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Ⅰ 調査の概要

１ 調査目的

広島市健康づくり計画「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」（計画期間：平成 25年度～令和

5 年度）に掲げている目標の進捗状況及び市民の健康状態や生活習慣を把握することにより、今

後の計画を推進するための基礎資料とする。

２ 調査内容

○ 栄養・食生活       ○ ストレス・休養

○ 運動           ○ 歯の健康

○ 飲酒           ○ 健診状況等

○ たばこ          

３ 調査の方法

(1) 市民健康づくり生活習慣調査

① 調査地域   広島市全域

② 調査対象   令和 3年 8月末現在住民基本台帳に記載及び外国人登録されている 15歳

以上の男女

③ 標 本 数   5,200 人

④ 抽 出 法   層化無作為抽出

⑤ 調査方法   郵送配布―郵送回収

⑥ 調査期間   令和 3年 10 月 26日（火）～令和 3年 11 月 11 日（木）

⑦ 回収結果   回収数 3,120（60.0％）

         有効数 3,059（58.8％）

         ※性・年齢未記入の回答は、無効回答として処理

□ 市民健康づくり生活習慣調査 回収結果

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合計

配布数 200 400 400 400 400 400 400 2,600

有効回収数 91 148 157 198 214 260 309 1,377

有効回収率 45.5 37.0 39.3 49.5 53.5 65.0 77.3 53.0

配布数 200 400 400 400 400 400 400 2,600

有効回収数 109 178 238 273 287 298 299 1,682

有効回収率 54.5 44.5 59.5 68.3 71.8 74.5 74.8 64.7

配布数 400 800 800 800 800 800 800 5,200

有効回収数 200 326 395 471 501 558 608 3,059

有効回収率 50.0 40.8 49.4 58.9 62.6 69.8 76.0 58.8

男性

女性

合計
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(2) 歩数調査

① 調査地域   広島市全域

② 調査対象   令和 3年 8月末現在住民基本台帳に記載及び外国人登録されている 20歳

以上の男女

③ 標 本 数   700 人（「健康づくり・生活習慣に関する調査」の対象者 5,200 人の中から

抽出）

④ 抽 出 法   層化無作為抽出

⑤ 調査方法   郵送配布―郵送回収

⑥ 調査期間   令和 3年 10 月 26日（火）～令和 3年 11 月 11 日（木）

⑦ 回収結果   回収数 407（58.1％）

         有効数 397（56.7％）

         ※性・年齢未記入の回答は、無効回答として処理

□ 歩数調査 回収結果

４ 調査結果の見方

（１）本文及び図中に示した調査結果の数値は百分比（％）で示してある。これらの数値は小数

点以下第２位を四捨五入しているため、全項目の回答比率の合計が 100.0％とならない場

合がある。

（２）複数の回答を求めた質問では、回答比率の合計が 100.0％を超えることがある。

（３）報告書中の図表では、コンピューター入力の都合上、回答選択肢の表現を短縮している場

合がある。

（４）選択肢の中から回答可能数（「○印は１つ」、「○印はそれぞれ１つずつ」等）を超えている

場合は、「無回答」として集計した。

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 合計

配布数 50 50 50 50 50 100 350

有効回収数 17 16 24 24 32 64 177

有効回収率 34.0 32.0 48.0 48.0 64.0 64.0 50.6

配布数 50 50 50 50 50 100 350

有効回収数 19 31 33 43 31 63 220

有効回収率 38.0 62.0 66.0 86.0 62.0 63.0 62.9

配布数 100 100 100 100 100 200 700

有効回収数 36 47 57 67 63 127 397

有効回収率 36.0 47.0 57.0 67.0 63.0 63.5 56.7

男性

女性

合計
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（５）市民健康づくり生活習慣調査結果（１ 属性を除く。）の回答者数は、各性年齢区分の人口

構成の差を調整するため、女性 60～69 歳の母集団に占める有効回収率（＝有効回収数/母

集団数）を基準として次の方式によって算出した係数を有効回収数に乗じた加重数値であ

る。

□ 市民健康づくり生活習慣調査 加重係数

男性15～19歳の係数 … 女性60～69歳の有効回収数 男性15～19歳の母集団数

（298） （29,006）

女性60～69歳の母集団数 男性15～19歳の有効回収数

（67,511） （91）

男性20～29歳の係数 … 女性60～69歳の有効回収数 男性20～29歳の母集団数

（298） （62,461）

女性60～69歳の母集団数 男性20～29歳の有効回収数

（67,511） （148）

…

女性60～69歳の係数 … 1.000

× = 1.407

× = 1.863

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

1.407 1.863 1.930 2.010 1.653 1.077 1.445

1.122 1.509 1.264 1.466 1.253 1.000 2.056

男性

女性
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５ 調査票
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Ⅱ 調査結果

１ 属性

(1) 性別

(2) 年齢

男性

45.0% 
女性

55.0% 

n=3,059

回答数 割合

男性 1,377 45.0% 

女性 1,682 55.0% 

全体 3,059 100.0% 

15～

19歳

6.5% 

20～

29歳

10.7% 

30～

39歳

12.9% 

40～

49歳

15.4% 

50～

59歳

16.4% 

60～

69歳

18.2% 

70歳

以上

19.9% 

n=3,059

回答数 割合

15～19歳 200 6.5% 

20～29歳 326 10.7% 

30～39歳 395 12.9% 

40～49歳 471 15.4% 

50～59歳 501 16.4% 

60～69歳 558 18.2% 

70歳以上 608 19.9% 

全体 3,059 100.0% 
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(3) 身長

(4) 体重

(5) ＢＭＩ（※ＢＭＩ＝体重（Kg）／（身長（m））２）

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 90 147 156 197 211 257 306 1,364

平均 169.7 171.1 170.2 170.9 171.9 168.4 164.3 169.0

標準偏差 6.2 5.6 6.1 5.7 6.2 6.1 7.1 6.8

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 107 176 237 269 283 294 289 1,655

平均 156.5 157.5 158.2 158.1 157.4 155.7 151.4 156.2

標準偏差 5.5 5.6 5.4 5.3 5.3 5.0 6.2 5.9

男性

女性

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 88 146 154 196 211 255 304 1,354

平均 60.3 65.2 67.5 69.7 72.0 67.0 61.8 66.4

標準偏差 14.4 10.1 11.6 11.1 11.0 9.9 9.7 11.4

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 105 173 233 266 275 294 292 1,638

平均 49.9 51.1 54.1 54.3 54.5 54.6 51.6 53.3

標準偏差 7.1 7.8 9.2 9.2 9.2 8.4 9.9 9.1

男性

女性

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 88 146 154 196 210 255 303 1,352

平均 20.8 22.3 23.3 23.8 24.3 23.6 22.9 23.2

標準偏差 4.4 3.3 3.6 3.4 3.3 2.9 3.2 3.4

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計

回答数 105 173 233 266 275 293 288 1,633 2,985

平均 20.3 20.6 21.7 21.7 21.9 22.5 22.5 21.8 22.5

標準偏差 2.5 2.7 3.8 3.5 3.5 3.4 3.9 3.5 3.6

女性
全体

男性
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中区

10.6% 
東区

9.9% 

南区

11.3% 

西区

16.8% 
安佐南区

20.8% 

安佐北区

12.1% 

安芸区

6.2% 

佐伯区

12.0% 

無回答

0.2% 

n=3,059

(6) 居住区

(7) 就業状況

(8) 同居家族

回答数 割合

中区 323 10.6% 

東区 304 9.9% 

南区 347 11.3% 

西区 515 16.8% 

安佐南区 635 20.8% 

安佐北区 370 12.1% 

安芸区 191 6.2% 

佐伯区 368 12.0% 

無回答 6 0.2% 

全体 3,059 100.0% 

勤め人

（会社員・

公務員）

38.1% 

自営業

5.7% 

パート・

アルバイト

14.8% 家事

従事者

9.5% 

学生

9.1% 

その他

1.4% 

無職

21.0% 

無回答

0.5% 

n=3,059
回答数 割合

勤め人

（会社員・公務員）
1,167 38.1% 

自営業 173 5.7% 

パート・アルバイト 453 14.8% 

家事従事者 291 9.5% 

学生（中学生、高校生、

大学・短大・専門学校生）
277 9.1% 

その他 42 1.4% 

無職 641 21.0% 

無回答 15 0.5% 

全体 3,059 100.0% 

60.8% 

37.7% 

20.8% 

9.2% 

2.5% 

1.6% 

1.9% 

13.9% 

0.3% 

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

配偶者（夫・妻）

子ども

親（配偶者の親も含む）

兄弟・姉妹

孫

祖父・祖母

その他

なし（一人暮らし）

無回答

n=3,059

回答数 割合

配偶者（夫・妻） 1,859 60.8% 

子ども 1,152 37.7% 

親（配偶者の親も含む） 636 20.8% 

兄弟・姉妹 280 9.2% 

孫 76 2.5% 

祖父・祖母 48 1.6% 

その他 58 1.9% 

なし（一人暮らし） 424 13.9% 

無回答 10 0.3% 
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２ 健康状態について

(1) 肥満及びやせの状況

【肥満及びやせの状況】

肥満及びやせの状況について、「やせ」に該当する人の割合が 9.6％、「普通」に該当する人

の割合が 66.9％、「肥満」に該当する人の割合が21.1％となっている。

【肥満及びやせの状況（性別）】

性別にみると、「肥満」に該当する人の割合は男性で２割台半ば、女性で１割台後半となって

いる。

問３ 現在の身長と体重

＜肥満の判定＞

ＢＭＩ(Body Mass Index,次式)を用いて判定した。ＢＭＩ＝体重（kg）／（身長（m））２

肥満の判定基準は下記のとおり

判定 低体重（やせ） 普通 肥満

ＢＭＩ 18.5 未満 18.5 以上 25.0 未満 25.0 以上

9.6 66.9 21.1 2.4 

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

n=4,549

やせ 普通 肥満 無回答

5.6 

13.3 

67.1 

66.7 

25.5 

17.0 

1.8 

3.0 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

やせ 普通 肥満 無回答
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31.9 

9.5 

2.5 

2.5 

0.5 

3.5 

5.8 

22.0 

15.7 

13.0 

12.1 

12.2 

9.4 

14.0 

53.8 

70.9 

75.8 

66.7 

61.7 

63.8 

69.6 

70.6 

75.8 

70.2 

71.4 

66.6 

66.4 

57.2 

11.0 

18.2 

19.7 

29.8 

36.0 

30.8 

22.7 

3.7 

5.6 

14.7 

13.9 

17.1 

22.5 

25.1 

3.3 

1.4 

1.9 

1.0 

1.9 

1.9 

1.9 

3.7 

2.8 

2.1 

2.6 

4.2 

1.7 

3.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

やせ 普通 肥満 無回答

【肥満及びやせの状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「肥満」に該当する人の割合は、男性 50～59 歳で３割台後半となって

いる。

【肥満及びやせの状況（経年比較）】

経年比較すると、「肥満」に該当する人の割合は、上昇している。

11.7 

10.5 

9.6 

69.2 

68.9 

66.9 

16.6 

18.4 

21.1 

2.5 

2.2 

2.4 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

やせ 普通 肥満 無回答
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≪目標値の達成状況≫

【成人（20～60 歳代）男性肥満者】         【20 歳代女性のやせの者】

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

成人男性（20～60 歳代）の肥満者（ＢＭＩ≧25.0）

の割合
23.1％ 25.5％ 27.5％

20 歳代女性のやせ（ＢＭＩ＜18.5）の者の割合 25.1％ 18.8％ 15.7％

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

適正体重を維持している者の増加

ア 成人男性肥満者の割合の減少（BMI25 以上） 目標値：20～60 歳代 男性 20％（令和 4年度）

イ 20 歳代女性のやせの者の割合の減少（BMI18.5 未満） 目標値：20％（令和 4年度）

23.1

25.5

27.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

平成23年度

平成29年度

令和3年度

25.1

18.8

15.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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19.1 

19.1 

20.7 

25.1 

51.4 

79.4 

79.8 

76.7 

67.6 

36.2 

1.4 

1.0 

2.6 

7.3 

12.4 

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

70～74歳(n=395)

75～79歳(n=279)

80～84歳(n=189)

85～89歳(n=132)

90歳以上(n=66)

低栄養傾向にある 低栄養傾向にない 無回答

【低栄養傾向（ＢＭＩ≦20）の高齢者（70 歳以上）の割合】

低栄養傾向の高齢者の割合は、22.2％となっている。

【低栄養傾向（ＢＭＩ≦20）の高齢者（70 歳以上（５歳区分））の割合】

低栄養傾向の高齢者の割合は、90歳以上で５割台前半となっている。

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

低栄養傾向（ＢＭＩ≦20）の高齢者の割合 21.3％ 23.4％ 22.2％

【低栄養傾向の 70歳以上の者】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

低栄養傾向(BMI20 以下)の高齢者の割合の増加の抑制 目標値：70歳以上 22％（令和 4年度）

22.2 74.9 2.9 

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

70歳以上(n=1,061)

低栄養傾向にある 低栄養傾向にない 無回答

21.3 

23.4 

22.2 

0% 10% 20% 30%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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31.8 

27.0 

53.4 

55.5 

11.7 

14.5 

2.8 

2.8 

0.2 

0.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答

59.3 

45.9 

36.9 

34.3 

27.6 

23.1 

18.1 

66.1 

43.8 

30.7 

28.9 

22.0 

23.2 

13.7 

35.2 

46.6 

51.0 

52.5 

56.5 

61.9 

57.6 

32.1 

48.3 

56.3 

58.6 

59.2 

61.7 

55.5 

4.4 

6.1 

10.2 

10.6 

13.6 

11.5 

18.1 

0.9 

6.2 

10.5 

11.0 

16.4 

13.4 

24.4 

1.1 

1.4 

1.9 

2.5 

1.9 

3.5 

5.5 

0.9 

1.7 

2.5 

1.1 

2.4 

1.7 

5.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答

(2) 現在の健康状態

【現在の健康状態】

現在の健康状態について、『よい』（「よい」＋「まあよい」）と回答した人の割合が 83.8％、

『よくない』（「よくない」＋「あまりよくない」）と回答した人の割合が 16.0％となっている。

【現在の健康状態（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【現在の健康状態（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『よい』と回答した人の割合は、男女ともに 15～19 歳、20～29 歳で

９割を超えている。

問７ 現在の健康状態をどのように感じていますか。【○は１つ】

29.3 54.5 13.2 2.8 0.2 

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

n=4,549

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答
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【現在の健康状態（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

27.8 

28.7 

29.3 

54.5 

54.9 

54.5 

14.3 

12.9 

13.2 

3.2 

3.3 

2.8 

0.2 

0.2 

0.2 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

よい まあよい あまりよくない よくない 無回答
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(3) 健康状態に対する将来の不安の有無

【健康状態に対する将来の不安の有無】

健康状態に対する将来の不安の有無について、『不安である』（「大いに不安である」＋「やや

不安である」）と回答した人の割合が 72.7％となっている。

【健康状態に対する将来の不安の有無（性別）】

性別にみると、『不安である』と回答した人の割合は、女性で７割台半ばとなっている。

【健康状態に対する将来の不安の有無（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『不安である』と回答した人の割合は、男性 70歳以上、女性 40～49 歳、

女性 50～59 歳、女性 60～69 歳、女性 70歳以上で８割を超えている。

問８ 健康状態について、将来、不安に思うことはありますか。【○は１つ】

12.1 60.6 21.4 5.7 0.1 

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

n=4,549

大いに不安である やや不安である ほとんど不安はない

まったく不安はない 無回答

10.6 

13.5 

58.7 

62.3 

24.0 

19.1 

6.6 

4.9 

0.1 

0.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

大いに不安である やや不安である ほとんど不安はない

まったく不安はない 無回答

4.4 

6.1 

10.2 

11.1 

11.2 

12.3 

13.3 

0.9 

6.2 

12.2 

11.7 

11.5 

14.1 

22.1 

30.8 

43.2 

57.3 

57.1 

64.5 

66.2 

69.6 

24.8 

45.5 

63.9 

68.9 

74.2 

66.4 

63.2 

35.2 

35.1 

25.5 

26.8 

22.9 

19.2 

14.2 

38.5 

37.1 

20.6 

16.5 

12.9 

18.8 

12.0 

28.6 

15.5 

7.0 

5.1 

0.9 

2.3 

2.9 

35.8 

11.2 

3.4 

2.6 

1.4 

0.7 

2.3 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.3 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

大いに不安である やや不安である ほとんど不安はない

まったく不安はない 無回答
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【健康状態に対する将来の不安の有無（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

11.6 

13.7 

12.1 

60.4 

59.2 

60.6 

22.8 

21.4 

21.4 

4.7 

5.5 

5.7 

0.5 

0.2 

0.1 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

大いに不安である やや不安である ほとんど不安はない

まったく不安はない 無回答
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65.1 

48.2 

39.1 

37.7 

35.5 

28.5 

28.2 

23.0 

22.7 

21.8 

15.5 

11.6 

10.3 

1.2 

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

食事は決まった時間に食べている

野菜を多くとるようにしている

食べるのが早いと思う

衛生面に気をつけている

自分にとって適切な食事の内容・量を知っている

間食をすることが多い

果物をとるようにしている

食品添加物や食品の安全が気になる

食塩を控えている

脂肪の多い食べ物を控えている

朝食を食べないことが多い

食べ物の好き嫌いが多い

ダイエットをしている

無回答

n=4,549

３ 栄養・食生活について

(1) 食生活の状況

【食生活の状況】

食生活の状況について、「食事は決まった時間に食べている」と回答した人の割合が 65.1％

と最も高く、「野菜を多くとるようにしている」（48.2％）、「食べるのが早いと思う」（39.1％）、

「衛生面に気をつけている」（37.7％）、「自分にとって適切な食事の内容・量を知っている」

（35.5％）が続いている。

問９ ふだんの食生活の状況をお答えください。【○はいくつでも】
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【食生活の状況（性別）】

性別にみると、「野菜を多くとるようにしている」と回答した人の割合は、女性で５割台半ば

となっている。

「衛生面に気をつけている」と回答した人の割合は、女性で４割台後半となっている。

63.1 

39.9 

42.3 

27.9 

33.1 

21.4 

22.6 

14.8 

17.7 

17.1 

19.5 

11.2 

9.4 

1.6 

67.0 

55.9 

36.1 

46.7 

37.8 

35.0 

33.4 

30.5 

27.4 

26.0 

11.8 

11.9 

11.1 

0.8 

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

食事は決まった時間に食べている

野菜を多くとるようにしている

食べるのが早いと思う

衛生面に気をつけている

自分にとって適切な食事の内容・量を知っている

間食をすることが多い

果物をとるようにしている

食品添加物や食品の安全が気になる

食塩を控えている

脂肪の多い食べ物を控えている

朝食を食べないことが多い

食べ物の好き嫌いが多い

ダイエットをしている

無回答

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)
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【食生活の状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「食事は決まった時間に食べている」と回答した人の割合は、男女とも

に 70歳以上で８割台半ばとなっている。

「野菜を多くとるようにしている」と回答した人の割合は、女性 50～59 歳、女性 60～69 歳、

女性 70 歳以上で６割台となっている。

「食べるのが早いと思う」と回答した人の割合は、男性 40～49 歳で５割台後半となってい

る。

「衛生面に気をつけている」と回答した人の割合は、女性 70歳以上で約６割となっている。

回答数 食事は決

まった時

間に食べ

ている

野菜を多

くとるよう

にしてい

る

食べるの

が早いと

思う

衛生面に

気をつけ

ている

自分に

とって適

切な食事

の内容・

量を知っ

ている

間食をす

ることが

多い

果物をと

るようにし

ている

男性　15～19歳 128 62.6% 26.4% 27.5% 27.5% 27.5% 38.5% 16.5% 

　　　　20～29歳 276 42.6% 27.7% 35.1% 24.3% 29.7% 25.0% 12.8% 

　　　　30～39歳 303 47.8% 31.2% 48.4% 24.2% 24.8% 23.6% 11.5% 

　　　　40～49歳 398 48.0% 32.3% 56.6% 19.7% 22.7% 21.2% 15.7% 

　　　　50～59歳 354 66.8% 43.0% 45.3% 24.3% 30.4% 22.4% 18.2% 

　　　　60～69歳 280 81.2% 52.3% 43.8% 31.2% 42.3% 16.2% 26.5% 

　　　　70歳以上 447 85.4% 53.7% 30.7% 41.1% 47.9% 15.5% 45.0% 

女性　15～19歳 122 61.5% 32.1% 27.5% 36.7% 28.4% 45.0% 22.9% 

　　　　20～29歳 269 44.9% 42.7% 34.3% 37.1% 27.0% 42.1% 30.3% 

　　　　30～39歳 301 57.6% 47.1% 37.8% 36.1% 26.9% 47.5% 23.9% 

　　　　40～49歳 400 62.6% 53.5% 38.1% 39.6% 27.8% 42.5% 21.2% 

　　　　50～59歳 360 57.8% 62.7% 40.1% 50.2% 42.2% 35.9% 28.2% 

　　　　60～69歳 298 78.5% 64.4% 43.3% 49.0% 42.3% 30.9% 34.2% 

　　　　70歳以上 615 84.9% 64.2% 30.8% 59.5% 51.5% 20.4% 51.8% 

回答数 食品添加

物や食品

の安全が

気になる

食塩を控

えている

脂肪の多

い食べ物

を控えて

いる

朝食を食

べないこ

とが多い

食べ物の

好き嫌い

が多い

ダイエッ

トをして

いる

無回答

男性　15～19歳 128 8.8% 3.3% 6.6% 14.3% 17.6% 5.5% 3.3% 

　　　　20～29歳 276 14.2% 4.1% 8.1% 39.9% 10.1% 5.4% 2.0% 

　　　　30～39歳 303 12.1% 7.6% 12.1% 32.5% 10.8% 10.8% 0.6% 

　　　　40～49歳 398 10.1% 7.1% 14.1% 21.7% 14.6% 14.6% 1.0% 

　　　　50～59歳 354 18.2% 18.7% 16.8% 19.6% 11.2% 14.0% 0.9% 

　　　　60～69歳 280 16.5% 26.5% 19.6% 9.6% 8.1% 6.5% 1.5% 

　　　　70歳以上 447 19.1% 40.1% 30.4% 3.6% 9.4% 5.5% 2.6% 

女性　15～19歳 122 11.0% 3.7% 11.9% 8.3% 18.3% 11.9% 0.9% 

　　　　20～29歳 269 12.4% 7.9% 12.4% 20.2% 18.5% 23.0% 1.7% 

　　　　30～39歳 301 29.8% 12.2% 13.9% 18.9% 13.0% 18.1% 0.4% 

　　　　40～49歳 400 26.4% 15.0% 18.7% 13.9% 9.2% 13.6% 0.4% 

　　　　50～59歳 360 31.0% 26.5% 26.8% 15.0% 8.7% 12.2% 0.3% 

　　　　60～69歳 298 35.2% 38.6% 33.6% 6.4% 7.0% 2.3% 0.3% 

　　　　70歳以上 615 42.8% 51.2% 41.5% 4.7% 13.0% 4.3% 1.3% 
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【食生活の状況（経年比較）】

