時はいつでも
医療機関を受診できるから
(２１．７％)

時間がとれなかったから
(２３．３％）

心配な時はいつでも
医療機関を受診できるから
(２２．９％)

2
時間がとれなかったから
(１８．７％）

時間がとれなかったから
(１７．９％）

時間がとれなかったから
(１８．０％）

心配な時はいつでも
医療機関を受診できるから
(２１．６％)

時間がとれなかったから
(２１．６％）

3 面倒だから（１６．９％）

面倒だから
毎年受ける必要性を
感じないから
（各１５．２％）

面倒だから（１５．７％） 面倒だから（１７．９％） 面倒だから（１７．０％）

58.2

54.2

51.5

49.2

47.6

44.7

37.4

36.5

35.0

34.2

33.6

26.0

17.9

13.5

11.4

9.0

5.1

3.2

2.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80%

食生活に気をつける

歩くことを心がける

ストレスをためないようにする

十分に睡眠をとるようにしている

適正体重を維持する、または目指す

規則正しい生活を送る

定期的に健診を受ける

むし歯を予防する

スポーツや運動をする

趣味を持つ

喫煙しない

歯周病を予防する

身近に相談できる人をつくる

健康に関する情報収集や学習をする

飲酒をしない

飲酒の量を減らす

タバコの本数を減らす

特にない

その他

無回答
n=1,226

■ がん検診を受けていない理由 

がん検診を受けていない理由は、各種がん検診と も 共通し て、「 心配な時はいつでも

医療機関を受診できるから 」「 時間がと れなかっ たから 」「 面倒だから 」 が上位を占め

ています。  

 

表２－２－５ がん検診を受けていない理由の割合（全体・性別・年代別）（問３８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）健康な生活を送るために心がけていること 

健康な生活を送るために心がけているこ と について全体でみると 、「 食生活に気をつけ

る」 が５ ８ . ２ ％と 最も 高く 、 次いで「 歩く こ と を心がける」 が５ ４ . ２ ％、「 スト レスを

ためないよう にする」 が５ １ . ５ ％と なっ ています。  

 

図２－２－５９ 健康な生活を送るために心がけていること（全体）（問３９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