経年比較すると、「野菜を多くとるようにしている」と回答した人の割合は、低下している。

63.5 

52.4 

40.4 

34.4 

36.6 

26.2 

28.0 

24.5 

24.4 

28.0 

13.2 

11.7 

7.8 

1.6 

61.3 

49.5 

41.7 

35.8 

37.9 

25.7 

24.2 

26.2 

22.1 

20.0 

13.9 

11.8 

7.3 

1.8 

65.1 

48.2 

39.1 

37.7 

35.5 

28.5 

28.2 

23.0 

22.7 

21.8 

15.5 

11.6 

10.3 

1.2 

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

食事は決まった時間に食べている

野菜を多くとるようにしている

食べるのが早いと思う

衛生面に気をつけている

自分にとって適切な食事の内容・量を知っている

間食をすることが多い

果物をとるようにしている

食品添加物や食品の安全が気になる

食塩を控えている

脂肪の多い食べ物を控えている

朝食を食べないことが多い

食べ物の好き嫌いが多い

ダイエットをしている

無回答

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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(2) 適正と考える体重

【適正と考える体重（性別）】

適正と考える体重について、性別にみると、男性は「60kg 台」と回答した人の割合が５割台

前半、女性は「50kg 台」と回答した人の割合が４割台後半となっている。

【適正と考える体重（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、男性はすべての年齢で「60kg 台」と回答をした人の割合が高く、女性

は 15～19 歳、20～29 歳、70 歳以上で「40kg 台」、30～39 歳、40～49 歳、50～59 歳、60～69

歳で「50kg 台」と回答した人の割合が高くなっている。

問 10 あなたの身長で、適正と考える体重はどれくらいだと思いますか。

0.0 

1.4 

1.1 

37.8 

20.9 

48.8 

51.9 

5.9 

19.6 

0.3 

3.1 

0.0 

3.5 

5.9 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

40kg未満 40kg台 50kg台 60kg台 70kg台 80kg以上 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 
0.0 

0.0 

0.4 

0.7 

0.3 

3.7 

2.2 

1.4 

0.6 

1.2 

2.6 

52.3 

46.6 

34.9 

39.2 

33.1 

29.9 

38.1 

34.1 

14.2 

20.4 

16.2 

12.6 

22.3 

31.4 

40.4 

44.9 

59.2 

48.7 

55.1 

61.7 

37.1 

46.2 

60.8 

53.5 

57.6 

46.3 

54.2 

45.0 

1.8 

5.1 

4.6 

8.4 

6.6 

4.7 

6.4 

11.0 

18.2 

20.4 

19.7 

32.2 

18.5 

12.9 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.3 

0.7 

3.3 

2.7 

2.5 

4.0 

7.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.3 

2.7 

2.5 

2.5 

1.9 

1.5 

8.1 

1.8 

2.8 

1.3 

3.3 

4.5 

3.0 

14.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

40kg未満 40kg台 50kg台 60kg台 70kg台 80kg以上 無回答
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【「適正と考える体重（平均）」と身長から     【適正と考える体重と標準体重の差（性・年齢別）】

算出する「標準体重」（平均）（性・年齢別）】

「適正と考える体重」と身長から算出する「標準体重」について、性・年齢別にみると、女

性ではすべての年齢で適正と考える体重が標準体重より軽くなっている。

また、適正と考える体重と標準体重の差について、性・年齢別にみると、女性 15～19 歳では

６㎏以上の差がみられる。

60.81 

64.08 

63.68 

64.38 

66.91 

63.44 

60.63 

47.82 

49.67 

50.56 

50.68 

50.81 

51.24 

49.26 

63.41 

64.46 

63.79 

64.32 

65.08 

62.47 

59.51 

53.91 

54.60 

55.09 

55.05 

54.57 

53.37 

50.49 

0 20 40 60 80

男性 15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

女性 15～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

適正だと思う体重 標準体重

(kg)

-2.73 

-0.47 -0.14 -0.07 

1.80 
0.97 1.08 

-6.12 
-4.96 -4.60 -4.34 

-3.83 

-2.09 
-1.45 

-10

-5

0

5
(kg)

70
歳
以
上

60
～
69
歳

50
～
59
歳

40
～
49
歳

30
～
39
歳

20
～
29
歳

女
性

15
～
19
歳

70
歳
以
上

60
～
69
歳

50
～
59
歳

40
～
49
歳

30
～
39
歳

20
～
29
歳

男
性

15
～
19
歳
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55.1 

67.6 

43.5 

30.3 

1.4 

2.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

気をつけている 気をつけていない 無回答

51.6 

48.0 

43.9 

48.5 

64.5 

62.7 

61.8 

62.4 

65.7 

62.6 

66.7 

73.2 

74.8 

65.6 

48.4 

51.4 

55.4 

50.0 

34.6 

36.5 

34.6 

37.6 

32.0 

37.4 

32.2 

26.1 

24.2 

28.8 

0.0 

0.7 

0.6 

1.5 

0.9 

0.8 

3.6 

0.0 

2.2 

0.0 

1.1 

0.7 

1.0 

5.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

気をつけている 気をつけていない 無回答

(3) 体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無

【体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無】

体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無について、「気をつけている」と回答した人

の割合が 61.6％、「気をつけていない」と回答した人の割合が 36.6％となっている。

【体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無（性別）】

性別にみると、「気をつけている」と回答した人の割合は、女性で６割台後半となっている。

【体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「気をつけている」と回答した人の割合は、女性 50～59歳、女性 60～

69 歳で７割台となっている。

問 11 体重管理のために、食事の量や内容に気をつけて食べていますか。【○は１つ】

61.6 36.6 1.8 

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

n=4,549

気をつけている 気をつけていない 無回答
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【体重管理のための食事の量や内容への配慮の有無（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

57.4 

59.1 

61.6 

40.9 

39.3 

36.6 

1.7 

1.6 

1.8 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

気をつけている 気をつけていない 無回答
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51.4 

60.1 

47.5 

38.8 

1.1 

1.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

はい いいえ 無回答

59.3 

50.7 

47.8 

38.4 

45.8 

58.8 

63.4 

73.4 

52.2 

61.3 

64.1 

54.0 

64.4 

59.2 

39.6 

48.6 

51.6 

60.6 

53.7 

40.4 

34.0 

26.6 

47.2 

38.7 

35.9 

45.3 

34.6 

37.8 

1.1 

0.7 

0.6 

1.0 

0.5 

0.8 

2.6 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.7 

1.0 

3.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

はい いいえ 無回答

(4) １日最低１食、２人以上で、30分以上かけて食事をしているか

【１日最低１食、２人以上で、30分以上かけて食事をしているか】

１日最低１食、２人以上で、30 分以上かけて食事をしているかについて、「はい」と回答し

た人の割合が 55.9％、「いいえ」と回答した人の割合が 43.0％となっている。

【１日最低１食、２人以上で、30 分以上かけて食事をしているか（性別）】

性別にみると、「はい」と回答した人の割合は、女性で約６割となっている。

【１日最低１食、２人以上で、30 分以上かけて食事をしているか（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「はい」と回答した人の割合は、女性 15～19 歳で７割台前半となって

いる。

問 12 あなたは、１日最低１食、きちんとした食事を２人以上で楽しく、30 分以上かけて食べ

ていますか。【○は１つ】

55.9 43.0 1.1 

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

n=4,549

はい いいえ 無回答
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【１日最低１食、２人以上で、30 分以上かけて食事をしているか（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

55.7 

54.4 

55.9 

43.0 

44.8 

43.0 

1.4 

0.8 

1.1 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

はい いいえ 無回答



34

42.8 

55.5 

48.2 

34.4 

8.3 

9.3 

0.6 

0.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

ある ない わからない 無回答

(5) 飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無

【飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無】

飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無について、「ある」と回答した人の割合が 49.4％、

「ない」と回答した人の割合が 41.1％となっている。

【飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無（性別）】

性別にみると、「ある」と回答した人の割合は、女性で５割台半ばとなっている。

問 13 あなたは飲食店、レストラン、食品売場および職場（学校）の給食施設・食堂等のような

場所で食品や料理の栄養成分表示を見たことがありますか。【○は１つ】

49.4 41.1 8.8 0.7 

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

n=4,549

ある ない わからない 無回答
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40.7 

48.6 

45.9 

52.5 

51.4 

36.9 

25.9 

54.1 

61.8 

66.0 

65.2 

64.5 

56.4 

35.8 

46.2 

41.2 

49.7 

41.4 

41.1 

56.2 

58.9 

37.6 

24.7 

25.2 

27.8 

27.5 

34.6 

50.8 

13.2 

9.5 

4.5 

5.6 

7.0 

6.5 

13.6 

8.3 

12.9 

8.8 

7.0 

8.0 

8.4 

10.7 

0.0 

0.7 

0.0 

0.5 

0.5 

0.4 

1.6 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

2.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

ある ない わからない 無回答

【飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「ある」と回答した人の割合は、女性 20～29 歳、女性 30～39 歳、女性

40～49 歳、女性 50～59 歳で６割台となっているが、男性 70 歳以上では２割台半ば、女性 70

歳以上で３割台半ばとなっている。

【飲食店等で栄養成分表示を見た経験の有無（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

48.7 

49.3 

49.4 

40.6 

40.4 

41.1 

10.0 

9.7 

8.8 

0.7 

0.6 

0.7 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

ある ない わからない 無回答
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7.2 

10.1 

57.8 

71.7 

34.7 

17.6 

0.4 

0.5 

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

男性(n=935)

女性(n=1,311)

いつも参考にして選ぶ 時々参考にして選ぶ ほとんど参考にしない 無回答

(6) 栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶか

問 13で「１ ある」と回答した人のみが回答

【栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶか】

栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶかについて、『参考にして選ぶ』（「いつも参考にし

て選ぶ」＋「時々参考にして選ぶ」）と回答した人の割合が 74.8％、「ほとんど参考にしない」

と回答した人の割合が 24.7％となっている。

【栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶか（性別）】

性別にみると、『参考にして選ぶ』と回答した人の割合は、女性で８割台前半となっている。

問 13－１ その場合、栄養成分表示を参考にしてメニューを選びますか。【○は１つ】

8.9 65.9 24.7 0.5 

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

n=2,246

いつも参考にして選ぶ 時々参考にして選ぶ ほとんど参考にしない 無回答
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5.4 

9.7 

6.9 

3.8 

9.1 

8.3 

7.5 

5.1 

14.5 

5.7 

10.1 

10.3 

8.9 

13.1 

59.5 

55.6 

52.8 

51.0 

56.4 

67.7 

71.3 

71.2 

65.5 

70.7 

71.9 

73.5 

75.0 

72.9 

35.1 

34.7 

38.9 

45.2 

34.5 

24.0 

20.0 

23.7 

20.0 

23.6 

17.4 

15.7 

16.1 

12.1 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.5 

0.0 

1.9 

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

男性 15～19歳(n=52)

20～29歳(n=134)

30～39歳(n=139)

40～49歳(n=209)

50～59歳(n=182)

60～69歳(n=103)

70歳以上(n=116)

女性 15～19歳(n=66)

20～29歳(n=166)

30～39歳(n=198)

40～49歳(n=261)

50～59歳(n=232)

60～69歳(n=168)

70歳以上(n=220)

いつも参考にして選ぶ 時々参考にして選ぶ ほとんど参考にしない 無回答

【栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶか（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『参考にして選ぶ』と回答した人の割合は、女性 20～29歳、女性 40～

49 歳、女性 50～59 歳、女性 60～69 歳、女性 70 歳以上で８割台となっている。

【栄養成分表示を参考にしてメニューを選ぶか（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

8.7 

7.2 

8.9 

65.9 

66.1 

65.9 

25.1 

26.3 

24.7 

0.3 

0.5 

0.5 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

いつも参考にして選ぶ 時々参考にして選ぶ ほとんど参考にしない 無回答
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12.2 

13.5 

29.9 

34.6 

20.7 

21.8 

35.4 

27.5 

1.9 

2.6 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

ほとんどが提供していると思う 半分くらいが提供していると思う
提供しているところは少ないと思う わからない
無回答

(7) 飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うか

【飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うか】

飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うかについて、『提供してい

ると思う』（「ほとんどが提供していると思う」＋「半分くらいが提供していると思う」）と回答

した人の割合が 45.2％、「提供しているところは少ないと思う」と回答した人の割合が 21.3％

となっている。

【飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うか（性別）】

性別にみると、『提供していると思う』と回答した人の割合は、女性で４割台後半となってい

る。

問 14 あなたの身近な飲食店や食品売場、職場の給食施設・食堂などは、栄養バランスのとれ

たメニューを提供していると思いますか。【○は１つ】

12.9 32.3 21.3 31.3 2.2 

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

n=4,549

ほとんどが提供していると思う 半分くらいが提供していると思う
提供しているところは少ないと思う わからない
無回答
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【飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うか（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『提供していると思う』と回答した人の割合は、女性 15～19歳、女性

20～29 歳で６割台後半となっている。

【飲食店等が栄養バランスのとれたメニューを提供していると思うか（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

26.4 

18.2 

13.4 

12.6 

8.4 

8.5 

8.4 

28.4 

20.8 

14.7 

9.5 

11.5 

11.4 

11.7 

36.3 

42.6 

28.7 

26.3 

36.4 

28.1 

20.1 

40.4 

47.8 

38.7 

42.5 

32.1 

33.2 

22.7 

11.0 

9.5 

28.0 

26.3 

23.4 

21.9 

17.8 

10.1 

17.4 

23.5 

25.3 

29.6 

22.5 

18.1 

26.4 

29.1 

29.9 

33.8 

31.3 

40.0 

47.2 

21.1 

13.5 

23.1 

22.7 

26.1 

32.6 

38.5 

0.0 

0.7 

0.0 

1.0 

0.5 

1.5 

6.5 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.7 

0.3 

9.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

ほとんどが提供していると思う 半分くらいが提供していると思う
提供しているところは少ないと思う わからない
無回答

8.9 

10.4 

12.9 

33.4 

33.2 

32.3 

26.1 

24.6 

21.3 

29.5 

30.3 

31.3 

2.2 

1.6 

2.2 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

ほとんどが提供していると思う 半分くらいが提供していると思う

提供しているところは少ないと思う わからない

無回答
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12.1 

6.1 

4.5 

3.0 

4.2 

5.4 

5.2 

8.3 

3.9 

2.1 

2.9 

2.1 

3.4 

4.7 

54.9 

43.2 

33.1 

35.4 

43.5 

48.1 

59.2 

52.3 

37.6 

35.3 

35.2 

33.1 

43.0 

51.8 

27.5 

41.9 

51.0 

53.5 

42.5 

40.0 

30.1 

31.2 

50.0 

50.0 

53.1 

55.7 

48.3 

34.8 

5.5 

8.1 

11.5 

7.6 

9.3 

6.2 

3.9 

8.3 

7.3 

12.6 

8.8 

9.1 

5.4 

5.4 

0.0 

0.7 

0.0 

0.5 

0.5 

0.4 

1.6 

0.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.3 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

大変よい よい 少し問題がある 問題が多い 無回答

(8) 現在の食生活の状況

【現在の食生活の状況】

現在の食生活の状況について、『よい』（「大変よい」＋「よい」）と回答した人の割合が 47.4％、

『問題がある』（「問題が多い」＋「少し問題がある」）と回答した人の割合が 51.8％となって

いる。

【現在の食生活の状況（性別）】

性別にみると、『よい』と回答した人の割合は、男性で約５割となっている。

【現在の食生活の状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『問題がある』と回答した人の割合は、男性 30～39 歳、男性 40～49 歳、

女性 30～39 歳、女性 40～49 歳、女性 50～59 歳で６割台となっている。

問 15 現在の自分の食生活をどのように思いますか。【○は１つ】

4.3 43.1 44.2 7.6 0.8 

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

n=4,549

大変よい よい 少し問題がある 問題が多い 無回答

5.1 

3.6 

45.0 

41.4 

41.9 

46.3 

7.4 

7.8 

0.6 

1.0 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

大変よい よい 少し問題がある 問題が多い 無回答



41

【現在の食生活の状況（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

3.7 

3.6 

4.3 

43.3 

41.5 

43.1 

43.7 

44.8 

44.2 

8.4 

9.4 

7.6 

0.9 

0.7 

0.8 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

大変よい よい 少し問題がある 問題が多い 無回答
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36.3 

50.7 

49.7 

52.0 

46.3 

33.5 

23.3 

58.7 

67.4 

71.0 

66.7 

64.8 

52.7 

32.4 

40.7 

26.4 

31.8 

28.8 

31.8 

46.2 

53.4 

23.9 

21.3 

16.8 

19.4 

22.3 

30.2 

48.2 

23.1 

22.3 

18.5 

18.7 

21.5 

20.0 

21.0 

17.4 

10.7 

12.2 

13.9 

12.9 

17.1 

16.4 

0.0 

0.7 

0.0 

0.5 

0.5 

0.4 

2.3 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

今より良くしたい 今のままでよい 特に考えていない 無回答

(9) 今後の食生活の希望

【今後の食生活の希望】

今後の食生活の希望について、「今より良くしたい」と回答した人の割合が 49.0％、「今のま

までよい」と回答した人の割合が 32.9％、「特に考えていない」と回答した人の割合が 17.3％

となっている。

【今後の食生活の希望（性別）】

性別にみると、「今より良くしたい」と回答した人の割合は、女性で５割台半ばとなってい

る。

【今後の食生活の希望（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「今より良くしたい」と回答した人の割合は、女性 30～39 歳で７割台

前半となっている。

問 16 自分の食生活について、今後どのようにしたいと思っていますか。【○は１つ】

49.0 32.9 17.3 0.8 

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

n=4,549

今より良くしたい 今のままでよい 特に考えていない 無回答

41.4 

55.9 

37.3 

28.8 

20.5 

14.4 

0.8 

0.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

今より良くしたい 今のままでよい 特に考えていない 無回答
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【今後の食生活の希望（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

51.9 

51.5 

49.0 

30.2 

30.0 

32.9 

17.0 

17.9 

17.3 

0.9 

0.6 

0.8 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

今より良くしたい 今のままでよい 特に考えていない 無回答
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23.1 

35.1 

38.9 

48.5 

39.3 

36.9 

35.3 

30.3 

37.6 

51.3 

49.5 

48.8 

37.6 

36.1 

48.4 

42.6 

38.2 

28.8 

40.2 

37.7 

36.6 

43.1 

43.3 

29.8 

36.3 

34.8 

42.3 

34.1 

19.8 

14.9 

13.4 

14.6 

14.5 

20.4 

19.4 

18.3 

14.6 

13.9 

8.1 

10.5 

14.1 

13.7 

6.6 

5.4 

6.4 

7.6 

3.3 

3.8 

3.2 

8.3 

3.4 

3.4 

4.8 

4.9 

3.7 

3.0 

2.2 

2.0 

3.2 

0.5 

2.8 

1.2 

5.5 

0.0 

1.1 

1.7 

1.5 

1.0 

2.3 

13.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

15分以下 30分程度 1時間程度 2時間以上 無回答

４ 運動について

(1) １日の歩行時間

【１日の歩行時間】

１日の歩行時間について、「15分以下」と回答した人の割合が 40.4％、『30分以上』（「30分

程度」＋「１時間程度」＋「２時間以上」）と回答した人の割合が 56.0％となっている。

【１日の歩行時間（性別）】

性別にみると、『30分以上』と回答した人の割合は、男性で約６割となっている。

【１日の歩行時間（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『30分以上』と回答した人の割合は、男性 15～19歳で７割台半ばとな

っている。「15分以下」と回答した人の割合は、女性 30～39 歳で５割台前半となっている。

問 17 健康のために、１日合計何分くらい歩いていますか。【○は１つ】

40.4 37.0 14.5 4.5 3.6 

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

n=4,549

15分以下 30分程度 1時間程度 2時間以上 無回答

38.3 

42.3 

37.6 

36.6 

16.5 

12.7 

5.0 

4.0 

2.6 

4.4 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

15分以下 30分程度 1時間程度 2時間以上 無回答
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45.1 

43.8 

40.4 

33.6 

33.6 

37.0 

13.4 

14.5 

14.5 

2.6 

3.9 

4.5 

5.3 

4.2 

3.6 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

15分以下 30分程度 1時間程度 2時間以上 無回答

【１日の歩行時間（経年比較）】

経年比較すると、『30分以上』と回答した人の割合は、上昇している。

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

30 分以上健康のために歩く

者の割合

70 歳以上男性 57.9％ 60.8％ 59.2％

70 歳以上女性 47.9％ 49.9％ 50.8％

【30分以上健康のために歩く者合】

（70 歳以上男性）                （70 歳以上女性）

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

30 分以上健康のために歩く者の割合の増加

目標値：70歳以上男性 68％

      70 歳以上女性 58％（令和 4年度）

57.9 

60.8 

59.2 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

47.9 

49.9 

50.8 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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18.8 

20.0 

13.0 

8.3 

3.1 

14.5 

0.0 

3.2 

9.1 

7.1 

7.1 

22.8 

6.3 

13.3 

30.4 

20.8 

31.3 

27.4 

21.1 

16.1 

18.2 

14.3 

17.9 

33.3 

12.5 

13.3 

8.7 

16.7 

18.8 

14.5 

31.6 

29.0 

24.2 

19.0 

25.0 

15.8 

12.5 

20.0 

13.0 

8.3 

15.6 

17.7 

21.1 

29.0 

24.2 

26.2 

14.3 

19.3 

6.3 

13.3 

4.3 

16.7 

9.4 

16.1 

5.3 

12.9 

9.1 

9.5 

28.6 

0.0 

43.8 

20.0 

30.4 

29.2 

21.9 

9.7 

21.1 

9.7 

15.2 

23.8 

7.1 

8.8 

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

男性 20～29歳(n=37)

30～39歳(n=41)

40～49歳(n=55)

50～59歳(n=51)

60～69歳(n=40)

70歳以上(n=62)

女性 20～29歳(n=38)

30～39歳(n=43)

40～49歳(n=57)

50～59歳(n=50)

60～69歳(n=39)

70歳以上(n=80)

2,000歩未満 2,000～4,000歩未満 4,000～6,000歩未満

6,000～8,000歩未満 8,000～10,000歩未満 10,000歩以上

(2) １日に歩いた歩数

【１日に歩いた歩数】

１日に歩いた歩数について、「2,000～4,000 歩未満」と回答した人の割合が 22.0％と最も高

くなっている。

【１日に歩いた歩数（性別）】

性別にみると、『6,000 歩未満』と回答した人の割合は、女性で５割台半ばとなっている。

【１日に歩いた歩数（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『6,000 歩未満』と回答した人の割合は、女性 70 歳以上で７割台前半

となっている。

歩数調査

歩数計を朝起きてから夜寝るまでつけて、１日に歩いた歩数

11.4 22.0 18.6 18.6 10.3 19.1 

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

n=593

2,000歩未満 2,000～4,000歩未満 4,000～6,000歩未満

6,000～8,000歩未満 8,000～10,000歩未満 10,000歩以上

12.9 

10.1 

22.6 

21.5 

13.9 

22.9 

14.5 

22.3 

11.3 

9.3 

24.7 

13.9 

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

男性(n=285)

女性(n=308)

2,000歩未満 2,000～4,000歩未満 4,000～6,000歩未満

6,000～8,000歩未満 8,000～10,000歩未満 10,000歩以上
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【１日に歩いた歩数（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『6,000 歩未満』と回答した人の割合は、女性 70 歳以上で７割台前半

となっている。

【１日に歩いた歩数の平均及び標準偏差（性・年齢別）】

１日に歩いた歩数の平均について、性・年齢別にみると、男性 20～29歳で多く、女性 70歳

以上で少なくなっている。

10,165 

6,360 

8,136 

7,273 

6,655 

5,537 

6,700 

6,188 

6,191 

7,175 

6,949 

5,091 

0 6,000 12,000 18,000 24,000

男性 20～29歳(n=37)

30～39歳(n=41)

40～49歳(n=55)

50～59歳(n=51)

60～69歳(n=40)

70歳以上(n=62)

女性 20～29歳(n=38)

30～39歳(n=43)

40～49歳(n=57)

50～59歳(n=50)

60～69歳(n=39)

70歳以上(n=80)

（歩）

12.4 

5.7 

14.5 

22.8 

21.3 

17.4 

27.4 

33.3 

13.8 

25.4 

14.5 

15.8 

13.6 

23.4 

17.7 

19.3 

10.0 

12.6 

16.1 

0.0 

28.9 

15.7 

9.7 

8.8 

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

男性 20～69歳(n=223)

女性 20～69歳(n=228)

男性 70歳以上(n=62)

女性 70歳以上(n=80)

2,000歩未満 2,000～4,000歩未満 4,000～6,000歩未満

6,000～8,000歩未満 8,000～10,000歩未満 10,000歩以上
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≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3 年度

20 歳以上の者の歩数

20～69 歳男性 8,598 歩 7,496 歩 7,688 歩

20～69 歳女性 8,260 歩 7,339 歩 6,622 歩

70 歳以上男性 5,626 歩 5,568 歩 5,537 歩

70 歳以上女性 5,797 歩 6,683 歩 5,091 歩

【歩数】

（20～69 歳男性）                 （20～69 歳女性）

（70 歳以上男性）                 （70 歳以上女性）

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

日常生活における歩数の増加

目標値：20～69歳    男性 9,000 歩

         女性 8,500 歩

     70 歳以上  男性 7,000 歩

          女性 7,000 歩（令和 4年度）

8,598

7,496 

7,688 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

平成23年度

平成29年度

令和3年度

（歩）

8,260

7,339 

6,622 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

平成23年度

平成29年度

令和3年度

（歩）

5,626

5,568 

5,537 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

平成23年度

平成29年度

令和3年度

（歩）

5,797

6,683 

5,091 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

平成23年度

平成29年度

令和3年度

（歩）
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(3) １回 30分以上の軽く汗をかく運動の実施状況

歩数調査を実施した人のみが回答

【１回 30 分以上の軽く汗をかく運動の実施状況】

１回 30 分以上の軽く汗をかく運動の実施状況について、「行った」と回答した人の割合が

23.5％となっている。

【１回 30 分以上の軽く汗をかく運動の実施状況（性別）】

性別にみると、「行った」と回答した人の割合は、男女ともに２割台となっている。

【１回 30 分以上の軽く汗をかく運動の実施状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「行った」と回答した人の割合は、男性 70歳以上で５割となっている。

歩数調査

問 歩数調査を実施した日に、１回 30分以上の軽く汗をかく運動を行いましたか。【○は１つ】

23.5 71.7 4.8 

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

n=593

行った 行っていない 無回答

24.9 

22.2 

70.7 

72.6 

4.3 

5.3 

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

男性(n=285)

女性(n=308)

行った 行っていない 無回答

18.8 

6.7 

17.4 

16.7 

31.3 

50.0 

15.8 

6.5 

12.1 

23.8 

28.6 

36.8 

75.0 

93.3 

78.3 

79.2 

62.5 

45.2 

73.7 

90.3 

75.8 

71.4 

71.4 

61.4 

6.3 

0.0 

4.3 

4.2 

6.3 

4.8 

10.5 

3.2 

12.1 

4.8 

0.0 

1.8 

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

男性 20～29歳(n=37)

30～39歳(n=41)

40～49歳(n=55)

50～59歳(n=51)

60～69歳(n=40)

70歳以上(n=62)

女性 20～29歳(n=38)

30～39歳(n=43)

40～49歳(n=57)

50～59歳(n=50)

60～69歳(n=39)

70歳以上(n=80)

行った 行っていない 無回答
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(4) 運動を行う頻度

【運動を行う頻度】

運動を行う頻度について、『週に１日以上』（「週に２日以上」＋「週に１日程度」）と回答し

た人の割合が 43.4％、「まったくしない」と回答した人の割合が 34.9％となっている。

【運動を行う頻度（性別）】

性別にみると、『週に１日以上』と回答した人の割合は、男性で５割、「まったくしない」と

回答した人の割合は、女性で約４割となっている。

【運動を行う頻度（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「週に２日以上」と回答した人の割合は、男性 15～19 歳で５割台前半

となっている。

問 18 １回 30 分以上の軽く汗をかく運動を、どのくらいの頻度で行っていますか。（学校の授

業は除きます。）【○は１つ】

28.9 14.5 10.0 8.3 34.9 3.3 

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

n=4,549

週に2日以上 週に1日程度 月に2～3日 月に1日以下 まったくしない 無回答

33.5 

24.7 

16.5 

12.7 

10.7 

9.5 

7.4 

9.1 

29.7 

39.8 

2.2 

4.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

週に2日以上 週に1日程度 月に2～3日 月に1日以下 まったくしない 無回答

51.6 

31.1 

29.9 

28.8 

26.6 

35.0 

41.1 

45.0 

21.9 

14.7 

20.1 

18.5 

33.2 

29.1 

17.6 

16.2 

11.5 

19.7 

20.6 

16.9 

13.3 

11.9 

9.6 

10.9 

9.5 

13.9 

14.8 

15.4 

4.4 

16.2 

17.2 

6.6 

7.9 

12.3 

9.4 

13.8 

13.5 

10.5 

11.4 

8.0 

9.4 

6.0 

7.7 

8.1 

6.4 

10.1 

11.2 

3.5 

4.5 

6.4 

12.4 

14.7 

9.9 

8.4 

6.4 

6.7 

18.7 

27.0 

33.1 

33.8 

31.3 

31.5 

26.2 

22.0 

41.6 

47.1 

48.0 

50.9 

33.6 

30.1 

0.0 

1.4 

1.9 

1.0 

2.3 

0.8 

5.5 

0.9 

1.1 

2.1 

1.1 

0.3 

2.7 

12.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

週に2日以上 週に1日程度 月に2～3日 月に1日以下 まったくしない 無回答
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70.3 

62.3 

67.6 

66.7 

70.4 

79.0 

81.5 

77.4 

54.9 

50.4 

65.5 

70.7 

76.8 

73.7 

27.0 

36.8 

31.4 

33.3 

28.9 

18.8 

14.2 

20.2 

44.1 

47.9 

32.4 

27.1 

21.1 

18.7 

2.7 

0.9 

1.0 

0.0 

0.7 

2.3 

4.3 

2.4 

1.0 

1.7 

2.2 

2.1 

2.1 

7.6 

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

男性 15～19歳(n=104)

20～29歳(n=197)

30～39歳(n=197)

40～49歳(n=259)

50～59歳(n=235)

60～69歳(n=190)

70歳以上(n=305)

女性 15～19歳(n=94)

20～29歳(n=154)

30～39歳(n=153)

40～49歳(n=204)

50～59歳(n=175)

60～69歳(n=190)

70歳以上(n=352)

1年以上 1年未満 無回答

問 18で「１ 週に２日以上」、「２ 週に１日程度」、「３ 月に２～３日」、「４ 月に１日以下」と

回答した人のみが回答

【運動の継続期間】

運動の継続期間について、「１年以上」と回答した人の割合が 69.9％、「１年未満」と回答し

た人の割合が 27.6％となっている。

【運動の継続期間（性別）】

性別にみると、「１年以上」と回答した人の割合は、男性で７割台前半、女性で６割台後半と

なっている。

【運動の継続期間（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「１年以上」と回答した人の割合は、男性 70歳以上で８割台前半とな

っている。

問 18－１ 運動の継続期間についてお答えください。【○は１つ】

69.9 27.6 2.5 

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

n=2,809

1年以上 1年未満 無回答

71.7 

67.9 

26.6 

28.7 

1.7 

3.4 

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

男性(n=1,487)

女性(n=1,322)

1年以上 1年未満 無回答
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【運動の継続期間（運動を行う頻度別）】

運動を行う頻度別にみると、「１年以上」と回答した人の割合は、頻度が多いほど高くなって

いる。

＊本調査における「運動習慣あり」とは、１回 30 分以上の運動を週２日以上、１年以上継続している者のこと

【運動習慣の有無（※20～64 歳）】

「運動習慣あり」の者の割合は、18.0％となっている。

【運動習慣の有無（性別）（※20～64歳）】

性別にみると、「運動習慣あり」の者の割合は、男性で２割台前半となっている。

80.5 

69.4 

58.2 

47.9 

17.9 

27.4 

39.8 

47.1 

1.7 

3.2 

2.0 

5.0 

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

週に2日以上(n=1,316)

週に1日程度(n=660)

月に2～3日(n=457)

月に1日以下(n=376)

1年以上 1年未満 無回答

18.0 79.9 2.1 

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

n=2,963

運動習慣あり 運動習慣なし 無回答

21.8 

14.3 

76.1 

83.6 

2.1 

2.1 

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

男性(n=1,472)

女性(n=1,491)

運動習慣あり 運動習慣なし 無回答

【参考】「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

運動習慣者の割合の増加（１回 30分以上の運動を週２日以上、１年以上継続している者）

目標値：20 歳～64 歳 男性 36％

女性 33％（令和 4年度）
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【運動習慣の有無（性・年齢別）（※20～64歳）】

性・年齢別にみると、「運動習慣あり」の者の割合は、女性 30～39 歳で１割に満たない。

20.3 

22.9 

21.2 

21.0 

26.0 

16.9 

9.2 

13.9 

13.6 

21.6 

77.7 

74.5 

77.8 

76.2 

71.0 

81.5 

87.8 

83.9 

85.0 

75.9 

2.0 

2.5 

1.0 

2.8 

3.1 

1.7 

2.9 

2.2 

1.4 

2.5 

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

男性 20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～64歳(n=141)

女性 20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～64歳(n=162)

運動習慣あり 運動習慣なし 無回答
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(5) 週１日以上行う意識的な運動

【週１日以上行う意識的な運動】

週１日以上行う意識的な運動について、「ウォーキング」と回答した人の割合が 31.8％と最

も高く、次いで「ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操」（16.3％）となっている。

また、「ほとんどしていない」と回答した人の割合も 29.7％となっている。

問 19 週に１日以上、意識的な運動をしていますか。（学校の授業は除きます。）

【○はいくつでも】

31.8 

16.3 

11.3 

8.7 

7.8 

4.2 

2.5 

1.2 

1.1 

3.9 

9.0 

29.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40%

ウォーキング

ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操

腹筋運動、腕立て伏せ、ダンベル

ジョギング、サイクリング

バレーボール、野球、テニス、卓球、ゴルフ

スポーツクラブ等でトレーニングマシンを使った運動

気功、ヨーガ、太極拳

エアロビクス、アクアビクス、水泳

社交ダンス、ジャズダンス、日本舞踊

その他

以前はしていたが、現在はしていない

ほとんどしていない

無回答

n=4,549
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【週１日以上行う意識的な運動（性別）】

性別にみると、「ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操」と回答した人の割合は、女性で２

割台前半となっている。

33.3 

11.0 

15.5 

12.9 

12.0 

4.3 

1.0 

0.8 

0.1 

4.1 

8.2 

28.1 

1.9 

30.3 

21.3 

7.5 

4.8 

3.9 

4.2 

3.9 

1.6 

2.0 

3.7 

9.8 

31.2 

2.7 

0% 10% 20% 30% 40%

ウォーキング

ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操

腹筋運動、腕立て伏せ、ダンベル

ジョギング、サイクリング

バレーボール、野球、テニス、卓球、ゴルフ

スポーツクラブ等でトレーニングマシンを使った運動

気功、ヨーガ、太極拳

エアロビクス、アクアビクス、水泳

社交ダンス、ジャズダンス、日本舞踊

その他

以前はしていたが、現在はしていない

ほとんどしていない

無回答

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)
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【週１日以上行う意識的な運動（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「ウォーキング」と回答した人の割合は、男性 60～69 歳、男性 70 歳以

上で４割台となっている。

「ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操」と回答した人の割合は、女性 70歳以上で３割台

前半となっている。

回答数 ウォーキ

ング

ラジオ

（テレビ）

体操、ス

トレッチ

体操

腹筋運

動、腕立

て伏せ、

ダンベル

ジョギン

グ、サイ

クリング

バレー

ボール、

野球、テ

ニス、卓

球、ゴル

フ

スポーツ

クラブ等

でトレー

ニングマ

シンを

使った運

動

気功、

ヨーガ、

太極拳

男性　15～19歳 128 13.2% 3.3% 26.4% 22.0% 30.8% 1.1% 1.1% 

　　　　20～29歳 276 23.6% 5.4% 26.4% 17.6% 13.5% 8.1% -

　　　　30～39歳 303 26.1% 4.5% 19.1% 16.6% 9.6% 3.8% 0.6% 

　　　　40～49歳 398 32.8% 11.1% 13.1% 16.2% 9.1% 4.0% 3.0% 

　　　　50～59歳 354 36.4% 10.7% 12.6% 10.7% 11.7% 2.3% 0.5% 

　　　　60～69歳 280 40.8% 14.6% 13.5% 6.9% 11.2% 3.5% 0.4% 

　　　　70歳以上 447 43.4% 18.8% 8.7% 7.4% 10.7% 5.5% 0.6% 

女性　15～19歳 122 19.3% 13.8% 15.6% 11.9% 13.8% 2.8% -

　　　　20～29歳 269 32.0% 13.5% 16.3% 9.0% 1.7% 5.1% 1.7% 

　　　　30～39歳 301 26.1% 17.2% 8.0% 7.1% 0.8% 0.8% 7.1% 

　　　　40～49歳 400 24.9% 16.8% 7.7% 6.2% 2.9% 2.2% 4.0% 

　　　　50～59歳 360 28.9% 15.3% 7.0% 3.8% 2.8% 5.6% 4.2% 

　　　　60～69歳 298 38.9% 25.5% 4.4% 2.3% 3.7% 10.7% 6.4% 

　　　　70歳以上 615 34.1% 32.4% 3.7% 1.3% 5.7% 3.0% 2.7% 

回答数 エアロビ

クス、ア
クアビク

ス、水泳

社交ダン

ス、ジャ
ズダン

ス、日本

舞踊

その他 以前はし

ていた
が、現在

はしてい

ない

ほとんど

していな
い

無回答

男性　15～19歳 128 - - 3.3% 11.0% 18.7% -

　　　　20～29歳 276 - - 2.7% 14.2% 24.3% 1.4% 

　　　　30～39歳 303 0.6% - 1.9% 8.3% 34.4% 1.3% 

　　　　40～49歳 398 - - 3.5% 6.1% 33.3% 0.5% 

　　　　50～59歳 354 2.3% 0.5% 2.8% 6.5% 32.2% 1.9% 

　　　　60～69歳 280 0.8% - 5.0% 7.7% 26.2% 1.9% 

　　　　70歳以上 447 1.3% 0.3% 7.4% 7.1% 22.0% 4.5% 

女性　15～19歳 122 1.8% 11.9% 4.6% 15.6% 21.1% 0.9% 

　　　　20～29歳 269 0.6% 2.8% 1.7% 9.0% 34.3% 1.1% 

　　　　30～39歳 301 1.7% - 2.1% 13.0% 38.2% 1.3% 

　　　　40～49歳 400 2.2% 1.5% 1.8% 9.9% 39.6% 1.8% 

　　　　50～59歳 360 2.1% 1.4% 3.1% 10.8% 38.3% 1.4% 

　　　　60～69歳 298 2.7% 1.7% 3.4% 6.4% 26.5% 1.0% 

　　　　70歳以上 615 0.7% 1.7% 7.0% 8.4% 21.1% 6.7% 
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【週１日以上行う意識的な運動（経年比較）】

経年比較すると、「ウォーキング」と回答した人の割合は、上昇している。

24.9 

13.7 

8.9 

7.6 

7.2 

3.4 

2.4 

2.3 

0.9 

5.7 

13.8 

30.4 

3.7 

27.2 

13.5 

9.8 

8.4 

7.8 

5.3 

2.6 

2.6 

0.7 

7.6 

11.4 

27.8 

3.3 

31.8 

16.3 

11.3 

8.7 

7.8 

4.2 

2.5 

1.2 

1.1 

3.9 

9.0 

29.7 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40%

ウォーキング

ラジオ（テレビ）体操、ストレッチ体操

腹筋運動、腕立て伏せ、ダンベル

ジョギング、サイクリング

バレーボール、野球、テニス、卓球、ゴルフ

スポーツクラブ等でトレーニングマシンを使った運動

気功、ヨーガ、太極拳

エアロビクス、アクアビクス、水泳

社交ダンス、ジャズダンス、日本舞踊

その他

以前はしていたが、現在はしていない

ほとんどしていない

無回答

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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(6) 運動を続けている理由

問 19で「１ ウォーキング」～「10 その他」と回答した人のみが回答

【運動を続けている理由】

運動を続けている理由について、「体力をつけたいから」と回答した人の割合が 45.9％と最

も高く、「体重を減らしたいまたは維持したいから」（39.1％）、「病気の予防のため」（29.9％）、

「好きだから」（24.8％）、「ストレス解消のため」、「手軽にできるから」（24.4％）が続いてい

る。

問 19－１ 運動を続けている理由は何ですか。【○はいくつでも】

＜参考＞問 19 週に 1 日以上、意識的な運動をしていますか。(学校の授業は除きます。)【○はいくつでも】

１ ウォーキング

２ ジョギング、サイクリング

３ ラジオ(テレビ)体操、ストレッチ体操

４ 腹筋運動、腕立て伏せ、ダンベル

５ スポーツクラブ等でトレーニングマシンを使った運動

６ エアロビクス、アクアビクス、水泳

７ 気功、ヨーガ、太極拳

８ バレーボール、野球、テニス、卓球、ゴルフ

９ 社交ダンス、ジャズダンス、日本舞踊

10 その他(                         )

11 以前はしていたが、現在はしていない

12 ほとんどしていない

45.9 

39.1 

29.9 

24.8 

24.4 

24.4 

13.2 

7.8 

7.8 

4.5 

7.2 

0.5 

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

体力をつけたいから

体重を減らしたいまたは維持したいから

病気の予防のため

好きだから

ストレス解消のため

手軽にできるから

仲間がいるから

病気の治療のため

上手になりたいから

運動施設や指導者に恵まれているから

その他

無回答

n=2,682
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【運動を続けている理由（性別）】

性別にみると、「手軽にできるから」と回答した人の割合は、女性で約３割となっている。

46.6 

37.9 

29.1 

28.0 

24.1 

19.4 

12.8 

8.3 

10.8 

3.5 

7.6 

0.4 

45.2 

40.3 

30.8 

21.5 

24.7 

29.4 

13.5 

7.3 

4.8 

5.4 

6.7 

0.7 

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

体力をつけたいから

体重を減らしたいまたは維持したいから

病気の予防のため

好きだから

ストレス解消のため

手軽にできるから

仲間がいるから

病気の治療のため

上手になりたいから

運動施設や指導者に恵まれているから

その他

無回答

男性(n=1,351)

女性(n=1,331)
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【運動を続けている理由（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「体重を減らしたいまたは維持したいから」と回答した人の割合は、女

性 20～29 歳で約６割となっている。

「好きだから」と回答した人の割合は、男性 15～19 歳で５割となっている。

回答数 体力をつ

けたいか

ら

体重を減

らしたい

または維

持したい

から

病気の予

防のため

好きだか

ら

ストレス

解消のた

め

手軽にで

きるから

男性　15～19歳 90 43.8% 18.8% 3.1% 50.0% 14.1% 9.4% 

　　　　20～29歳 166 51.7% 30.3% 13.5% 34.8% 28.1% 10.1% 

　　　　30～39歳 170 39.8% 43.2% 19.3% 34.1% 30.7% 20.5% 

　　　　40～49歳 239 42.0% 56.3% 24.4% 27.7% 29.4% 14.3% 

　　　　50～59歳 210 48.8% 49.6% 40.9% 26.8% 30.7% 19.7% 

　　　　60～69歳 180 43.7% 32.3% 27.5% 25.7% 21.6% 24.6% 

　　　　70歳以上 296 52.2% 25.4% 47.8% 16.6% 13.7% 27.8% 

女性　15～19歳 76 22.1% 36.8% - 44.1% 19.1% 20.6% 

　　　　20～29歳 149 30.3% 60.6% 8.1% 27.3% 28.3% 20.2% 

　　　　30～39歳 143 34.5% 55.8% 20.4% 21.2% 25.7% 23.0% 

　　　　40～49歳 195 48.9% 57.1% 26.3% 18.0% 30.1% 23.3% 

　　　　50～59歳 178 50.7% 45.1% 40.8% 21.1% 31.7% 28.2% 

　　　　60～69歳 197 52.3% 38.1% 43.7% 17.8% 23.4% 37.1% 

　　　　70歳以上 393 51.3% 18.3% 40.3% 18.8% 18.8% 36.6% 

回答数 仲間がい

るから

病気の治

療のため

上手にな

りたいか

ら

運動施設

や指導者

に恵まれ

ているか

ら

その他 無回答

男性　15～19歳 90 20.3% - 29.7% 6.3% 6.3% -

　　　　20～29歳 166 16.9% 6.7% 14.6% 7.9% 11.2% -

　　　　30～39歳 170 6.8% 3.4% 10.2% 1.1% 8.0% -

　　　　40～49歳 239 9.2% 5.0% 10.9% 2.5% 9.2% -

　　　　50～59歳 210 10.2% 13.4% 7.9% 4.7% 5.5% -

　　　　60～69歳 180 9.6% 10.2% 9.0% 3.0% 4.8% 1.2% 

　　　　70歳以上 296 18.5% 12.2% 6.3% 2.0% 7.8% 1.0% 

女性　15～19歳 76 17.6% - 22.1% 4.4% 8.8% -

　　　　20～29歳 149 11.1% 3.0% 5.1% 4.0% 10.1% -

　　　　30～39歳 143 3.5% 5.3% 0.9% 1.8% 14.2% 0.9% 

　　　　40～49歳 195 8.3% 4.5% 5.3% 3.0% 6.0% -

　　　　50～59歳 178 12.0% 4.2% 5.6% 3.5% 7.0% -

　　　　60～69歳 197 16.8% 10.7% 1.0% 7.6% 5.6% 1.0% 

　　　　70歳以上 393 18.8% 12.0% 4.2% 8.4% 3.1% 1.6% 
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【運動を続けている理由（経年比較）】

経年比較すると、「病気の予防のため」と回答した人の割合は、上昇している。

39.3 

38.0 

23.8 

24.8 

23.3 

26.6 

16.8 

7.1 

9.2 

5.7 

7.1 

6.1 

45.6 

33.5 

25.3 

27.0 

26.0 

26.8 

17.0 

6.5 

9.9 

6.2 

7.9 

4.8 

45.9 

39.1 

29.9 

24.8 

24.4 

24.4 

13.2 

7.8 

7.8 

4.5 

7.2 

0.5 

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

体力をつけたいから

体重を減らしたいまたは維持したいから

病気の予防のため

好きだから

ストレス解消のため

手軽にできるから

仲間がいるから

病気の治療のため

上手になりたいから

運動施設や指導者に恵まれているから

その他

無回答

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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(7) 運動していない理由

問 19 で「11 以前はしていたが、現在はしていない」、「12 ほとんどしていない」と回答した人

のみが回答

【運動していない理由】

運動していない理由について、「時間に余裕がないから」と回答した人の割合が 45.2％と最

も高く、「身体を動かすことが好きではないから」（20.3％）、「病気など健康上の理由のため」

（11.0％）が続いている。

問 19－２ 運動していない理由は何ですか。【○は１つ】

45.2 

20.3 

11.0 

4.1 

2.6 

2.5 

0.7 

12.0 

5.3 

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

時間に余裕がないから

身体を動かすことが好きではないから

病気など健康上の理由のため

必要ないと思うから

費用がかかるから

運動する施設がないから

効果があるとは思えないから

その他

無回答

n=1,761
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【運動していない理由（性別）】

性別にみると、「身体を動かすことが好きではないから」と回答した人の割合は、女性で２割

台前半となっている。

【運動していない理由（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「時間に余裕がないから」と回答した人の割合は、女性 30～39歳で約

７割となっている。

45.7 

16.7 

9.3 

7.5 

2.9 

2.4 

0.6 

12.0 

5.9 

44.8 

23.3 

12.3 

1.3 

2.3 

2.5 

0.7 

12.0 

4.8 

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

時間に余裕がないから

身体を動かすことが好きではないから

病気など健康上の理由のため

必要ないと思うから

費用がかかるから

運動する施設がないから

効果があるとは思えないから

その他

無回答

男性(n=792)

女性(n=969)

回答数 時間に余

裕がない

から

身体を動

かすこと

が好きで

はないか

ら

病気など

健康上の

理由のた

め

必要ない

と思うか

ら

費用がか

かるから

運動する

施設がな

いから

効果があ

るとは思

えないか

ら

その他 無回答

男性　15～19歳 38 33.3% 22.2% 3.7% 18.5% 3.7% 7.4% - 11.1% -

　　　　20～29歳 106 64.9% 10.5% - 10.5% 3.5% 1.8% - 7.0% 3.5% 

　　　　30～39歳 129 61.2% 14.9% - 6.0% 4.5% 1.5% 3.0% 7.5% 3.0% 

　　　　40～49歳 157 51.3% 15.4% 3.8% 6.4% 2.6% 1.3% - 15.4% 5.1% 

　　　　50～59歳 137 55.4% 20.5% 7.2% 4.8% 3.6% 2.4% - 9.6% 4.8% 

　　　　60～69歳 95 31.8% 15.9% 12.5% 10.2% 3.4% 4.5% 1.1% 18.2% 5.7% 

　　　　70歳以上 130 11.1% 20.0% 34.4% 5.6% - 2.2% - 14.4% 14.4% 

女性　15～19歳 45 60.0% 25.0% - 2.5% - - - 10.0% 2.5% 

　　　　20～29歳 116 50.6% 32.5% - 2.6% - 3.9% - 13.0% -

　　　　30～39歳 154 70.5% 23.8% 1.6% 0.8% 1.6% - - 8.2% 1.6% 

　　　　40～49歳 198 55.6% 22.2% 5.2% - 2.2% 0.7% 0.7% 13.3% 4.4% 

　　　　50～59歳 177 45.4% 21.3% 14.2% 0.7% 4.3% 2.1% 0.7% 12.1% 3.5% 

　　　　60～69歳 98 33.7% 28.6% 7.1% 2.0% 4.1% 2.0% 2.0% 16.3% 7.1% 

　　　　70歳以上 181 9.1% 17.0% 40.9% 2.3% 2.3% 6.8% 1.1% 11.4% 11.4% 
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【運動していない理由（経年比較）】

経年比較すると、「時間に余裕がないから」と回答した人の割合は、低下している。

52.7 

17.3 

14.7 

3.2 

3.7 

3.0 

0.6 

7.3 

2.7 

52.4 

18.8 

11.2 

4.0 

4.0 

3.4 

0.6 

12.9 

1.6 

45.2 

20.3 

11.0 

4.1 

2.6 

2.5 

0.7 

12.0 

5.3 

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

時間に余裕がないから

身体を動かすことが好きではないから

病気など健康上の理由のため

必要ないと思うから

費用がかかるから

運動する施設がないから

効果があるとは思えないから

その他

無回答

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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56.8 

61.8 

65.7 

70.6 

71.5 

60.8 

42.1 

43.3 

50.2 

45.6 

47.0 

25.1 

41.2 

36.9 

33.8 

27.1 

27.7 

35.6 

56.7 

55.5 

48.4 

53.7 

52.0 

70.9 

2.0 

1.3 

0.5 

2.3 

0.8 

3.6 

1.1 

1.3 

1.5 

0.7 

1.0 

4.0 

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

男性 20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

飲む 飲まない 無回答

５ 飲酒について

(1) 飲酒状況

【飲酒状況（※20 歳以上）】

飲酒状況について、「飲む」と回答した人の割合が 51.9％、「飲まない」と回答した人の割合

が 46.3％となっている。

【飲酒状況（性別）（※20 歳以上）】

性別にみると、「飲む」と回答した人の割合は、男性で６割台半ばとなっている。

【飲酒状況（性・年齢別）（※20 歳以上）】

性・年齢別にみると、「飲む」と回答した人の割合は、男性 50～59 歳、男性 60～69 歳で７割

台となっている。

問 20 ビール、日本酒、ウィスキーなどのお酒類を飲みますか。【○は１つ】

51.9 46.3 1.9 

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

n=4,299

飲む 飲まない 無回答

64.5 

40.3 

33.7 

57.8 

1.8 

1.9 

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

男性(n=2,057)

女性(n=2,242)

飲む 飲まない 無回答
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【飲酒状況（性別）（※15～19歳）】

【飲酒状況（経年比較）（※20歳以上）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23年度 平成 29 年度 令和 3年度

未成年者の飲酒率

男性 5.3％ 0％ 0％

女性 1.8％ 0％ 0％

【未成年者の飲酒率】

（男性）                     （女性）

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

未成年者の飲酒をなくす

目標値：男子 0％

女子 0％（令和 4年度）

0.0 

0.0 

97.8 

100.0 

2.2 

0.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

女性 15～19歳(n=122)

飲む 飲まない 無回答

50.5 

54.4 

51.9 

47.5 

44.1 

46.3 

1.9 

1.5 

1.9 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

飲む 飲まない 無回答

5.3 

0.0 

0.0 

0% 5% 10%

平成23年度

平成29年度

令和3年度

1.8 

0.0 

0.0 

0% 5% 10%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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7.1 

30.9 

43.8 

46.4 

57.5 

64.4 

4.0 

17.5 

27.0 

26.7 

38.6 

28.0 

7.1 

11.3 

8.5 

14.6 

9.1 

15.4 

4.0 

5.8 

8.8 

9.9 

10.0 

9.3 

8.3 

15.5 

14.6 

8.6 

12.4 

7.4 

4.0 

18.4 

10.2 

16.8 

7.1 

18.7 

38.1 

24.7 

15.4 

15.2 

8.1 

6.9 

29.3 

27.2 

29.2 

18.3 

19.3 

18.7 

39.3 

17.5 

16.9 

15.2 

12.4 

4.8 

58.7 

31.1 

24.8 

28.2 

23.6 

25.3 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.5 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.0 

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

男性 20～29歳(n=156)

30～39歳(n=187)

40～49歳(n=261)

50～59歳(n=250)

60～69歳(n=200)

70歳以上(n=272)

女性 20～29歳(n=113)

30～39歳(n=130)

40～49歳(n=201)

50～59歳(n=164)

60～69歳(n=140)

70歳以上(n=154)

毎日 週5～6日 週3～4日 週1～2日 月に1～3日 無回答

(2) 飲酒頻度

問 20 で「１ 飲む」と回答した人のみが回答

【飲酒頻度（※20 歳以上）】

飲酒頻度について、「毎日」と回答した人の割合が 36.4％となっている。

【飲酒頻度（性別）（※20 歳以上）】

性別にみると、「毎日」と回答した人の割合は、男性で４割台半ばとなっている。

【飲酒頻度（性・年齢別）（※20 歳以上）】

性・年齢別にみると、「毎日」と回答した人の割合は、男性 70歳以上で６割台半ばとなって

いる。

問 20－１ お酒類を飲む回数は週にどの程度ですか。【○は１つ】

36.4 10.1 11.8 19.4 22.0 0.4 

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

n=2,229

毎日 週5～6日 週3～4日 週1～2日 月に1～3日 無回答

44.4 

24.7 

11.4 

8.2 

11.1 

12.8 

16.5 

23.6 

16.2 

30.5 

0.5 

0.2 

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

男性(n=1,327)

女性(n=903)

毎日 週5～6日 週3～4日 週1～2日 月に1～3日 無回答
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(3) １日の飲酒量

【１日の飲酒量（※20 歳以上）】

１日の飲酒量について、「１合（180ml）未満」と回答した人の割合が 46.1％、『１合以上』

（「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」）と回答した人の割合が 51.6％

となっている。

【１日の飲酒量（性別）（※20歳以上）】

性別にみると、『１合以上』と回答した人の割合は、男性で５割台後半となっている。

【１日の飲酒量（性・年齢別）（※20歳以上）】

問 20－２ 日本酒に換算して１日平均してどのくらい飲んでいますか。【○は１つ】

46.1 28.7 13.8 4.7 
2.8 

1.6 
2.3 

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

n=2,229

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

無回答

39.3 

56.1 

30.4 

26.3 

16.8 

9.4 

6.4 

2.2 

3.2 

2.1 

2.1 

0.9 

1.7 

3.1 

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

男性(n=1,327)

女性(n=903)

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

無回答

41.7 

39.2 

36.9 

33.8 

39.8 

45.2 

50.7 

56.3 

41.6 

55.0 

62.1 

74.7 

26.2 

23.7 

30.0 

31.8 

31.7 

35.6 

34.7 

22.3 

35.8 

31.3 

20.7 

10.7 

15.5 

14.4 

20.0 

19.9 

18.8 

11.7 

12.0 

11.7 

13.9 

5.3 

10.7 

2.7 

10.7 

11.3 

3.8 

8.6 

4.8 

2.1 

0.0 

4.9 

2.9 

1.5 

3.6 

0.0 

3.6 

7.2 

4.6 

2.0 

2.7 

0.5 

1.3 

2.9 

3.6 

3.8 

0.0 

1.2 

4.1 

3.1 

2.6 

1.1 

0.5 

0.0 

1.0 

1.5 

1.5 

0.7 

1.2 

0.0 

1.5 

1.3 

1.1 

4.3 

1.3 

1.0 

0.7 

1.5 

2.1 

12.0 

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

男性 20～29歳(n=156)

30～39歳(n=187)

40～49歳(n=261)

50～59歳(n=250)

60～69歳(n=200)

70歳以上(n=272)

女性 20～29歳(n=113)

30～39歳(n=130)

40～49歳(n=201)

50～59歳(n=164)

60～69歳(n=140)

70歳以上(n=154)

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
無回答
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性・年齢別にみると、『１合以上』と回答した人の割合は、男性 30～39 歳、男性 40～49 歳、

男性 50～59 歳で６割台となっている。

【１日の飲酒量（経年比較）（※20 歳以上）】

平成 23年度調査結果と比較すると、『１合以上』と回答した人の割合は、上昇している。

【１日の飲酒量（性別・経年比較）（※20 歳以上）】

平成 23年度調査結果と比較すると、『１合以上』と回答した人の割合は、男女ともに上昇し

ている。

＊節度ある適度な飲酒とは、１日１合未満の飲酒のこと

【節度ある適度な飲酒を理解している人（性別・経年比較）】

節度ある適度な飲酒を理解している人の割合は、平成 23 年度調査結果と比較すると、低下

している。

61.4 

45.6 

46.1 

33.0 

42.6 

42.5 

4.4 

8.3 

9.1 

1.2 

3.6 

2.3 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

1合未満 1合～3合未満 3合以上 無回答

52.5 

77.3 

37.6 

57.9 

39.3 

56.1 

0% 20% 40% 60% 80%

男性

女性

平成23年度 平成29年度 令和3年度

52.4 

37.6 

39.3 

77.3 

57.9 

56.1 

40.7 

50.0 

47.2 

19.4 

31.1 

35.7 

5.9 

10.6 

11.7 

1.6 

4.7 

5.2 

1.0 

1.8 

1.7 

1.8 

6.3 

3.1 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

平成23年度

平成29年度

令和3年度

1合未満 1合～3合未満 3合以上 無回答

男
性

女
性
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＊「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」とは、１日当たりの純アルコール摂取量が男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以

上の者とし、以下の方法で算出。(国民健康・栄養調査の算出方法に同じ)

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

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

（注）日本酒１合（180ml）は、次の量にほぼ相当する。

ビール中びん 1 本（約 500ml）、焼酎 0.6 合（約 110ml）、ワイン 1/4 本（約 180ml）、ウィスキーダブル１杯（60ml）、

缶チューハイ 1.5 缶（約 520ml）

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23年度 平成 29 年度 令和 3年度

生活習慣病のリスクを高める量

を飲酒している者の割合

（１日当たりの純アルコール摂取量が

男性で 40ｇ以上、女性で 20ｇ以上の者）

男性 － 14.5％ 13.8％

女性 － 8.9％ 10.0％

【生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合】

（男性）                     （女性）

【参考】「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者（１日当たりの純アルコール摂取量が男性 40g

以上、女性 20g 以上の者）の割合の減少

目標値：男性 11.8％

女性 7.2％（令和 4年度）

14.5 

13.8 

0% 5% 10% 15% 20%

平成29年度

令和3年度

8.9 

10.0 

0% 5% 10% 15% 20%

平成29年度

令和3年度
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78.4 

58.6 

47.0 

44.4 

42.7 

56.3 

94.9 

80.3 

79.5 

81.9 

87.2 

90.3 

4.7 

16.6 

20.7 

26.2 

32.3 

31.1 

1.7 

10.9 

10.6 

8.4 

6.0 

3.3 

15.5 

23.6 

31.8 

27.6 

23.5 

9.7 

2.2 

7.6 

8.4 

9.4 

5.4 

2.0 

1.4 

1.3 

0.5 

1.9 

1.5 

2.9 

1.1 

1.3 

1.5 

0.3 

1.3 

4.3 

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

男性 20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答

６ たばこについて

(1) 喫煙状況

【喫煙状況（※20 歳以上）】

喫煙状況について、「吸わない」と回答した人の割合が 70.5％、「以前吸っていたが止めた」

と回答した人の割合が 14.3％、「吸う」と回答した人の割合が 13.3％となっている。

【喫煙状況（性別）（※20 歳以上）】

性別にみると、「吸う」と回答した人の割合は、男性で２割台前半となっている。

【喫煙状況（性・年齢別）（※20 歳以上）】

性・年齢別にみると、「吸う」と回答した人の割合は、男性 40～49 歳で３割台前半となって

おり、「以前吸っていたが止めた」と回答した人の割合は、男性 60～69歳、男性 70 歳以上で３

割台前半となっている。

問 21 あなたは、たばこを吸いますか。【○は１つ】

70.5 14.3 13.3 1.8 

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

n=4,299

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答

53.9 

85.8 

22.7 

6.6 

21.8 

5.6 

1.6 

2.0 

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

男性(n=2,057)

女性(n=2,242)

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答
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【喫煙状況（性別）（※15～19歳）】

【喫煙状況（経年比較）（※20歳以上）】

（男性）

（女性）

経年比較すると、「吸う」と回答した人の割合は、大きな変化はみられない。

性別にみると、男性の「吸う」と回答した人の割合が低下している。

96.7 

100.0 

0.0 

0.0 

3.3 

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

男性 15～19歳(n=128)

女性 15～19歳(n=122)

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答

63.9 

65.0 

70.5 

17.6 

16.3 

14.3 

16.6 

16.6 

13.3 

1.8 

2.1 

1.8 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答

43.0 

45.7 

53.9 

28.7 

26.1 

22.7 

26.9 

26.7 

21.8 

1.3 

1.5 

1.6 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答

83.1 

82.6 

85.8 

7.5 

7.4 

6.6 

7.1 

7.3 

5.6 

2.3 

2.7 

2.0 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

吸わない 以前吸っていたが止めた 吸う 無回答
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≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23年度 平成 29 年度 令和 3年度

成人の喫煙率 16.6％ 16.6％ 13.3％

【成人の喫煙率】

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

未成年者の喫煙率

男性 4.2％ 0％ 0％

女性 1.8％ 0％ 0％

【男性】                     【女性】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

未成年者の喫煙をなくす

目標値：男子 0％

女子 0％（令和 4年度）

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

成人の喫煙率の減少

目標値：11.3％（令和 4年度）

4.2 

0.0 

0.0 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

平成23年度

平成29年度

令和3年度

1.8 

0.0 

0.0 

0% 2% 4% 6% 8% 10%

平成23年度

平成29年度

令和3年度

16.6 

16.6 

13.3 

0% 10% 20%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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(2) たばこによる影響だと考えられる病気等

【たばこによる影響だと考えられる病気等】

たばこによる影響だと考えられる病気等について、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回

答した人の割合は、「がん（肺・食道・胃など）」で７割台後半、「妊娠への影響（低出生体重児

など）」で６割台後半となっている。

問 22 たばこが健康に与える影響についてどのように思いますか。次の(1)～(6)のそれぞれの

病気等についてお答えください。【○はそれぞれ１つずつ】

78.3 

64.8 

62.2 

26.5 

67.7 

47.5 

6.7 

11.4 

9.0 

19.7 

6.9 

16.1 

0.9 

1.7 

0.9 

12.1 

0.6 

4.3 

4.7 

11.4 

16.3 

29.6 

11.2 

20.9 

9.3 

10.7 

11.5 

12.0 

13.6 

11.2 

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

①がん（肺・食道・胃など）

②狭心症・心筋梗塞・脳卒中

③慢性閉塞性肺疾患（COPD）

④2型糖尿病

⑤妊娠への影響

（低出生体重児など）

⑥歯周病

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答

n=4,549
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【①がん（肺・食道・胃など）（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【①がん（肺・食道・胃など）（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、男性 15

～19歳、男性 60～69 歳、男性 70 歳以上、女性 60～69 歳、女性 70 歳以上を除いた年齢層で８

割を超えている。

79.0 

77.6 

7.7 

5.8 

1.1 

0.8 

4.8 

4.6 

7.3 

11.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

73.6 

83.1 

86.0 

83.3 

80.4 

77.3 

69.6 

83.5 

83.7 

85.3 

85.0 

82.2 

78.5 

61.9 

0.0 

8.1 

3.2 

7.1 

11.2 

12.3 

7.8 

0.9 

3.4 

2.5 

7.7 

9.1 

9.4 

4.7 

0.7 

2.5 

0.5 

1.9 

1.2 

0.6 

0.0 

0.0 

1.3 

0.7 

0.0 

1.7 

1.0 

7.7 

3.4 

2.5 

5.6 

1.4 

4.2 

8.7 

2.8 

3.4 

3.8 

0.0 

4.5 

4.0 

9.4 

18.7 

4.7 

5.7 

3.5 

5.1 

5.0 

13.3 

12.8 

9.6 

7.1 

6.6 

4.2 

6.4 

23.1 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない
無回答
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【②狭心症・心筋梗塞・脳卒中（性別）】

性別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、男性で６割台後

半となっている。

【②狭心症・心筋梗塞・脳卒中（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、男性 30

～39歳で７割台半ばとなっている。

67.3 

62.5 

11.3 

11.5 

1.5 

1.9 

11.5 

11.3 

8.5 

12.7 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

62.6 

68.9 

75.8 

65.2 

71.0 

70.0 

58.9 

66.1 

72.5 

73.1 

70.0 

67.6 

68.8 

41.5 

3.3 

11.5 

7.6 

13.6 

13.1 

15.0 

10.4 

7.3 

7.9 

10.5 

13.2 

13.2 

13.8 

11.4 

0.0 

2.0 

1.3 

1.5 

2.3 

2.7 

0.3 

1.8 

0.6 

1.7 

0.7 

0.7 

2.0 

4.0 

15.4 

12.8 

8.9 

16.2 

7.0 

6.5 

13.6 

11.9 

9.0 

7.6 

8.8 

13.2 

6.7 

16.7 

18.7 

4.7 

6.4 

3.5 

6.5 

5.8 

16.8 

12.8 

10.1 

7.1 

7.3 

5.2 

8.7 

26.4 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答
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【③慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【③慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、女性 50

～59歳で７割台半ばとなっている。

60.6 

63.8 

10.3 

7.9 

1.4 

0.5 

18.8 

14.0 

8.9 

13.9 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

57.1 

70.9 

65.0 

58.6 

61.7 

63.5 

51.5 

67.9 

70.8 

72.7 

70.0 

74.9 

69.5 

42.1 

1.1 

8.8 

9.6 

13.1 

12.6 

12.7 

8.4 

4.6 

7.3 

5.5 

11.0 

7.3 

8.4 

8.0 

0.0 

2.0 

1.3 

2.0 

1.9 

1.5 

0.6 

0.0 

0.0 

0.4 

0.4 

0.0 

2.0 

0.3 

22.0 

13.5 

18.5 

22.2 

16.8 

16.2 

21.4 

14.7 

11.8 

14.3 

11.4 

11.8 

10.7 

19.4 

19.8 

4.7 

5.7 

4.0 

7.0 

6.2 

18.1 

12.8 

10.1 

7.1 

7.3 

5.9 

9.4 

30.1 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答
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【④２型糖尿病（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【④２型糖尿病（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、女性 20

～29歳で３割台後半となっている。

25.6 

27.4 

19.8 

19.6 

14.8 

9.7 

29.9 

29.3 

9.9 

14.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

35.2 

31.1 

27.4 

24.2 

27.1 

23.5 

19.4 

34.9 

38.8 

34.9 

28.2 

29.6 

24.5 

16.7 

5.5 

20.3 

18.5 

22.7 

24.8 

23.5 

15.9 

13.8 

21.9 

18.5 

24.9 

19.5 

22.8 

15.4 

5.5 

14.2 

15.9 

20.2 

16.4 

11.9 

12.9 

6.4 

5.6 

13.9 

12.5 

9.4 

11.1 

7.7 

34.1 

29.7 

31.2 

28.8 

25.2 

31.5 

31.7 

32.1 

23.0 

25.6 

26.4 

35.2 

31.2 

30.8 

19.8 

4.7 

7.0 

4.0 

6.5 

9.6 

20.1 

12.8 

10.7 

7.1 

8.1 

6.3 

10.4 

29.4 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答
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【⑤妊娠への影響（低出生体重児など）（性別）】

性別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、女性で７割台前

半となっている。

【⑤妊娠への影響（低出生体重児など）（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、男性 20

～29 歳、女性 20～29 歳、女性 30～39 歳、女性 40～49 歳、女性 50～59 歳で８割を超えてい

る。

【⑤妊娠への影響（低出生体重児など）（経年比較）】

経年比較すると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、低下してい

る。

63.3 

71.8 

7.6 

6.2 

0.7 

0.5 

14.5 

8.1 

13.9 

13.4 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

69.2 

81.8 

75.8 

71.2 

66.8 

55.0 

37.2 

78.9 

83.7 

83.6 

83.5 

84.0 

77.2 

42.1 

0.0 

4.7 

7.6 

11.1 

9.8 

9.6 

5.5 

2.8 

2.8 

5.0 

6.6 

4.9 

7.4 

9.0 

0.0 

0.7 

0.6 

0.0 

1.4 

1.5 

0.3 

0.9 

0.0 

0.8 

0.0 

0.3 

1.0 

0.7 

9.9 

7.4 

8.3 

13.1 

14.0 

17.3 

24.3 

4.6 

3.4 

3.4 

2.9 

5.9 

6.0 

18.7 

20.9 

5.4 

7.6 

4.5 

7.9 

16.5 

32.7 

12.8 

10.1 

7.1 

7.0 

4.9 

8.4 

29.4 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答

78.6 

75.0 

67.7 

6.2 

5.4 

6.9 

1.0 

0.9 

0.6 

1.7 

7.7 

11.2 

12.5 

11.0 

13.6 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答
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【⑥歯周病（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【⑥歯周病（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「たばこを吸うとかかりやすくなる」と回答した人の割合は、女性 20

～29歳で７割台前半となっている。

【⑥歯周病（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

47.6 

47.5 

17.2 

15.1 

5.2 

3.4 

20.6 

21.2 

9.3 

12.9 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答

56.0 

60.8 

58.0 

49.0 

50.5 

41.5 

30.4 

62.4 

71.9 

59.2 

56.0 

52.6 

40.6 

22.7 

4.4 

14.9 

16.6 

20.7 

17.8 

22.3 

16.2 

6.4 

7.9 

12.6 

17.9 

17.1 

18.8 

16.4 

1.1 

5.4 

2.5 

4.0 

8.9 

5.0 

6.5 

0.9 

0.6 

3.4 

2.2 

3.1 

6.0 

4.7 

18.7 

13.5 

15.9 

22.7 

17.8 

23.5 

27.2 

17.4 

10.1 

17.2 

16.5 

22.3 

26.2 

28.8 

19.8 

5.4 

7.0 

3.5 

5.1 

7.7 

19.7 

12.8 

9.6 

7.6 

7.3 

4.9 

8.4 

27.4 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない

たばこと関係ない わからない

無回答

44.4 

48.8 

47.5 

29.9 

17.8 

16.1 

12.1 

5.4 

4.3 

1.1 

17.6 

20.9 

12.5 

10.4 

11.2 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

たばこを吸うとかかりやすくなる どちらともいえない
たばこと関係ない わからない
無回答
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(3) 受動喫煙を経験した場所

【受動喫煙を経験した場所（喫煙者を除く）】

受動喫煙を経験した場所について、受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、「路

上」で３割台となっている。

問 23 この１ヶ月に、望まずに自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会（受動喫煙）

がありましたか。次の(1)～(10)のそれぞれについてお答えください。なお、(3)～(5)等

に勤務していて、その職場で受動喫煙があった場合は、「(2)職場」欄に記入してくださ

い。【○はそれぞれ１つずつ】

5.4 

2.9 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.1 

0.2 

1.8 

0.5 

2.5 

4.5 

0.2 

0.6 

0.4 

0.1 

0.1 

0.6 

6.8 

1.5 

1.6 

2.5 

0.2 

1.9 

0.7 

0.1 

0.2 

1.0 

9.7 

2.4 

2.3 

4.2 

0.1 

8.1 

2.1 

0.9 

1.3 

2.6 

16.9 

4.1 

74.9 

48.9 

29.4 

47.7 

23.8 

42.1 

63.8 

57.4 

46.6 

46.1 

21.5 

47.0 

24.9 

55.8 

42.1 

21.1 

24.0 

6.4 

30.6 

13.2 

15.6 

23.0 

16.6 

17.2 

14.7 

13.5 

14.1 

11.9 

14.8 

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

①家庭

②職場

③学校

④飲食店

⑤遊技場

⑥行政機関

⑦医療機関

⑧公共交通機関

⑨路上

⑩子どもが利用する屋外の空間

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

n=3,895
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【①家庭（性別）】

性別にみると、家庭での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、女性で１割台

となっている。

【②職場（性別）】

性別にみると、職場での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男性で２割台

となっている。

【③学校（性別）】

性別にみると、学校での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女ともにわ

ずかとなっている。

【④飲食店（性別）】

性別にみると、飲食店での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男性で１割

台となっている。

2.4 

7.7 

2.2 

2.8 

1.0 

2.1 

1.6 

2.9 

81.6 

69.7 

11.2 

14.8 

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度

月に1回程度 全くなかった 無回答

4.8 

1.4 

6.7 

2.7 

3.6 

1.6 

6.1 

2.7 

51.8 

46.6 

15.3 

26.3 

11.8

18.6

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.1 

0.0 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.2 

0.1 

30.3 

28.8 

46.0 

47.8 

22.8

23.2

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.4 

0.0 
1.3 

0.1 

2.5 

1.4 

8.6 

7.7 

49.0 

46.7 

23.9 

25.7 

14.3

18.3

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答
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【⑤遊技場（性別）】

性別にみると、遊技場での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女ともに

わずかとなっている。

【⑥行政機関（性別）】

性別にみると、行政機関での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女とも

にわずかとなっている。

【⑦医療機関（性別）】

性別にみると、医療機関での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女とも

にわずかとなっている。

【⑧公共交通機関（性別）】

性別にみると、公共交通機関での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女

ともにわずかとなっている。

0.1 

0.0 
0.8 

0.1 

1.4 

0.1 

2.7 

1.6 

25.8 

22.2 

54.5 

56.8 

14.8

19.1

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.1 

0.1 

1.3 

0.6 

45.9 

39.2 

41.1 

43.0 

11.7

17.1

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.1 

0.0 

0.1 

0.1 

0.2 

0.3 

1.5 

1.2 

65.4 

62.5 

21.8 

20.5 

10.9

15.5

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.4 

0.1 
0.6 

0.6 

1.2 

0.9 

2.8 

2.4 

58.3 

56.7 

25.2 

23.2 

11.4

16.2

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答
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【⑨路上（性別）】

性別にみると、路上での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人の割合は、男女ともに３

割台となっている。

【⑩子どもが利用する屋外の空間（性別）】

性別にみると、子どもが利用する屋外の空間での受動喫煙の経験が『あった』と回答した人

の割合は、男女ともにわずかとなっている。

【受動喫煙の機会があった者の割合（喫煙者を除く）】

＊「家庭」：ほぼ毎日、受動喫煙の機会があった者（無回答を除く）

＊「職場」「飲食店」「行政機関」「医療機関」：月 1 回以上、受動喫煙の機会があった者（行かなかった、無回答を除く）

受動喫煙の機会があった者の割合は、「家庭」で 6.2％、「職場」で 22.3％、「飲食店」で 18.4％

となっている。

1.9 

1.8 

7.8 

6.0 

9.4 

9.9 

16.0 

17.6 

49.6 

44.2 

5.9 

6.7 

9.5

13.7

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

0.7 

0.4 
1.5 

1.5 

2.1 

2.6 

3.6 

4.6 

50.6 

42.6 

29.5 

31.4 

12.0 

16.9 

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

男性(n=1,700)

女性(n=2,195)

ほぼ毎日 週に数回程度 週に1回程度 月に1回程度

全くなかった 行かなかった 無回答

6.2 

22.3 

18.4 

2.4 

2.6 

0% 10% 20% 30%

家庭

職場

飲食店

行政機関

医療機関

n=3,895

【参考】「元気じゃけんひろしま２１（第２次）」の目標

日常生活における受動喫煙の機会の減少

目標値：行政機関 0％ 医療機関 0％ 飲食店 22.6％ 家庭 3.3％（令和 4年度） 職場 0％（令和 2年度）
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７ ストレス・休養について

(1) 不満・悩み・苦労・ストレスの有無

【不満・悩み・苦労・ストレスの有無】

不満・悩み・苦労・ストレスの有無について、『ある』（「いつもある」＋「しばしばある」＋

「ときどきある」＋「まれにある」）と回答した人の割合が 90.6％となっている。

【不満・悩み・苦労・ストレスの有無（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

問 24 仕事や学校、日常生活の中で、最近１ヶ月間で不満・悩み・苦労・ストレスなどがありま

したか。【○は１つ】

21.7 22.7 28.8 17.4 7.1 2.2 

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

n=4,549

いつもある しばしばある ときどきある まれにある 全くない 無回答

20.3 

23.0 

22.7 

22.7 

27.9 

29.7 

19.2 

15.8 

8.2 

6.2 

1.7 

2.7 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

いつもある しばしばある ときどきある まれにある 全くない 無回答
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【不満・悩み・苦労・ストレスの有無（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「いつもある」と回答した人の割合は、男性 30～39 歳、男性 40～49 歳、

女性 30～39 歳で３割を超えている。

【不満・悩み・苦労・ストレスの有無（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

24.2 

25.5 

21.7 

22.5 

23.5 

22.7 

30.1 

29.7 

28.8 

15.2 

14.0 

17.4 

6.4 

6.1 

7.1 

1.6 

1.3 

2.2 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

いつもある しばしばある ときどきある まれにある 全くない 無回答

18.7 

20.9 

33.8 

30.3 

25.7 

8.1 

5.8 

20.2 

24.2 

36.1 

28.9 

25.8 

17.8 

13.7 

20.9 

23.6 

30.6 

31.3 

25.2 

18.1 

10.7 

31.2 

31.5 

28.2 

29.3 

26.8 

16.1 

11.0 

31.9 

33.8 

24.8 

22.2 

28.5 

33.8 

25.9 

26.6 

27.0 

25.6 

27.8 

30.3 

36.9 

30.8 

20.9 

17.6 

8.3 

12.1 

17.8 

25.4 

30.7 

15.6 

14.6 

8.0 

8.8 

12.9 

21.8 

23.4 

7.7 

3.4 

2.5 

2.0 

2.8 

13.1 

21.7 

6.4 

2.2 

1.7 

4.8 

3.8 

6.0 

12.4 

0.0 

0.7 

0.0 

2.0 

0.0 

1.5 

5.2 

0.0 

0.6 

0.4 

0.4 

0.3 

1.3 

8.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

いつもある しばしばある ときどきある まれにある 全くない 無回答
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13.3 54.4 24.7 4.4 
2.0 

1.3 

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

n=4,549

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない
ほとんどとれていない わからない 無回答

(2) 睡眠による休養状態

【睡眠による休養状態】

睡眠による休養状態について、『とれている』（「十分とれている」＋「まあまあとれている」）

と回答した人の割合が 67.7％、『とれていない』（「ほとんどとれていない」＋「あまりとれて

いない」）と回答した人の割合が 29.1％となっている。

【睡眠による休養状態（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

問 25 睡眠で休養が十分とれていると思いますか。【○は１つ】

13.6 

13.1 

55.3 

53.5 

23.5 

25.8 

4.4 

4.4 

2.1 

1.9 

1.2 

1.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない
ほとんどとれていない わからない 無回答
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20.9 

16.2 

12.1 

10.6 

6.5 

16.2 

17.5 

11.0 

15.7 

11.3 

9.9 

7.0 

11.1 

19.7 

60.4 

57.4 

49.0 

51.5 

61.2 

53.1 

56.6 

53.2 

52.2 

50.8 

52.7 

48.1 

60.4 

55.9 

13.2 

20.9 

29.3 

28.8 

25.7 

24.2 

17.2 

28.4 

27.5 

28.2 

28.6 

35.5 

22.5 

17.4 

1.1 

2.7 

8.9 

6.1 

4.2 

3.1 

2.6 

4.6 

3.9 

8.0 

4.8 

7.0 

3.7 

1.3 

4.4 

2.0 

0.6 

1.0 

2.3 

1.9 

3.2 

2.8 

0.0 

1.3 

3.3 

2.1 

1.7 

2.0 

0.0 

0.7 

0.0 

2.0 

0.0 

1.5 

2.9 

0.0 

0.6 

0.4 

0.7 

0.3 

0.7 

3.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない

ほとんどとれていない わからない 無回答

【睡眠による休養状態（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『とれている』と回答した人の割合は、男性 15～19 歳で８割台前半と

なっている。

『とれていない』と回答した人の割合は、女性 50～59 歳で４割台前半となっている。

【睡眠による休養状態（経年比較）】

経年比較すると、大きな変化はみられない。

15.0 

13.5 

13.3 

54.9 

52.9 

54.4 

23.2 

26.0 

24.7 

4.2 

4.9 

4.4 

1.8 

1.6 

2.0 

0.9 

1.1 

1.3 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない
ほとんどとれていない わからない 無回答
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≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23年度 平成 29 年度 令和 3年度

睡眠による休養を十分とれていない者の割合 27.4％ 30.9％ 29.1％

【睡眠による休養が十分とれていない者】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少

目標値：22％（令和 4年度）

27.4 

30.9 

29.1 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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８ 歯の健康について

(1) 現在の歯の本数

【現在の歯の本数】

現在の歯の本数について、「全部ある（28本）」と回答した人の割合が 46.4％、「ほとんどあ

る（27～20 本）」と回答した人の割合が 34.4％となっている。

【現在の歯の本数（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

問 26 現在の自分の歯の本数について、あてはまるのはどれですか。【○は１つ】

（「親知らず」は含みません。削って詰めた歯や「さし歯」も自分の歯とします。）

46.4 34.4 10.3 5.4 
2.1 

1.4 

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

n=4,549

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）
半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）
まったくない（0本） 無回答

45.7 

47.1 

34.9 

34.0 

10.4 

10.3 

6.4 

4.4 

1.4 

2.7 

1.3 

1.5 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）

半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）

まったくない（0本） 無回答
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【現在の歯の本数（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、80歳以上で『20 本以上ある』（「全部ある（28本）」＋「ほとんどある

（27～20 本）」）と回答した人の割合は、男性で 33.4％、女性で 33.6％となっている。

【現在の歯の本数（現在の健康状態別）】

現在の健康状態別にみると、「全部ある（28本）」と回答した人の割合は、健康状態がよい人

で約５割となっている。

82.4 

81.8 

66.9 

53.5 

41.1 

22.3 

11.9 

5.6 

88.1 

78.7 

72.3 

63.4 

44.6 

27.5 

19.5 

4.0 

16.5 

16.9 

30.6 

36.4 

42.1 

46.9 

44.3 

27.8 

11.0 

19.1 

25.2 

33.7 

44.3 

53.0 

37.9 

29.6 

0.0 

0.0 

1.9 

5.6 

14.5 

18.5 

21.5 

21.1 

0.0 

0.0 

1.7 

1.8 

8.0 

14.8 

23.0 

29.6 

0.0 

0.0 

2.5 

2.3 

8.1 

16.9 

34.4 

1.1 

0.4 

1.1 

2.4 

3.0 

12.6 

12.8 

1.1 

0.0 

0.6 

0.0 

0.0 

2.7 

3.2 

7.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

4.0 

17.6 

0.0 

1.4 

0.0 

2.0 

1.5 

2.3 

3.3 

0.0 

1.1 

0.4 

0.3 

1.3 

2.9 

6.4 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70～79歳(n=316)

80歳以上(n=130)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70～79歳(n=358)

80歳以上(n=257)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）

半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）

まったくない（0本） 無回答

49.0 

33.2 

34.5 

33.9 

9.4 

14.8 

4.4 

10.3 

1.5 

5.0 

1.1 

2.8 

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

よい(n=3,812)

よくない(n=727)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）
半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）
まったくない（0本） 無回答
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【現在の歯の本数（咀嚼状況別）】

咀嚼状況別にみると、「全部ある（28本）」と回答した人の割合は、何でもかんで食べること

ができる人で５割台半ばとなっている。

【現在の歯の本数（肥満及びやせの状況別）】

肥満及びやせの状況別にみると、「全部ある（28本）」と回答した人の割合は、やせ、普通に

該当する人で約５割となっている。

【現在の歯の本数（喫煙状況別）】

喫煙状況別にみると、「全部ある（28本）」と回答した人の割合は、たばこを吸わない人で約

５割となっている。

54.2 

11.0 

1.8 

15.7 

35.3 

33.3 

17.0 

9.9 

6.5 

30.4 

23.2 

11.2 

1.8 

18.9 

47.6 

38.6 

1.3 

5.0 

10.5 

14.7 

0.8 

1.4 

0.0 

9.9 

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

何でもかんで食べる

ことができる(n=3,752)

一部かめない食べ物が

ある(n=648)

かめない食べ物が多い

(n=83)

かんで食べることは

できない(n=21)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）
半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）
まったくない（0本） 無回答

49.1 

49.2 

38.0 

28.3 

34.5 

36.5 

11.1 

9.0 

14.0 

4.6 

5.0 

6.5 

5.4 

1.2 

2.9 

1.4 

1.0 

2.1 

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

やせ(n=437)

普通(n=3,043)

肥満(n=960)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）

半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）

まったくない（0本） 無回答

50.7 

34.8 

37.5 

32.4 

44.0 

37.6 

9.1 

12.3 

14.0 

4.7 

6.9 

7.5 

2.0 

1.6 

2.2 

1.0 

0.3 

1.2 

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

吸わない(n=3,279)

以前吸っていたが

止めた(n=616)

吸う(n=572)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）

半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）

まったくない（0本） 無回答
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53.7 

33.3 

38.1 

48.9 

39.6 

35.2 

31.3 

44.7 

35.7 

33.1 

41.9 

44.7 

7.5 

11.7 

15.6 

10.0 

14.4 

8.4 

5.1 

9.1 

7.1 

4.5 

0.0 

8.9 

1.3 

0.8 

2.4 

2.5 

4.2 

1.6 

1.0 

0.4 

1.2 

1.1 

0.0 

1.2 

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

吸わない(n=1,232)

以前吸っていたが

止めた(n=467)

吸う(n=447)

吸わない(n=2,046)

以前吸っていたが

止めた(n=149)

吸う(n=125)

全部ある（28本） ほとんどある（27～20本）
半分くらいある（19～10本） ほとんどない（9～1本）
まったくない（0本） 無回答

【現在の歯の本数（喫煙状況・性別）】

喫煙状況を性別にみると、「全部ある（28本）」と回答した人の割合は、男性でたばこを吸わ

ない人で５割台前半、女性でたばこを吸わない人で４割台後半となっている。

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合 － 48.0％ 47.8％

【80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

80 歳で 20 歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加

目標値：60％（令和 4年度）

男
性

女
性

48.0 

47.8 

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

平成29年度

令和3年度
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(2) 歯石除去を受ける頻度

【歯石除去を受ける頻度】

歯石除去を受ける頻度について、『年１回以上』（「年２回以上」＋「年１回」）と回答した人

の割合が 40.7％、「受けていない」と回答した人の割合が 35.3％となっている。

【歯石除去を受ける頻度（性別）】

性別にみると、『年１回以上』と回答した人の割合は、女性で４割台後半となっており、「受

けていない」と回答した人の割合は、男性で４割台前半となっている。

問 27 定期的に歯石除去を受けていますか。【○は１つ】

26.2 14.5 21.4 35.3 1.1 1.5 

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

n=4,549

年2回以上 年1回
虫歯などで歯科を受診した時 受けていない
その他 無回答

20.0 

31.9 

13.9 

15.0 

22.1 

20.7 

41.5 

29.6 

1.1 

1.2 

1.4 

1.6 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

年2回以上 年1回
虫歯などで歯科を受診した時 受けていない
その他 無回答
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【歯石除去を受ける頻度（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『年１回以上』と回答した人の割合は、女性 50～59歳、女性 60～69 歳

で５割を超えている。

【歯石除去を受ける頻度（経年比較）】

経年比較すると、『年１回以上』と回答した人の割合は、上昇している。

23.1 

12.8 

20.4 

11.6 

22.4 

21.2 

28.2 

21.1 

23.0 

22.7 

33.3 

34.8 

39.3 

36.1 

11.0 

12.2 

18.5 

16.2 

14.5 

16.5 

8.7 

15.6 

14.6 

19.7 

15.0 

18.8 

10.7 

12.7 

17.6 

17.6 

20.4 

23.7 

24.8 

21.2 

24.6 

20.2 

22.5 

24.8 

20.1 

20.9 

23.5 

16.7 

47.3 

56.1 

38.9 

47.5 

37.4 

38.8 

32.0 

42.2 

37.6 

32.8 

30.0 

24.0 

24.5 

27.4 

0.0 

0.0 

1.3 

0.0 

0.9 

1.2 

2.9 

0.9 

2.2 

0.0 

1.1 

1.0 

0.3 

2.0 

1.1 

1.4 

0.6 

1.0 

0.0 

1.2 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.3 

1.7 

5.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

年2回以上 年1回
虫歯などで歯科を受診した時 受けていない
その他 無回答

15.1 

23.1 

26.2 

13.1 

14.2 

14.5 

31.1 

26.0 

21.4 

37.7 

33.3 

35.3 

0.6 

1.6 

1.1 

2.3 

1.8 

1.5 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

年2回以上 年1回
虫歯などで歯科を受診した時 受けていない
その他 無回答
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(3) 咀嚼状況

【咀嚼状況】

咀嚼状況について、「何でもかんで食べることができる」と回答した人の割合が 82.5％、「一

部かめない食べ物がある」と回答した人の割合が 14.2％となっている。

【咀嚼状況（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

問 28 食べ物をかんで食べることができますか。【○は１つ】

82.5 14.2 
1.8 

0.5 
1.0 

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

n=4,549

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある
かめない食べ物が多い かんで食べることはできない
無回答

81.4 

83.5 

14.8 

13.8 

2.2 

1.5 

0.4 

0.5 

1.2 

0.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある
かめない食べ物が多い かんで食べることはできない
無回答
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【咀嚼状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「一部かめない食べ物がある」と回答した人の割合は、男性 80歳以上

で４割、女性 80歳以上で３割台前半となっている。

【咀嚼状況（現在の歯の本数別）】

現在の歯の本数別にみると、「一部かめない食べ物がある」と回答した人の割合は、歯が半分

くらいある人、ほとんどない人で４割を超えている。

92.3 

99.3 

94.3 

88.4 

81.8 

71.9 

64.8 

41.1 

96.3 

94.4 

95.4 

91.9 

88.5 

79.9 

70.1 

54.4 

6.6 

0.7 

5.1 

8.6 

16.8 

20.4 

29.7 

40.0 

3.7 

5.6 

4.6 

6.2 

10.1 

16.1 

27.0 

33.6 

1.1 

0.0 

0.6 

1.0 

1.4 

5.4 

2.3 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.1 

0.3 

1.0 

2.3 

7.2 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.8 

0.5 

1.1 

0.0 

0.7 

0.3 

0.0 

3.2 

0.0 

1.0 

1.5 

2.7 

7.8 

0.7 

0.3 

2.7 

0.6 

1.6 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70～79歳(n=316)

80歳以上(n=130)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70～79歳(n=358)

80歳以上(n=257)

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある

かめない食べ物が多い かんで食べることはできない

無回答

96.3 

84.6 

52.0 

28.4 

53.0 

3.4 

13.8 

42.0 

50.1 

34.5 

0.1 

0.9 

4.1 

16.2 

9.2 

0.2 

0.1 

0.5 

3.3 

3.2 

0.1 

0.5 

1.4 

2.0 

0.0 

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

全部ある（28本）(n=2,112)

ほとんどある（27～20本）

(n=1,566)

半分くらいある（19～10本）

(n=470)

ほとんどない（9～1本）

(n=244)

まったくない（0本）(n=94)

何でもかんで食べることができる 一部かめない食べ物がある

かめない食べ物が多い かんで食べることはできない

無回答
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(4) 歯周病が糖尿病に与える影響への考え

【歯周病が糖尿病に与える影響への考え】

歯周病が糖尿病に与える影響への考えについて、「歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい」

と回答した人の割合が 35.7％となっている。

【歯周病が糖尿病に与える影響への考え（性別）】

性別にみると、「歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい」と回答した人の割合は、女性で約

４割となっている。

問 29 歯周病が糖尿病に与える影響についてどのように思いますか。【○は１つ】

35.7 14.2 1.7 46.3 2.1 

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

n=4,549

歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい どちらともいえない
歯周病と関係ない わからない
無回答

30.3 

40.6 

16.2 

12.4 

2.3 

1.2 

49.3 

43.6 

1.9 

2.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい どちらともいえない
歯周病と関係ない わからない
無回答
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【歯周病が糖尿病に与える影響への考え（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい」と回答した人の割合は、女

性 50～59 歳で５割台前半となっている。

30.8 

22.3 

34.4 

28.3 

35.0 

30.0 

30.7 

32.1 

42.7 

37.4 

47.3 

51.9 

46.6 

29.1 

11.0 

18.2 

10.2 

16.2 

19.2 

18.5 

16.8 

12.8 

13.5 

16.4 

9.9 

11.5 

13.4 

11.4 

3.3 

6.1 

1.3 

2.0 

1.9 

1.5 

1.3 

2.8 

2.2 

0.4 

1.8 

0.0 

0.7 

1.3 

54.9 

52.0 

53.5 

52.5 

43.9 

46.9 

46.0 

52.3 

41.6 

45.8 

40.7 

35.5 

37.6 

51.2 

0.0 

1.4 

0.6 

1.0 

0.0 

3.1 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

1.0 

1.7 

7.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

歯周病があると糖尿病が悪くなりやすい どちらともいえない
歯周病と関係ない わからない
無回答
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９ 健診状況等について

(1) 健診等の受診状況

【健診等の受診状況】

健診等の受診状況について、『受けた』（「学校・勤務先で受けた」＋「個人的に医療機関で受

けた」＋「市が実施する健診等で受けた」＋「その他で受けた」）と回答した人の割合が「健康

診断（糖尿病や高血圧など）」で約７割、「歯科健診」で４割台後半となっている。

問 30 この１年間に健診等を受けましたか。次の（１）～（７）のそれぞれについてお答えく

ださい。【○はそれぞれ１つずつ】

45.7 

13.3 

20.0 

15.3 

9.8 

8.8 

6.0 

15.0 

9.9 

10.2 

10.0 

11.8 

14.2 

38.5 

6.0 

3.3 

4.8 

4.5 

3.7 

3.6 

0.8 

3.4 

1.4 

1.8 

1.7 

2.0 

2.3 

3.5 

23.4 

61.1 

53.7 

57.5 

60.5 

58.4 

41.1 

6.5 

11.0 

9.4 

11.0 

12.1 

12.7 

10.1 

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

①健康診断（糖尿病や高血圧など）

②胃がん

③肺がん（胸部レントゲン撮影）

④大腸がん（便の潜血反応）

* ⑤乳がん

* ⑥子宮がん

⑦歯科健診

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等で受けた その他で受けた

受けていない 無回答

n=4,549

* 女性のみ（n=2,364）
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【①健康診断（性別）】

性別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性で７割台後半となっている。

【①健康診断（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性 30～39 歳で９割台前半、「受け

ていない」と回答した人の割合は、女性 30～39歳で約４割となっている。

56.0 

36.2 

13.2 

16.7 

5.4 

6.7 

2.5 

4.2 

17.6 

28.8 

5.4 

7.5 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等で受けた その他で受けた
受けていない 無回答

69.2 

68.9 

82.8 

75.8 

69.2 

41.9 

6.8 

55.8 

77.1 

64.6 

50.4 

49.5 

39.0 

28.5 

2.0 

34.4 

1.1 

4.1 

6.4 

8.6 

10.7 

17.7 

30.1 

14.8 

0.9 

2.8 

4.6 

11.0 

17.8 

24.8 

31.1 

18.9 

0.0 

0.6 

2.5 

2.3 

7.3 

17.2 

6.1 

0.0 

0.4 

7.3 

5.2 

10.7 

12.4 

9.2 

0.0 

0.7 

1.3 

1.5 

1.9 

3.1 

6.1 

2.7 

0.0 

0.6 

3.4 

4.8 

6.6 

6.4 

4.0 

5.6 

27.5 

25.0 

7.6 

10.6 

14.0 

25.0 

21.4 

16.7 

22.0 

31.5 

39.9 

23.4 

28.2 

24.8 

29.4 

26.2 

2.2 

1.4 

1.3 

1.0 

1.9 

5.0 

18.4 

4.0 

0.0 

0.6 

1.3 

4.0 

3.1 

4.7 

21.1 

5.6 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

（再掲）40～74歳(n=1,231)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）40～74歳(n=1,253)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等で受けた その他で受けた
受けていない 無回答



102

【①健康診断（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で約９割となっている。

80.0 

16.4 

38.9 

3.6 

73.5 

13.6 

3.5 

7.6 

21.8 

14.9 

26.5 

1.2 

14.1 

27.3 

1.1 

15.1 

5.5 

10.3 

0.0 

6.3 

13.8 

1.7 

1.0 

4.8 

7.3 

7.3 

5.5 

8.0 

38.7 

32.7 

40.7 

24.2 

43.6 

33.2 

1.5 

7.0 

3.2 

11.5 

1.2 

15.1 

16.8 

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

勤め人(n=1,836)

自営業(n=249)

パート・アルバイト(n=588)

家事従事者(n=427)

学生(n=382)

その他(n=60)

無職(n=985)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等で受けた その他で受けた

受けていない 無回答



103

【②胃がん（性別）】

性別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性で３割台前半となっている。

【②胃がん（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性 50～59 歳で４割台後半となっ

ている。

18.9 

8.2 

9.7 

10.2 

3.3 

3.3 

1.4 

1.5 

58.2 

63.8 

8.6 

13.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答

1.1 

2.7 

17.8 

34.3 

40.2 

20.0 

3.2 

32.5 

0.0 

1.1 

8.4 

18.3 

15.0 

11.4 

0.7 

15.2 

0.0 

0.7 

5.1 

4.5 

6.5 

15.4 

24.6 

8.2 

1.1 

2.9 

12.1 

12.9 

16.1 

14.0 

13.5 

0.7 

0.6 

1.5 

0.9 

3.8 

10.7 

1.9 

0.8 

4.4 

2.8 

6.0 

4.7 

4.3 

1.1 

0.7 

0.0 

2.0 

0.5 

1.5 

2.9 

1.4 

0.0 

0.0 

0.8 

2.6 

3.1 

1.7 

1.0 

2.5 

94.5 

91.2 

70.7 

53.5 

46.7 

48.8 

37.9 

49.9 

95.4 

94.4 

83.2 

56.4 

57.1 

53.7 

48.2 

55.9 

3.3 

4.1 

5.7 

4.0 

5.1 

10.4 

20.7 

6.1 

4.6 

3.4 

3.8 

6.2 

9.1 

11.1 

31.4 

8.6 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

（再掲）40～69歳(n=1,032)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）40～69歳(n=1,058)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等で受けた その他で受けた

受けていない 無回答



104

【②胃がん（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で３割台後半となっている。

28.1 

6.5 

7.6 

1.5 
0.9 

4.1 

1.7 

6.7 

13.6 

12.4 

14.9 

0.0 

3.4 

15.6 

0.6 

8.8 

3.9 

4.7 

4.5 

7.1 

1.1 

0.4 

2.5 

0.8 

0.4 

0.0 

2.6 

57.9 

57.6 

66.3 

62.7 

94.8 

58.7 

50.7 

5.6 

13.1 

7.2 

15.5 

3.9 

29.2 

22.3 

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

勤め人(n=1,836)

自営業(n=249)

パート・アルバイト(n=588)

家事従事者(n=427)

学生(n=382)

その他(n=60)

無職(n=985)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた

受けていない 無回答



105

【③肺がん（胸部レントゲン撮影）（性別）】

性別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性で４割台前半となっている。

【③肺がん（胸部レントゲン撮影）（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性 50～59 歳で約６割となってい

る。

25.6 

14.9 

9.9 

10.6 

4.3 

5.2 

1.3 

2.3 

51.1 

56.1 

7.9 

10.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答

6.6 

11.5 

29.9 

39.4 

50.0 

26.9 

4.2 

39.6 

4.6 

9.6 

16.4 

31.1 

23.3 

18.8 

1.3 

25.0 

0.7 

3.2 

6.1 

7.5 

13.1 

26.2 

8.5 

0.9 

1.7 

2.5 

9.5 

12.5 

16.4 

17.1 

12.5 

0.0 

0.7 

1.3 

1.0 

0.9 

5.0 

14.9 

2.1 

0.0 

4.8 

4.2 

7.0 

11.0 

5.2 

1.1 

0.0 

0.6 

1.0 

0.9 

1.9 

2.9 

1.2 

0.0 

0.0 

1.3 

3.3 

3.5 

3.0 

2.7 

3.3 

89.0 

83.8 

59.2 

49.0 

36.9 

43.5 

32.4 

43.3 

90.8 

85.4 

76.5 

45.4 

51.2 

44.0 

42.1 

47.0 

3.3 

3.4 

5.7 

3.5 

3.7 

9.6 

19.4 

5.3 

3.7 

3.4 

3.4 

5.9 

5.2 

10.7 

25.8 

7.0 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

（再掲）40～69歳(n=1,032)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）40～69歳(n=1,058)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答



106

【③肺がん（胸部レントゲン撮影）（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で４割台後半となっている。

39.9 

8.0 

17.1 

1.8 

6.4 

9.0 

2.2 

6.0 

12.8 

11.2 

17.4 

0.3 

3.4 

17.9 

0.4 

13.9 

5.1 

6.9 

0.0 

4.9 

11.4 

0.8 

0.4 

2.7 

3.5 

0.4 

4.9 

3.3 

48.0 

52.5 

58.4 

57.6 

89.3 

48.9 

46.4 

4.9 

12.4 

5.5 

12.8 

3.7 

28.9 

18.8 

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

勤め人(n=1,836)

自営業(n=249)

パート・アルバイト(n=588)

家事従事者(n=427)

学生(n=382)

その他(n=60)

無職(n=985)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答



107

【④大腸がん（便の潜血反応）（性別）】

性別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性で３割台半ばとなっている。

【④大腸がん（便の潜血反応）（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、男性 50～59 歳で５割台前半となっ

ている。

20.5 

10.5 

10.1 

10.0 

3.8 

5.1 

1.0 

2.3 

54.3 

60.5 

10.3 

11.5 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答

2.2 

5.4 

20.4 

37.9 

41.1 

21.9 

2.3 

34.7 

0.0 

2.2 

10.1 

24.5 

18.8 

14.1 

0.7 

19.7 

2.0 

3.2 

6.1 

8.4 

15.0 

24.6 

9.3 

1.1 

2.9 

8.8 

14.3 

15.8 

14.7 

12.6 

0.0 

1.3 

1.0 

0.9 

4.2 

13.3 

1.9 

0.4 

5.9 

4.2 

7.4 

9.7 

5.7 

0.0 

0.6 

0.5 

0.9 

1.2 

2.6 

0.8 

0.0 

0.0 

2.9 

3.7 

3.5 

3.0 

1.7 

3.4 

91.2 

87.8 

66.2 

50.5 

42.5 

45.4 

33.3 

46.4 

96.3 

92.1 

79.8 

52.0 

53.0 

50.0 

45.2 

51.8 

6.6 

4.7 

8.3 

4.0 

6.1 

12.3 

23.9 

7.0 

3.7 

4.5 

3.8 

5.1 

6.3 

9.7 

28.1 

6.8 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

（再掲）40～69歳(n=1,032)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）40～69歳(n=1,058)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答



108

【④大腸がん（便の潜血反応）（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で約４割となっている。

31.6 

5.2 

12.0 

1.5 
1.2 

4.1 

1.9 

6.7 

13.8 

11.2 

16.9 

0.0 

0.0 

16.0 

0.7 

13.9 

4.9 

6.7 

2.4 

9.9 

0.9 

0.0 

3.4 

3.1 

0.0 

2.8 

54.2 

54.9 

61.9 

58.8 

93.1 

60.8 

47.2 

6.0 

12.3 

6.6 

12.9 

5.6 

32.6 

22.1 

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

勤め人(n=1,836)

自営業(n=249)

パート・アルバイト(n=588)

家事従事者(n=427)

学生(n=382)

その他(n=60)

無職(n=985)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等を受けた その他で受けた

受けていない 無回答



109

【⑤乳がん（女性のみ）（年齢別）】

年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、40～49歳で５割台前半となっている。

【⑤乳がん（女性のみ）（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で４割台半ばとなっている。

0.0 

7.9 

14.3 

22.7 

12.5 

9.4 

0.7 

15.5 

0.0 

3.4 

11.3 

18.3 

18.5 

16.4 

7.7 

17.8 

0.0 

0.4 

8.1 

2.8 

3.4 

5.7 

4.9 

2.9 

3.3 

4.2 

3.0 

0.3 

3.5 

95.4 

83.7 

69.7 

43.2 

55.7 

59.1 

53.5 

51.9 

4.6 

5.1 

1.3 

4.4 

6.3 

8.7 

32.1 

6.3 

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

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）40～69歳(n=1,058)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答

28.2 

5.5 

8.9 

1.3 
0.0 

6.2 

1.2 

12.3 

19.4 

12.6 

13.8 

0.7 

18.0 

11.0 

2.5 

4.6 

5.3 

4.5 

0.0 

2.8 

4.6 

1.3 

1.2 

3.5 

3.3 

0.0 

1.6 

53.1 

54.3 

63.1 

59.5 

95.4 

50.0 

56.5 

2.6 

15.0 

6.7 

17.5 

3.9 

23.0 

25.2 

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

勤め人(n=608)

自営業(n=86)

パート・アルバイト(n=471)

家事従事者(n=420)

学生(n=182)

その他(n=44)

無職(n=538)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等を受けた その他で受けた

受けていない 無回答



110

【⑥子宮がん（女性のみ）（年齢別）】

年齢別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、40～49歳で５割台前半となっている。

【⑥子宮がん（女性のみ）（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、勤め人で４割台後半となっている。

24.0 

1.2 

9.2 

1.3 

0.0 

8.4 

1.4 

18.3 

17.1 

18.5 

14.2 

3.7 

18.0 

8.4 

1.8 

6.2 

6.5 

2.7 

1.7 

6.1 

4.0 

2.5 

4.1 

3.5 

2.5 

0.0 

0.0 

1.8 

50.1 

55.5 

56.3 

62.0 

90.7 

44.4 

57.1 

3.2 

16.0 

6.0 

17.3 

3.9 

23.0 

27.3 

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

勤め人(n=608)

自営業(n=86)

パート・アルバイト(n=471)

家事従事者(n=420)

学生(n=182)

その他(n=44)

無職(n=538)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等を受けた その他で受けた

受けていない 無回答

0.0 

7.3 

15.5 

19.0 

10.1 

8.1 

0.7 

12.5 

1.8 

18.5 

21.0 

22.7 

19.5 

12.8 

3.3 

19.2 

0.0 

2.2 

2.1 

6.6 

3.1 

3.0 

4.3 

3.6 

1.1 

5.5 

4.0 

3.1 

2.0 

0.3 

3.2 

93.6 

67.4 

55.9 

43.6 

58.2 

62.1 

56.9 

56.4 

4.6 

3.4 

0.0 

4.0 

5.9 

12.1 

34.4 

5.1 

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

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

（再掲）20～69歳(n=1,627)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた

市が実施する健診等で受けた その他で受けた

受けていない 無回答



111

【⑦歯科健診（性別）】

性別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、女性で５割台半ばとなっている。

【⑦歯科健診（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「受けていない」と回答した人の割合は、男性 20～29 歳、男性 40～49

歳で約６割となっている。

6.7 

5.4 

31.3 

45.2 

0.6 

1.0 

3.3 

3.6 

47.0 

35.6 

11.0 

9.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答

58.2 

7.4 

3.2 

4.0 

3.3 

3.1 

1.3 

66.1 

6.2 

1.3 

2.6 

2.1 

2.0 

0.3 

17.6 

26.4 

36.3 

25.3 

31.3 

33.8 

38.5 

18.3 

39.9 

47.9 

48.4 

48.8 

50.3 

44.8 

0.0 

0.7 

0.6 

0.0 

0.0 

0.4 

1.9 

0.0 

1.1 

2.5 

0.7 

1.0 

1.0 

0.7 

1.1 

1.4 

3.2 

3.0 

2.8 

3.5 

5.8 

0.0 

1.1 

2.5 

3.3 

1.0 

4.0 

7.4 

20.9 

59.5 

49.0 

60.1 

53.3 

45.8 

29.8 

14.7 

48.3 

43.3 

38.1 

41.1 

34.6 

26.1 

2.2 

4.7 

7.6 

7.6 

9.3 

13.5 

22.7 

0.9 

3.4 

2.5 

7.0 

5.9 

8.1 

20.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答
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【⑦歯科健診（就労状況別）】

就労状況別にみると、『受けた』と回答した人の割合は、学生で６割台後半となっている。

≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23 年度 平成 29 年度 令和 3年度

過去１年間に歯科健康診査を受診した者の

割合(20 歳以上)
42.3％ 47.4％ 47.0％

【過去１年間に歯科健康診査を受診した者】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

過去 1年間に歯科健康診査を受診した者の割合の増加

目標値：65％（令和 4年度）

42.3 

47.4 

47.0 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

4.8 

0.9 

1.8 

0.9 

43.7 

0.0 

0.3 

37.1 

42.4 

45.9 

49.8 

21.7 

50.2 

36.6 

0.6 

0.4 

1.0 

1.7 

0.0 

0.0 

1.3 

2.4 

3.2 

1.8 

5.4 

0.9 

1.7 

6.8 

47.5 

42.7 

43.6 

30.5 

30.9 

26.2 

36.4 

7.6 

10.4 

5.9 

11.8 

2.9 

22.0 

18.7 

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

勤め人(n=1,836)

自営業(n=249)

パート・アルバイト(n=588)

家事従事者(n=427)

学生(n=382)

その他(n=60)

無職(n=985)

学校・勤務先で受けた 個人的に医療機関で受けた
市が実施する健診等を受けた その他で受けた
受けていない 無回答
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10 その他について

(1) 広島市での生活全般の満足度

【広島市での生活全般の満足度】

広島市での生活全般の満足度について、『満足している』（「非常に満足している」＋「やや満

足している」）と回答した人の割合が 80.6％、『不満である』（非常に不満である」＋「やや不

満である」）と回答した人の割合が 17.4％となっている。

【広島市での生活全般の満足度（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

問 31 広島市での生活全般について、現在どの程度満足されていますか。【○は１つ】

14.7 65.9 14.6 2.8 1.9 

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

n=4,549

非常に満足している やや満足している やや不満である

非常に不満である 無回答

15.9 

13.6 

65.1 

66.7 

14.3 

15.0 

3.0 

2.6 

1.7 

2.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

非常に満足している やや満足している やや不満である

非常に不満である 無回答
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【広島市での生活全般の満足度（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、『満足している』と回答した人の割合は、女性 15～19 歳、女性 20～29

歳で９割を超えている。

【広島市での生活全般の満足度（居住区別）】

居住区別にみると、『満足している』と回答した人の割合は、中区、南区、西区、安佐南区、

佐伯区で８割台前半となっている。

23.1 

18.2 

17.2 

16.2 

16.4 

12.7 

12.9 

27.5 

24.2 

8.8 

12.8 

12.2 

11.4 

11.0 

62.6 

66.9 

60.5 

66.2 

61.7 

68.5 

67.3 

67.0 

66.9 

64.3 

64.8 

65.5 

69.1 

68.6 

11.0 

10.1 

17.8 

12.1 

16.4 

16.2 

14.6 

5.5 

7.9 

21.0 

18.3 

18.5 

14.4 

13.0 

3.3 

4.1 

3.8 

3.0 

5.1 

0.8 

1.6 

1.1 

5.5 

3.7 

2.8 

2.3 

1.7 

0.0 

0.7 

0.6 

2.5 

0.5 

1.9 

3.6 

0.0 

0.0 

0.4 

0.4 

1.0 

2.7 

5.7 

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

男性 15～19歳(n=128)

20～29歳(n=276)

30～39歳(n=303)

40～49歳(n=398)

50～59歳(n=354)

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

女性 15～19歳(n=122)

20～29歳(n=269)

30～39歳(n=301)

40～49歳(n=400)

50～59歳(n=360)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

非常に満足している やや満足している やや不満である

非常に不満である 無回答

14.5 

17.2 

16.4 

12.9 

15.4 

13.6 

11.3 

15.5 

69.2 

62.1 

65.6 

69.7 

65.8 

61.5 

65.3 

66.5 

12.0 

15.0 

12.5 

12.6 

15.2 

19.4 

18.2 

13.7 

2.3 

3.1 

3.9 

4.0 

1.8 

2.1 

3.9 

2.3 

2.0 

2.5 

1.5 

0.9 

1.8 

3.4 

1.3 

2.0 

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

中区(n=481)

東区(n=450)

南区(n=511)

西区(n=762)

安佐南区(n=952)

安佐北区(n=546)

安芸区(n=286)

佐伯区(n=552)

非常に満足している やや満足している やや不満である

非常に不満である 無回答
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【広島市での生活全般の満足度（経年比較）】

経年比較すると、『満足している』と回答した人の割合は、上昇している。

7.5 

14.3 

14.7 

61.9 

64.0 

65.9 

22.4 

15.6 

14.6 

4.4 

2.8 

2.8 

3.8 

3.2 

1.9 

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

平成23年度

平成29年度

令和3年度

非常に満足している やや満足している やや不満である

非常に不満である 無回答
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(2) 新型コロナウイルス感染症の影響による変化

【新型コロナウイルス感染症の影響による変化】

新型コロナウイルス感染症の影響による変化について、「増えた」と回答した人の割合は、

「ストレスを感じること」が 43.5％と最も高く、「スーパーやコンビニの弁当や惣菜、飲食店

のテイクアウトやデリバリーを利用すること」（27.2％）、「体重」（24.4％）が続いている。

一方で、「減った」と回答した人の割合は、「地域とのつながりを感じること」が 36.8％と最

も高く、「１週間の運動日数」（25.9％）、「運動を行う日の平均運動時間」（22.1％）が続いてい

る。

問 32 この１年間に、新型コロナウイルス感染症の影響により、次の(1)～(15)について変化が

ありましたか。【○はそれぞれ１つずつ】

24.4 

6.8 

6.1 

3.3 

13.9 

12.3 

27.2 

5.2 

4.1 

1.9 

8.1 

43.5 

2.3 

5.7 

1.9 

63.7 

63.6 

67.5 

91.2 

75.2 

73.0 

57.7 

71.5 

72.5 

67.2 

80.0 

50.8 

80.2 

75.2 

57.4 

10.1 

25.9 

22.1 

3.5 

7.5 

10.3 

11.0 

9.8 

9.2 

3.9 

9.2 

2.6 

13.3 

15.7 

36.8 

1.8 

3.6 

4.3 

2.1 

3.4 

4.4 

4.1 

13.6 

14.2 

27.0 

2.8 

3.1 

4.2 

3.4 

3.8 

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

①体重

②1週間の運動日数

③運動を行う日の平均運動時間

④朝食を食べること

⑤間食をすること

⑥家族等と一緒に食事をすること

⑦スーパーやコンビニの弁当や惣菜、飲食店

のテイクアウトやデリバリーを利用すること

⑧1週間当たりの飲酒の日数

⑨1日当たりの飲酒の量

⑩1週間当たりの喫煙の頻度

⑪1日当たりの睡眠時間

⑫ストレスを感じること

⑬健康診断やがん検診、歯科健診を

受診すること

⑭病院（歯科を含む）を受診すること

⑮地域とのつながりを感じること

増えた 変わらない 減った 無回答

n=4,549
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【①体重（性別）】

体重について、性別にみると、大きな差はみられない。

【②１週間の運動日数（性別）】

１週間の運動日数について、性別にみると、大きな差はみられない。

【③運動を行う日の平均運動時間（性別）】

運動を行う日の平均運動時間について、性別にみると、大きな差はみられない。

【④朝食を食べること（性別）】

朝食を食べることについて、性別にみると、大きな差はみられない。

【⑤間食をすること（性別）】

間食をすることについて、性別にみると、「増えた」と回答した人の割合は、女性で１割台後

半となっている。

23.5 

25.3 

66.5 

61.1 

8.8 

11.3 

1.3 

2.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

7.3 

6.3 

64.1 

63.2 

25.8 

26.0 

2.8 

4.4 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

6.4 

5.8 

68.5 

66.7 

21.9 

22.2 

3.3 

5.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

3.2 

3.3 

90.9 

91.5 

4.0 

3.0 

1.9 

2.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

10.3 

17.2 

79.0 

71.7 

7.8 

7.2 

2.9 

4.0 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答
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【⑥家族等と一緒に食事をすること（性別）】

家族等と一緒に食事をすることについて、性別にみると、大きな差はみられない。

【⑦スーパーやコンビニの弁当や惣菜、飲食店のテイクアウトやデリバリーを利用すること（性別）】

スーパーやコンビニの弁当や惣菜、飲食店のテイクアウトやデリバリーを利用することにつ

いて、性別にみると、「増えた」と回答した人の割合は、女性で約３割となっている。

【⑧１週間当たりの飲酒の日数（性別）】

１週間当たりの飲酒の日数について、性別にみると、大きな差はみられない。

【⑨１日当たりの飲酒の量（性別）】

１日当たりの飲酒の量について、性別にみると、大きな差はみられない。

【⑩１週間当たりの喫煙の頻度（性別）】

１週間当たりの喫煙の頻度について、性別にみると、大きな差はみられない。

11.8 

12.7 

75.2 

70.9 

9.4 

11.2 

3.6 

5.2 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

24.0 

30.1 

63.3 

52.5 

9.9 

12.1 

2.8 

5.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

6.9 

3.6 

72.8 

70.2 

11.1 

8.6 

9.2 

17.6 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

5.8 

2.5 

74.1 

71.1 

10.3 

8.2 

9.8 

18.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

2.9 

1.0 

68.4 

66.1 

4.7 

3.2 

24.0 

29.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答
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【⑪１日当たりの睡眠時間（性別）】

１日当たりの睡眠時間について、性別にみると、大きな差はみられない。

【⑫ストレスを感じること（性別）】

ストレスを感じることについて、性別にみると、「増えた」と回答した人の割合は、女性で約

５割となっている。

【⑬健康診断やがん検診、歯科健診を受診すること（性別）】

健康診断やがん検診、歯科健診を受診することについて、性別にみると、「減った」と回答し

た人の割合は、女性で１割台半ばとなっている。

【⑭病院（歯科を含む）を受診すること（性別）】

病院（歯科を含む）を受診することについて、性別にみると、「減った」と回答した人の割合

は、女性で約２割台となっている。

【⑮地域とのつながりを感じること（性別）】

地域とのつながりを感じることについて、性別にみると、「減った」と回答した人の割合は、

女性で４割台前半となっている。

8.7 

7.5 

82.2 

77.9 

6.9 

11.3 

2.2 

3.3 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

35.7 

50.7 

59.2 

43.1 

2.7 

2.4 

2.3 

3.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

2.0 

2.7 

84.4 

76.2 

10.3 

15.9 

3.3 

5.1 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

4.7 

6.7 

80.9 

70.0 

11.6 

19.5 

2.9 

3.8 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答

2.1 

1.8 

63.8 

51.5 

31.1 

42.1 

3.0 

4.6 

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

男性(n=2,185)

女性(n=2,364)

増えた 変わらない 減った 無回答
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(3) 自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況

60歳以上の人のみが回答

【自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況】

自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況について、「参加した」と回答した

人の割合が 17.2％、「参加していない」と回答した人の割合が 81.0％となっている。

【自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況（性別）】

性別にみると、大きな差はみられない。

【自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況（性・年齢別）】

性・年齢別にみると、「参加した」と回答した人の割合は、男女ともに 70歳以上で２割を超

えている。

【自主的に行われている健康・スポーツの活動への参加状況（経年比較）】

経年比較すると、「参加した」と回答した人の割合は、上昇している。

問 33 この１年間に、自主的に行われている健康・スポーツの活動（体操、歩こう会、ゲートボ

ールなど）に参加されましたか。【○は１つ】

17.2 81.0 1.8 

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

n=1,639

参加した 参加していない 無回答

15.3 

18.8 

83.0 

79.4 

1.7 

1.8 

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

男性(n=727)

女性(n=913)

参加した 参加していない 無回答

7.7 

20.1 

13.4 

21.4 

91.5 

77.7 

86.6 

75.9 

0.8 

2.3 

0.0 

2.7 

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

60～69歳(n=280)

70歳以上(n=447)

60～69歳(n=298)

70歳以上(n=615)

参加した 参加していない 無回答

男性

女性

13.1 

15.6 

17.2 

0% 10% 20% 30%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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≪目標値の達成状況≫

指標 平成 23年度 平成 29 年度 令和 3年度

60 歳以上で健康・スポーツの地域活動に参加

する者の割合
13.1％ 15.6％ 17.2％

【60歳以上で健康・スポーツの地域活動に参加する者】

「元気じゃけんひろしま２１(第２次)」の目標

健康・スポーツの地域活動に参加する者の割合の増加

目標値：23％（令和 4年度）

13.1 

15.6 

17.2 

0% 5% 10% 15% 20%

平成23年度

平成29年度

令和3年度
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Ⅲ 自由記述（抜粋）

１ 栄養・食生活について

・手軽で時短できる調理法や、独身の方へ向けた献立などを知る機会がほしい。

・食事も間食もなるべくたんぱく質を取るように気をつけている。

・毎日、毎食ざっくりで良いので、食べた物をメモに取るようにしています。

・毎日同じような食事をしているが、良くないと思う。

・良い食べ物や野菜等、安く手に入って、ゆっくりと料理する余裕のある生活がしたいと思いま

す。若い人は（30～40 代）したくても実現が難しいと思う。

・食事内容を見直し、運動面では自分に合ったストレッチなど、意識して取り入れるようにして

いきたいと思います。

・バランスの良い食事を心がけ、これからも体力維持、健康維持できるように、規則正しい生活

に努めたい。

・私の子はアレルギー持ち、食べるものは皆と違って手間がかかる。アレルゲン除去された食べ

物はお店に少ない。

・今は女性（母親）もほとんどの方が働いているので、子どものお弁当作りは負担である。高校

生まで栄養バランスの取れた温かい給食が出ると多勢の母親が喜ぶと思う。

・運動とか食事は自分で考えて行う方が良いと思います。

・薄味を心がけています。

・今のところ元気なので薬も飲まないようにしているし、添加物もなるべくないもの、体に悪い

ものはなるべく取らないよう気をつけている。無添加無農薬有機肥料のものを安く、増やして

ほしい。

・食事はいつも気をつけています。

・只今、生後７ヵ月の赤ちゃんを育児しています。赤ちゃん中心の生活となり、どうしても自分

の食生活が乱れがちです。一汁三菜を作る時間、食べる時間、後片付けの時間、その全てを大

人に費やすのであれば、赤ちゃんとの時間に使いたいと思ってしまいます。結果的に素早く調

理できる炒めものが中心となり、体重増加に影響していると感じています。

・つい食べすぎるので量を決めよくかんで食べていきたい。

・家庭菜園で作った野菜をいただいて、健康になることを目標にしています。

・なるべく手料理を作るように、青汁を飲んだりして体調に気をつけています。

・規則正しい生活、健康のために体力づくりやバランスのとれた食生活に気をつけていても、病

はやってくるんですよね…残念ながら。

・ジムに行く回数が減った。食事（野菜をとるよう）に気をつけるようになった。

・一人暮らしですが食事など気をつけて自分で料理して食べています。

・野菜(煮て食べる）を多く食べる。

・カロリーが少ないお弁当屋さんなどがあったらうれしいです。

・飲食は腹八分、甘い物は少しにする。

・スーパーなどの食品（野菜・くだもの・魚類・冷凍食品）の調理法、食し方がわからない（外

国食品が入って来て）。ビタミンＡＢＣetc 栄養が何に体に良いのか日常的にわからない！
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２ 身体活動・運動について

・年齢が増えてくると、運動が億劫になってきているので、努めてするように心がけています。

・足腰が悪いため辛うじてラジオ体操に参加させていただいております。

・福祉センターで月４回体操をしていましたが、コロナで約３ヶ月休館しました。10月半ばに再

開しましたが、体力が低下したような気がします。再び休館がないようお世話になりたいと願

っています。

・毎朝、近くの公園で、ラジオ体操できるといいと思う。

・以前、京都府に住んでいた時、近くの木津川マラソン（コースも長短あり）、商店街・地域ご

とにウォーキング大会などがあり、普段運動しない人も老若男女、気軽に参加でき、参加する

と商店街でのポイントも付き、楽しくお得に健康づくりできました！

・毎朝ラジオ体操をする。毎日 30分間ルームランナーで汗をかく。

・雨の日以外毎日、家内と２人で朝 5：00～6：00 まで１時間必ず散歩です。

・グループ活動に入っていないので、そこでのアドバイスは受けられない。自分で何でも気をつ

けるしかない。お医者さんはいつも 30分位歩きなさいと言われる。気をつけて歩いている。

・激しい運動は難しいので、できるだけ毎日歩くことを続けようと思います。習慣や健康づくり

は自分の努力で続けることを大切にしようと思っています。

・無理のない歩行（運動とはいかないと思いますが）、散歩を習慣づけて続けることが大切と思

います。

・今すぐできるウォーキングを始める。最初は少し、距離を伸ばす。

・健康のために運動をしないといけないとはわかっているのですが、なかなか始めることができ

ません。何かきっかけがあるといいのですが。

・毎朝５～15分のストレッチと風呂上がりの青竹踏みをしています。とても健康的な日常を過ご

しています。特に就寝時間を 10～10 時半にして、ますます元気になりました。

・グランドゴルフに参加することによって、健康に（血糖値）も良くなり、体重も安定しストレ

スも少なくなる。

・近くの公園などで、年配の方々がラジオ体操を実施されていて、快く参加させていただけるの

で、ウォーキングの支えになっています。

・年齢、体力にあった身体の動かしかたをしておりますが、不足分が生活習慣病を多くしている

のでしょうかね！！

・新型コロナウイルスが終わったら、運動を少し考えています。

・歩くこと（ウォーキング）が一番長続きすることができる運動です。また、美しい物を見つけ

たりし、ストレス解消になります。

・友達とゴルフ（パークゴルフも）をしたり、週に３回楽しんでいるので、このままで元気でい

ることを願っています。今のとこ病気はなしです。

・以前より卓球を楽しんでおりましたが、こちらに転居して、しばらくウォーキングだけでした。

今は週に１回だけラージボールに参加しています。マスクを外してできるようになるといいと

思います。

・血糖値が上がり（ＨｂＡｌｃ）去年 12 月 7.5 になり今年１月よりスポーツジムに行き出し、

週３日、１日２時間を行っています。現在ＨｂＡｌｃは 6.5～6.7 です。できる限り続けたい

と思います。尚毎日、雨天、所用のある日を除いて朝１時間歩いています（60歳以降続けてい
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ます）。

・週１日ゴルフでストレス発散、歩行。

・コロナで仕事も減りジム通いが増えました。もちろん感染対策をしながら、身体も軽くなり元

気になった気がします。

・気にして歩くようにしている。１日 7,000 歩は歩いている。

・ジョギング、ウォーキングしていますが、減りました。

・とにかく歩くことから始めるしかないと思う。あとは乗り物にできるだけ乗らないようにする

等。

・健康づくりは継続と思います。スポーツジムに行って、運動しています。少しお金をかけない

と、自身のペースではできないと思います。

・毎朝 10分程度のストレッチ体操。週３回グラウンドゴルフ。週３回 30分程度のウォーキング。

・歩数計を毎日着けております。ありがとうございました。

・ウォーキングなど体力低下防止に努めていきたいと思っています。

・車に乗って行動しているため歩くことが非常に少ない。車に乗らなくなったら行動することが

不安である。できるだけ歩くようにしようと思う。

・スポーツ参加を推奨していますが、個人でできることもあると思うので、そちらを参考にした

い。

・脳梗塞のため、歩くことがやっとでプールに行って歩行している。

・適当な運動が大事に感じる。在宅勤務で本当に動きが減ったので、自主的に運動しないといけ

ない。

・安くて行きやすいスポーツジムがあれば。30 代ですが、土手でゲートボールなどしたいです。

・子どもを連れて遊びに行ける場所が増えると小さな時から体を動かす習慣ができると思う。

・自分に合ったストレッチなど、意識して取り入れるようにしていきたいと思います。

・外での運動より中でバレー、バスケ等をして楽しく運動がしたい。

・今は基本的生活習慣を守りストレスをためない努力をし、朝夕のストレッチ、ウォーキング等

で体力を維持しています。

・ジムに月に 10回を目標に通っている。ラジオ体操はできる限り行っている。

・時間が取れたらウォーキングを開始したい。

・ジムに行く回数が減った。

３ 喫煙について

・歩きたばこを禁止してください！

・マンションの前でたばこを吸うことも禁止にしてほしい。家の窓を開けていると、家の中に入

ってくるから嫌すぎる。

・職場内での禁煙が徹底されることにより、路上喫煙が増えており、昼休みは公園やコンビニ周

辺の喫煙者が多く、喘息持ちなので非常に困っております。

・路上喫煙について、市内全域で禁止するなどの厳罰化。コンビニなどの屋外の喫煙スペースを、

コンビニ利用者が通過する場所の近くに設置しないことなどをコンビニ各社等と調整しても

らいたい。

・バス停付近での喫煙による受動喫煙に困っているので、改善していただきたいです。
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・路上、学校近くでの喫煙を禁止してほしい。小学校のすぐ近くで先生が喫煙しているのはどう

かと思います。

・喫煙場所の整備が必要。以前よりも路上での喫煙や吸い殻のポイ捨てが増えている気がする。

・道でたばこを吸いながら歩く人が多くいる。はっきり言って迷惑だ。所定の場所で吸ってほし

い。

・店の前側のベンチで、購入した物を飲食したり、お弁当を食べたりする学生がいて、コロナ禍

で、前を通るのが心配です。喫煙スペースもあって、煙が流れます。スーパーの前など人の通

るところでの喫煙や飲食を禁止してほしいです。

・路上の喫煙、吸い殻のポイ捨て等を不愉快に思っているので、市の条例等で規制してほしい。

・喫煙ルームを増やしてほしいです。路上でたばこの煙を吸いたくないため。健康面で不安にな

ります。

・ベンチやコンビニ周辺での喫煙によるたばこのニオイ・煙、また交通量の多い道路でのバス・

トラックの排気ガスが気になることが多くあります。なかなか難しい問題ではあると思います

が、少しずつでも改善されていけば良いなと思います。

・子どもが利用する公園での喫煙やゴミの放置などが気になります。少しでも改善されるとあり

がたいです。

・喫煙制限区域を駅周辺も含められていたらいいのにと思う。電車を降りて吸う人が多く、踏切

待ちの時に煙が迷惑。

・受動喫煙の防止に対する法律、罰則の強化

・喫煙ルールの明確化(厳格)をしっかりと行ってほしい。特に通学路、公共機関での強化は必要。

・屋外にある喫煙所、灰皿を撤去してほしい。

・公園で喫煙している人がけっこう今でもいて、子どもを連れていくので、気になってしまう。

やめてほしい。

・自分が気をつけていても、同じマンションの１Ｆに住む人がたばこをベランダで吸っている。

においや孫、自身もぜんそくがあるのでやめてほしい。

・公共施設（役所含）内の完全分煙。

・受動喫煙は隣家の煙で窓を開けているとたばこの臭いがぷんぷんしてくる。

・ベランダでの喫煙を無条件で禁止にしてほしい。

・ポイ捨てが多いと思います。

・市役所にお勤めの方が歩きたばこをしたり、路上でたばこを吸っているのを注意してください。

４ 情報の周知、講座、催しの開催などについて

・健康づくりの機会を提供してもらえば、参加したいと思う。

・子どもの頃から、食生活や生活習慣の与える影響についてもっと学習する機会があった方が、

将来の健康に対する意識が変わるのではないかと思う。

・公民館での健康体操や人生 100 年時代等の話が生活の方向性を変えてくれました。

・市や区で楽しくみなさんと学べる期会を増やし、チラシ等わかりやすく、見て聞けるようにし

てほしい。参加してみたいと思うので。

・恥ずかしながら、広島市健康づくり計画というのを初めて知ったので、テレビやポスター等で

もっとＰＲしていただけたらネット検索ができるのでありがたいです。
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・健康で生活ができることを願っていますが、つい自分にあまくなります。公民館など近くで、

いろいろ学べたり、体力づくりなどの会がもっとあると良いです。

・がん検診呼びかけのポスターが非常に印象深いです。これからも閣下にお願いしたいです。何

にしても周知させるにはインパクトが大切と思うので。

・食事の献立を決めることが苦手で、いつも決まったものにしてしまう。より庶民的な料理でレ

シピを考えて教えてくれるものがあるととても助かる。

・行動できる限り、色々な行事に参加したいです。たくさん参加する楽しい催しを開いてくださ

い。

・年を取ってもできる運動を公民館等で増やしてほしい。一人ではなかなかできないが、仲間が

いればできる。（家の近いと参加しやすい）

・独身で働いている 30 代女性が参加しやすい講演会や教室の開催、また、その情報提供をして

ほしい。

・外出できない人や、家に居ることが多い人でもできる健康づくりの方法が知りたい。

・市民と市政を見て、家族で参加できる行事に申し込むことがあります。今後も家族で参加でき

るイベントを開催していただけるとうれしいです。

・生活習慣も健康作りも、自身の努力責任で行うもので他人がどうこうできる問題ではないと思

うのですが、気をつけて声かけ合うこと、誘い合うことが大事なのかなと思います。

・市の広報などに載っている、スポーツ教室のお知らせなどは平日の昼間が多く、若者は参加し

づらいように感じます。（高齢者の方を対象に行っているものなのかもしれませんが…）

・家にいる時間が増えているので、テレビＣＭなどで健康維持ができるように体操やご飯のメニ

ューを提示してほしいです。

・毎月、市等が取り組んでいる健康スポーツ活動等の情報提供をお願いしたい。

・参加する所が少ない。もっと増やしてほしい。

・歳と共に生活習慣に気をつけるようになりました。お年寄りが元気になるのも大切ですが、若

い時に生活習慣を見直すことが大切だと思います。見直す機会を多く作っていただきたいです。

・健康に関するイベントを増やして気軽に参加できるようにしてほしい。

・地域の農協婦人部の主催でパークゴルフ大会に参加し、平素話しもしたことのない方々と親し

く楽しい時間が持てましたことで、人間一人では何もできず何も感ずることができないとつく

づく思いました。それにはまず健康が第一と思いました。

・コロナが終わったら、何か講習とかを開いてほしい。

・健康づくりの講習会等があったら教えてほしい。

・家の中でできる簡単な運動を教えてほしい。

・万歩計を使用することで、自分の運動不足さが実感できました。積極的に生活習慣や健康づく

りに取り組めるイベントや援助があると参加しやすいと思います。

・市民と市政の広報紙等に健康のプチ情報やお散歩、ウォーキングおすすめコース等の情報があ

ると良いかと思います。コロナ禍でお家時間が多い中、広島のプチ発見！！特集でおでかけで

きる情報マップも良いかと思います。

・年を取ったせいか遠くに行くのが億劫になった。公民館など自分に合うのは参加するようにし

ている。

・市民の健康づくりのためには健診も過程の中で必要ですが、予防のための市民を“屋外へ引き
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出す”ワクワクして参加したくなる施策づくり(ソフト)にも予算を多くかけてはどうでしょう

か。各スポーツセンター、施設を核に他の自治体、外国の例を参考に案をつくってはどうでし

ょうか。

・電車やバスに立って乗ると消費エネルギーがどの程度か、１駅分歩くとどの程度か、表示され

ていると良いかと思う。

・長続きできるお金のかからない健康や運動の情報がほしい。ネットの情報ではなく自治体独自

の提供として。

・今や、一人一台携帯を持つ時代。市が作成するアプリなどを使って毎日の健康チェックとかで

きたらいいですよね。運動種目と時間入力したら消費カロリーが算出とか、危険な生活習慣が

続く方には勧告が行くとか…。

・区民センターなどの広場で、体操、運動イベント（子ども～大人までそれぞれ参加できるもの）

などあればうれしいです。

・自分の健康は「自分で守る」、行政にはサポートをしていただければと思います。

・自分くらいの年齢の人はどれくらい運動したり、適正なカロリーがどれくらいかがよくわから

ないため、年代別に分けた表などを作ってほしい。

・体の健康だけでなく、心の健康についても考えていけるようなイベント等がもっと増えれば良

いと思う。

・私はまだ仕事で毎日忙しいですが、私の父や母は地域の健康活動などに参加して楽しそうです。

これからもそういう活動を続けていただいて私も参加できればと思っています。

・「市民だより」で健康づくりのプログラム(ストレッチ)の運動例を掲載してほしい。

・60 歳過ぎると色々な健康、スポーツ活動の場がありますが、50 代の仕事も子どもも親もみる

年代にも気楽にできるスポーツや語らいの場などがあれば良いと思います。50代で無理を重ね

た生活があとで大変になるので。

・健康づくり等の情報をたくさん発信していただきたい。

・ほとんど運動していないので、ますます健康に不安です。散歩が趣味ですが、機会があれば何

か参加したいです。元気が１番ですよね！コロナに負けず、健康で元気に過ごしたいです。

・元気で年を取っていきたい一方で、仕事等で日頃から体を動かす等をしていません。ちょっと

したきっかけがあれば、行ってみたり、継続したりできるかなとも思います。他力本願で申し

訳ですが、きっかけ作りがたくさんあればうれしいです。

・地域全体での健康づくりのためのイベントの開催等があれば良いと思います。

・小学生（低学年）や幼稚園児と一緒に大人が遊べるスペースを充実させてほしいです。コロナ

禍で子どもたちもストレスを抱えていますが、親子で遊べる（＝互いの運動）機会が増えれば

市民生活の向上にもつながります。

・基礎体力測定などを無料で実施してもらえたりすると、より一層、健康に気をつけようという

気持ちになれるように思います。コロナ禍においては、なかなか難しいとは思いますが。

・健康づくりに関するイベント等を増やしたり、そういうスマホアプリを開発してみたらいいと

思います。

・生活習慣を改善したいと思いながらも、育児と仕事で余裕がないのが現実です。家族で参加で

きるようなイベントがあるとうれしいです。

・地元産の青空市場（野菜、果物等）が開催できると良いです。町づくりに関心があり、地域が
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発展することを望んでいます。併せて、災害に強い町（イコール長寿の町）につながると思い

ますので、自治体、企業（自身の職場）他と連携して、企画や活動ができると良いです。

・正しい運動の仕方（歩き方など）を多くの方に伝えてほしい。

・市の主催の健康教室や体験等をやっていると思うのですが、ＰＲがたらないのか、あまり聞こ

えて来ないように思います。

・広島市は他行政よりも、健康補助等に力を入れられていると思われますが、対象者への周知が

わかりづらいです。また、同じ年齢でも住む地域により案内が届かないという話を聞きました。

・コロナがある程度収束したら気軽に参加できる体操・ヨガ教室などに行ってみたいので、情報

を教えてください。

・ぜひ今後ともお年寄りだけでなく、若者の健康（身体・精神含め）にも、力を入れる政策に取

り組んでいただきたいです。

・各地区で行われている会の開催状況、町内会に加入していない（マンション etc）住民が参加

可能な団体等の情報。

・この調査で自分の生活習慣を見つめ直す機会になった。また、「歩数調査」も対象となり、自

分の歩数を知り、今後も意識して歩くことを心がけようと思った。働いていても参加しやすい

公民館等での運動教室や、コロナでも気軽にできるＴＶなどでのラジオ体操、ストレッチ、ヨ

ガなどがもっとあるとありがたい。

・平日は忙しく（仕事など）運動する機会がほとんどありません。地域の公民館などで、土日体

力づくり、エアロビ教室、ヒップホップ教室など受講できれば参加してみたいと思います。

・子どもが生まれて１年４ケ月になります。コロナの影響で離乳食教室やあそびの場が中止にな

り、とても残念でした。これから、子どもと一緒に遊んだり、運動ができる機会が、教室が開

催してもらえればうれしいです。交流の場がほしいです。

・町内には現在でも常会または町内会が継続または存続している。町内会も熱心に活動を続けて

いる所もある。健康づくりについては熱心な常会長になれば活動が進んでいるという現象が存

在すると思う。

・高齢者は自分自身の健康は自らが管理し、生活をエンジョイしていくのが信条としているので

今のところ意見、要望はありません。ほどよく健康に生きていくことが大切。何かの不安時、

相談窓口さえあればと思っています。

・子どもと参加できる健康イベント等があれば参加してみたい。広島市のホームページが見にく

いので、検索しやすく、見やすく、簡素化されたホームページに変えてほしい。

・広島市健康づくり計画というものがあったのですね。申し訳ありませんが、知りませんでした。

告知願います。

５ 健康づくりの環境、施設について

・公園での健康運動用具（高齢者向け＋α）の一層の充実、及びメンテナンスの充実など地元で

協力できることもある。

・健康づくりに関わる施設を増やしてほしい。現在ある施設を利用しやすいようにしてほしい。

・歩きながら、神社がゴールになる健康対策には、大賛成です。

・サイクリングが好きなので道路を走りやすくするためにもっと整備してほしい。

・公園、校庭を特定の人が使うことが優先されている（ゲートボール、サッカー等）。子どもを
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連れて遊びに行ける場所が増えると小さな時から体を動かす習慣ができると思う。

・もっと身近な場所にスポーツセンターがあったらいいのにと思う。

・気軽に健康づくりのできる場所があるとうれしいです。また、気軽に相談に乗ってくださる（公

共の施設で）ところがあるとうれしいです。あっても、私が知らない、知ろうとしていないだ

けかもしれませんが。

・ランニングコース、ウォーキングコースの整備充実を是非！老朽化しているところ、傷んでい

るところ多いです！！雨でも運動できる公共スペースの整備を！！

・子どもから高齢の方まで、幅広い年齢層で利用できる運動広場などを設けてほしいと思います。

コロナ禍なので外出する機会は減り、家で過ごす時間が増えたため運動不足の状態である人が

急激に増えたと考えられます。誰でも気軽に利用できる空間があれば、運動不足解消やリフレ

ッシュすることもでき、心の健康にもつながると思います。

・広島市内の川沿いに現在ある高齢者向けの健康器具だけでなく運動能力高めの人用の筋トレ器

具もあれば良いと思います。（鉄棒、ダンベル、ベンチプレス等）

・施設を利用するにはお金が必要なので、条件付きでもいいので割引制度とかがあったらうれし

いです。自分のためにもメリットがあれば、通い続けると思います。

・日本人は働きすぎと言われがちですが、自分自身が社会人になってとてもそうだなと感じるよ

うになりました。運動不足を直すにも、気分を晴らすために自由な時間を作ろうにも、毎日の

働く習慣が見直されない限り叶わないと思います。

・運動をすることを始める人はまずは歩くことや走ることから始める人が多いと思う。そのため

に、安全に始めやすい環境が必要であり、そのために公園や歩道の整備を考えてもらいたい。

実際に行っている者としては、自転車が非常に危険だと感じている。

・もともと自分の時間が持てない仕事なので、意識して運動などすると翌日の勤務に大きく響く

のでなかなか難しい。なので現会社は肥満率はかなり高い。なんとかしたい。なんとかしてほ

しいが自分だけの力では無理。

・公園、もう少し夜は照明を明るくしてほしい。体力づくりが簡単にできるものをおいてほしい。

ストレッチベンチとか。公園のものを使った体力づくりのメニューを看板にして設置する。

・自分の身体のことも大切にしないといけないですが、私は子どもが３人おりまして、公園に遊

びに行くと、「〇〇しないでください」「〇〇はだめ」と言われて、のびのびと遊ぶことので

きない環境です。地域をキレイにすることも大切なことですが、子どもたちがこれから育って

いく上で大切なことがあると思います。

・ＩＴ環境やＳＮＳの普及が、生活習慣や健康づくりに大きな影響を与えていると感じます。

・市内でないので運動する場所が無いのと、乗り物が無いので家の中に居ることが多い。近所と

の付き合いもなく、歩けばジロジロ不審者に見られ歩けない。もっと行く場所がほしいです。

・人それぞれに、ウォーキング、歩く（夜や朝）人が増えてきています。不審に思う人もいる。

また何らかの事件事故に遭う方もいる。地域的に見守れる体制またはウォーキング時の光るも

のを身につける規約があるといいかと思いました。

・夫の介護等で時間がないので遠くへは行けないので近くに健康施設等があればと思っておりま

す。

・広島城の周辺等、膝に負担がかかりにくく舗装されたランニングコースを作ってほしい。広島

市内どこにでもあるのが理想。
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・スポーツ施設をもう少し増してほしい。利用料金をもう少し下げてほしい。

・学生が無料でスポーツ（ジムみたいなもの）ができる場所が近くにあれば良いと思います。コ

ロナでほとんど外出もなく、オンライン授業のため、体を動かしていません。対策を検討して

もらえたらと思います。

・13年前に広島に越してきましたが、海、山ともに近く、川や緑と日々ふれあえる生活環境をと

ても気に入っています。お陰で毎日ジョギングする習慣もでき、走って会社に通う通勤時間が

大好きな時間になりました。まちをきれいに保っていただきありがとうございます。

・子どもが楽しく身体を動かせる機会が増えたらと思う。小さな子よりか、小学校中学年、高学

年の子が楽しめることや楽しめる場所がほしいです。

・歩きやすい町づくりを、安全な町づくりを。

・歩ける距離に、ボール等で遊べる広い場所があると、子どもと一緒に遊べて、自分も運動にな

るのではないかと思う。地域にそういう広場を作ってほしい。また、ファミリープールのよう

な施設は今後も残してほしい。

・スポーツセンター等の利用がしやすいように利用料の見直しや補助を行うと良い。

・スポーツ等が気軽に行える施設の発信をしていただきたいです。ご時世的に身体に影響が出て

いる人は少なからずいると思うので。

・気軽に運動できる場所があれば良いと思います。マンションが多く緑が減っているので身近な

自然を増やしてほしい。

・60歳を過ぎて手軽に運動ができる施設を探しています。おすすめの場所、料金などわかる資料

や相談できる場所があると助かり行ってみたいと思います。

・子どもの健康相談ができる施設を増やしてほしい。（または利用時間を長くしてほしい）ネウ

ボラのような施設を各区に作ってほしい。（安心して子育てができる環境が必要）

・ジムやフィットネスの利用を検討したことはありますが、広島市自体が自転車での移動を基本

とした街なので、そのために自動車で外出することが億劫と感じ利用しないで今日に至ります。

補助のツールやシステムが充実すれば意欲向上につながるのではないでしょうか。

・登山するので、山の中を整備していただき感謝しています。

・「御調いきいきロード」のような安心してウォーキングできるコースがあったらなあと思って

います。（片道３㎞）まわりの景色にも、心がほっこりしてきます。

・良い生活習慣を送ることで、何か得をするような施策があれば、なおのこと、皆が健康づくり

を行うと思うので、余力があれば、そういった施策を行っていくと良いのではないかと思いま

す。

・外出が楽しくなるような環境作り。

・太田川放水路の堤防を整備してウォーキング、ランニング、散歩しやすい道にしてほしい。

６ 健康診断、がん検診、歯科健診などについて

・60歳過ぎてあらゆる病気が発生しやすいので、毎年腹部エコー胃カメラ骨密度検査など市から

の援助金で行なってほしい。市、県民税をしっかり取られている割にそういう健康保障が乏し

いと思います。

・定期的に広島市の（健診じゃ）を受けているが、血液検査の項目をもっと増やしてほしい。

・身近な友人が２人、子どもを残して亡くなりました。健康診断に行っていたらと思う日もあり
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ます。参加しやすい料金で気軽に行けるようになることを切に願います。個々の心がけを上げ

る方法があったら嬉しく思います。

・健康診断で広島市からの案内のＴＥＬが非常につながりにくい。

・かかりつけクリニックでの健診サービスを行政側で支援していただきたい。

・「元気で長生き」をモットーにしていますので、市から送られた「元気じゃ健診」で血液、尿

検査を受けています。無料で受診できるのはありがたいです。

・脳ドックの検診があればいいのに。

・健診を気軽に受けられるようにしてほしい。情報が得られにくい。

・健康診断に行くハードルが高い。どこに行ったらいいか、たくさんあって悩む。ネットで予約

できたらいいのに。

・健康診断で胃検診や大腸検診等、各種利用券を発行していただき、ありがたく思っています。

・個人で対応するものを考えている。がん検診はありがたく思う。

・生活習慣や健康づくりに対する活動？呼びかけって、健康診断くらいなのかなと思っています

が、他にもあるのかな？と思いました。

・市の健診をありがたく利用させていただいています。

・無料で受けられる検診をもっと増やしてほしい。

・人間ドック受診の補助が出ると受診する人が増えると思います。そうすると病気の早期発見に

つながり、国の医療費削減につながると思います。人間ドックは高額のため、受診をためらう

方が多いと感じます。

・40歳以下でも最低限の健康診断を受けられるようにしてほしい。

・健診のクーポンが若いうちから貰えると、病院を受診してみようと思う。病気の予防につなが

る。

・歯科健診を節目だけでなく毎年できればうれしい。

・検診に行きたくても仕事の都合上行くことはできていない。健康診断も職場で行うものしかし

ておらず、診察はとても適当に流されて終わっている印象。職場では腰痛等でアンケートがあ

るが受診を勧める紙面のみでアフターフォローはなし。健康づくりはできない環境。

・がん検診は２年１回クーポンが届くが、１年に１回とか不安等あり受診しているが、そういう

人には補助や、無料クーポンも１回きりでなく５年に１回とかあるとありがたい。乳がんも行

こうと思いながら予約や忙しく予定合わず使えず残念だった。子どもの子宮頸がんワクチンも

考えているが、コロナワクチンと同時期に打つのも考えている。広島も延長してくれて、ゆっ

くり接種について考えられたら親として防げるのならと考えたりするが、公費で受ける締め切

りが近づきどうすればいいか悩み中。

・広島市から毎年「元気じゃ健診」「がん検診」の封書が届くたびに健康に気をつけねばと感じ

る。

・市が実施する胃がん検診、胃カメラも毎年実施にしてほしいです。バリウム検査なら毎年受け

られるけど、けっこう時間かかるし、しんどいです。昨年二次検査の通知が来てバリウム検査

→胃カメラ検査となりました。はなから胃カメラ検査を受けられるようにしてほしいです。

・すべてのがん検診が安く受けられるようになればうれしい。健康診断の際、すべてのがん検診

も受けられればベストだが、オプションにすると高い。年をとってからでなく、社会人になっ

たらすべての人にそのような権利をもらいたい。せめて 30歳から？
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・歯医者や病院に行きたいけど、子どもを優先したり、コロナでなかなか予約が取りづらい。定

期健診したいが、金銭的余裕と仕事が不規則で難しい。

・がん検診等受ける人は受けるが、受けない人は受けていないことが気になる。

・がん検診を予約するまでのハードルが学生には高いため、簡単に受けられるような方法と時間

と内容など、わかりやすいものを希望します。

・健康診断に行こうとクーポン来るけど完全無料にならないと行かない。一部支払いと言っても

お金がなかったら行けないし（行きたくても）。

・人間ドックの個人負担を滅してほしい。オプションは個人負担。特に女性（妻）の婦人健診は

個人負担をしないで、国や県や市で無料にしてほしい。

・健康診断、がん検診のお誘いは、市からよく送られてきて感謝しています。

・市の定期健診はとても良いと思っています。あとは、自分のやる気があるか無いかにかかって

いるといつも思います。だから、元気でいたいと考えています。

・がん検診などを定期的に安く受けられるようなクーポンがもらえたりするといいと思う。

・健康診断に歯科があれば良いと思う。（職場）

・健康診断に社員に行かせるよう各社にしっかり言ってください。

・人間ドックが気軽に受けられるようになってほしい。子育てしながら、自分の健康に気を遣う

ことが難しいので、人間ドックなど行きやすくなるような制度があればいいと思います。

・歯科健診も年に１回くらいは、補助を出してほしい。インフル接種や乳がん検診の補助もほし

い。

・女性（特に主婦）が受けやすい健診をもっとやってほしい。

・市が実施する検診を年明けに受けるのですが、予約を取るのが難しかったので（５ケ月待ちで

す）受けられる施設を増やしていただきたいと思いました。（市街地でなく、安佐南・安佐北

の方に）

・年齢的にも、体の変化を感じるようになったので、いろんな科で検診をうけたい思いはありま

す。

・乳がん検診など２年に１回割引クーポンが広島市から届きますが、好発年齢帯には毎年受診券

をサービスしていただけると負担が少なくて助かる。

７ 新型コロナウイルス感染症関連について

・コロナ、ストレス一杯で毎日体調が悪い。もう少し改善できる環境があればいいと思う。

・新型コロナウイルス感染症の流行で仕事の方法が変わり、とても疲労感、ストレスを感じてい

る。

・新型コロナウイルス感染症予防のために免疫力をつけるため、運動を増やしました。一部の職

場では、ジムやスポーツセンターは利用してはいけないというところもありましたが、それで

は体力も落ち、病気になりそうだったので、あえて増やしました。

・コロナの影響で運動する機会が減ったので体重が増加したため、食事を考えたい。屋外活動は

規制をゆるくしてほしい。

・コロナ感染症の影響で公民館や集会所での活動が中止になりました。

・コロナ禍では、外出も減り運動不足になっています。意識して歩くようにしていますが、繁華

街のウィンドショッピングなどには行きません。自然と歩行時間は減っています。歯科健診、
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散髪も不安を覚えます。

・密になるな！などがあり、なかなか難しいです。

・日々の生活において、規則正しくなって時間を有効に使うことができています。コロナのおか

げです。家族との時間も増えてお互いの距離も近くなって自分にとっては良い期間です。

・健康のため、プール等利用したいと思ったが、コロナ感染の対策がどこまで安全で大丈夫なの

か、よくわからず利用できなかった。

・以前、他地域で食生活の改善と、血圧等病気発症の関連からの効果を継続してされ、改善され

たデータが出された件がありました。良い活動だと感心しました。コロナ流行前には、自発的

に運動していたものの、途絶えてしまいました。改めて体力・健康に気をつけるよう意識を転

換していきたいと思っています。今回の統計に基づいた改善や提案を今後も発信していただけ

たらと思います。今回、初めてホームページ拝見しました。今後の活動、楽しみにしておりま

す。

・コロナ感染の影響で、スポーツ活動も中止になり、外出禁止、狭い家の中をうろうろするだけ

の運動で、百歳体操、月１回の歩こう会もけっこう運動になるんだなと気付きました。コロナ

が早く終息して、前のように体操が始まってほしいです。

・２年前（コロナが発症）の状態に早くなってもらいたいです。どこにも行けず、２年で５歳位

年をとったように感じます。活力が出なくなる感じです。

・コロナの影響により、市のスポーツセンター行事が中止となり、別のスポーツに参加し体力維

持を心がけている。早く日常の生活ができるようにと願っています。

・コロナ感染により、家にこもり運動ができない方、うつになる方がいる。私はかれこれ 20 年

ダンスをしているが、運動はうつ病にもなりにくく、前向きになれると聞く。まだまだたくさ

んの方が体を動かして心身とも健康になってほしい。

・運動不足。コロナの影響により旅行をしなくなった。

・コロナ禍における緊急事態宣言により、公共施設が使えなくなり、習い事が中断したのはとて

も残念であった。

・新型コロナが怖くて、外出する機会が少なくなったので、家に籠る機会が増えた。その影響で、

動かなくなり、学校行事（小学校）も少なくもなった。互いに家にいることでストレスを感じ

やすくなったと思う。

・新型コロナで緊急事態宣言が出た時、公園等の外の活動等の使用を禁止するのは理解できない。

公民館等の室内の禁止は理解できますが、高齢者がグランドゴルフ、ペタンク等楽しんでいま

す。外の活動は禁止しないでください。

・コロナによる緊急事態宣言で、スポーツセンターや公民館が使えなくなるのは困ります。運動

は継続したい。

・コロナ禍で施設が使えないため。

・コロナの影響で外出する機会が減り、体重が増加しました。意識的に運動することを心がけ、

今まで以上に健康に気をつけなければと思っています。

・コロナウイルス感染症予防のために地域の行事（町内会、子ども会）や学校行事、高齢者の体

操地域交流が本当に少なくなり寂しく思います。早く元の生活に戻れますように…。

・学校へ登校することがほとんどなく、外へ出ることがなくなりました。夏は早朝に散歩がてら

歩いていましたが、最近は寒くなり日中に少し歩くだけになっています。コロナでスポーツセ
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ンターの利用も減り、最近は全く行かなくなりました。安心して運動ができるように早くなっ

てほしいです。

・コロナで外出できない期間が多かったり、引きこもる人が増えている傾向がある分、家に居る

時間が長すぎて心が病む人もたくさん居ると思うので、そういった方たちへの心のケアや定期

的に人と接することのできる機会や施設等があるといいなと思っています！

・犬の散歩と孫の動画で気持ちの維持。夫が他界したばかりで、コロナ禍のため面会もできずつ

らい思いを半年。かわいそうなことをしたと思っている。（コロナではなかった）

・去年初めに夫が逝き直後からのコロナ禍の中、自分の任務は終わったなどと空虚な気持ちにな

ってしまった。しかし、子どもや多くの友人、知人に支えられなんとか平常心を取り戻す。

・市や区のスポーツセンター、体育施設が休館となることが多く、運動する機会が減った。全般

を休館にせず、感染対策を講じた上で、開館させてほしい。

・コロナにより仕事が在宅になって運動量が減った。週末に出かけるにも感染リスクからあまり

出かけられず悩ましい。早く気にせずに出かけられるようになるとうれしいです。

・以前はスポーツジム等で運動をしていましたが、新型コロナウイルスの影響で通うのをやめま

した。感染症対策等を行なっており、安心して通えるスポーツジムや運動ができる機会が増え

てほしいです。

・コロナの影響でスポーツをする機会が減った。密を避けるため活動をしていいか判断が難しく

なった。

・コロナウイルス感染症のため、外出も運動教室も減りストレスが増えた。

・コロナで収入が減ったので子どもを連れての外出が難しく、親より子どもの方が運動不足でス

トレスがたまっている。

・コロナ禍で、外に出ることを控えあまり歩かなかった。マスクを外して早く自由にどこでも行

けたらいいです。

・コロナであまり外に出かけられないし、運動する機会も（通勤の自転車）テレワークで減った

ので家の中でトレーニングや筋トレをするようになった。コロナ前（２年前）がどんな生活だ

ったか、少し忘れかけている気がします。人と会ったり、旅行に行ったり普通にできるように

なりたい。

・コロナが終息したら、また、スポーツイベント等できたら楽しいですね。祭りは地方の活気に

つながります。楽しみの少ない中、人生の数年を過ごしてしまいました。外へ出ておもいっき

り深呼吸したいです。

・コロナウイルス感染拡大により、生活や体調の大きな変化というより、見えない不安や落ち着

かなさが常に心の中にあるように思います。今は心理的ストレスの軽減や解消をどのようには

かればいいのか悩むところです。

・コロナで自分の生活はあまり変化ありません。テレビでラジオ体操を時々しています。老人ホ

ームで夜勤の仕事をしているので、アンケートで回答が難しいところがあります。

・公民館、小学校体育館、スポーツセンターなどで定期的に卓球をしていますが、コロナで使え

なくなり、必然的にできなくなりました。それで、運動していますかという質問はどういうこ

とでしょうか？これから、体力が弱った人が多くなると思います。

・軽いスポーツはしたいと思うのですが、コロナで老人会はほとんど中止でした。今後は参加を

目指します。
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・感染症が怖く人混みを避ける。グラウンドゴルフをして途中休憩の時に、間隔を置いてマスク

をしておしゃべりすることで発散して鬱憤ばらし。

・コロナ禍により外での飲酒がなくなり、特に公的（仕事での）な会がなく、良かった。一方、

友人との食事がなくなったのは、寂しいと感じる。

・コロナ禍においても、職場以外に人と人とのつながりを持てる居場所を行政として提供してほ

しい。

・出産後はなぜか腹痛を起こすことが多く食事を思うようにとれませんでした。コロナ禍で病院

に行くのも気が引けてしまい、何で腹痛を起こしているのか食を見直し、家族に助けてもらい

ながら生活しています。早く元気に外で子どもと遊びたいです。

・普通に行けていた病院が、コロナの影響により、受診を控えるようになった。

・コロナ禍により、他の人と会うことが少なくなり、早く終息してくれることを願っています。

生活習慣や健康づくりは出直しで、これから徐々に考えながら（体と相談しながら）やってい

きたいです。

・コロナの影響で外出する機会が減り、外出する場所も変わりました。

・コロナで健康づくり等のイベントに出かけるのは憚られるので、家族単位で行えるようなもの

があるとうれしい。インターネットやＳＮＳを利用してできないでしょうか。

・コロナの影響もあり、室内で行うスポーツやイベントはめっきり行かなくなり、運動不足を感

じています。その分、外で過ごす時間が少し増え、移動は意識的に歩くようになりました。

・一人暮らしなので、人と接する機会が少なく、孤独感が深い。コロナで催し物もなくなり、ま

すますこもりがちになる。

・コロナで仕事もできなくて、ストレスを受けた。


