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Ⅰ．調査の概要  

 
１． おたっしゃ調査の目的 

  生活習慣（栄養、運動、休養、喫煙、アルコール）や検診などの保健予防サービス利

用状況と健康状態、疾病発症、受療状況、要介護状況などとの関係を、標準化された精

度の高いアンケート調査や５年間わたる追跡調査によって明らかにして、高齢になって

も寝たきりや痴呆などにならない健やかな長寿の実現のための健康増進施策の基礎資

料として役立てることを目的とする。 
 
２．おたっしゃ調査の実施機関 

 千葉県、鴨川市、天津小湊町が共同で実施。具体的な調査・分析は千葉県が東京大学の

協力を得て行った。 
 
３．調査担当者 

 主任研究者 
  水嶋 春朔（東京大学医学教育国際協力センター 講師） 
 分担研究者 
  天野 惠子（千葉県衛生研究所 所長） 
  瀬上 清貴（国立保健医療科学院公衆衛生政策部 部長） 
  一戸 貞人（千葉県衛生研究所健康疫学研究室 室長） 
  柳堀 朗子（愛知県立看護大学 助教授） 
 
４．調査対象者 

 鴨川市・天津小湊町の 40 歳以上の全住民 23,073 人(平成 16 年 1 月時点)。  
 （鴨川市 18,191 人、天津小湊町 4,882 人）  
 
５．調査の方法 

 自記式郵送法。対象者の抽出を鴨川市、天津小湊町に依頼し、アンケート協力依頼文、

アンケート調査票などを郵送し、返送用封筒にて千葉県衛生研究所で回収した。 
 
６．調査の時期 

 平成 16 年１月下旬から３月上旬 
 
７．調査項目及び内容 

 性、年齢、健康状態、受領状況、健康診査受診状況、がん検診受診状況、かかりつけ

医、健康相談の相手、更年期症状、生活習慣、栄養、運動・身体活動、休養・睡眠、喫

煙、アルコール、主観的健康状態、ストレス、おたっしゃで長生きしたいと思う年齢な

ど。 
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８．回収結果 

（１）配布数 

  鴨川市・天津小湊町の 40 歳以上の全住民 23,073 名 
 
（２）回収数と回収率 

  10,740 件、回収率 46.5％ 
 
（３）有効回答数（性・年齢が判明したもの） 

  10,127 人、男 4,453 人、女 5,674 人 
 
  回答者の生・年齢構成 

 合計 男性 女性 

合計 10,127 4,453 5,674 

40 代 1,221 558 663 

50 代 2,362 1,039 1,323 

60 代 2,803 1,291 1,512 

70 代 2,537 1,162 1,375 

80 代 1,044 365 679 

90 代以上 160 38 122 

 
９．集計にあたって 

  アンケート調査票の主だった項目について、性・10 歳年齢階級別に集計解析した結果

をまとめた。パーセント表記においては値を四捨五入して示した。そのため合計が 100％
にならない場合がある。 

 
 
 



Ⅱ．調査結果の概要  

対象者 

１． 医療機関・老健施設への入院・入所者割合 

 480 人(4.7％)が、医療機関に入院または老人保健施設に入所しており、内訳は、男性 202
人（4.5％）、女性 278 人（4.9％）で、年齢が上がるとともに割合が高くなっていた。 

医療機関や老人保健施設への入院・入所について （N=10127 )

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

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

女
性

男
性

入院・入所して
いる  

入院・入所して
いない

 
 
２． 同居者の有無 

 同居者がいない者の割合は 10.1％で、男性 7.0％、女性 12.6％と女性の独居者の割合が

高く、年齢が上がるほど高い（80 代、男性 8.8％、女性 21.6％）傾向がみられた。

同居者の有無（N=10127）

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

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

女
性

男
性

同居者がいる        

同居者はいない      

無　回　答          
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以下は、有効回答者のうち「医療機関に入院または老人保健施設に入所していない」9647
名（男性 4251 名、女性 5396 名）の解析結果である。 
 
３． 現在の健康状態 

 自分の健康状態については、「最高に良い」「とても良い」と回答した者の合計は 9.6％で、

男女差はあまりなかったが、年齢とともに減少傾向にあった。 
 

健康状態について (N= 9 6 4 7 )

無　回　答
3.1%

良くない
5.1%

あまり良くない
24.8%

最高に良い
1.7%

良　い
57.5%

とても良い
7.9%

 
 

健康状態について（N=9647）

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

　90代以上（N=82）

　80代（N=558）

　70代（N=1306）

　60代（N=1480）

　50代（N=1296)

　40代（N=654）

　90代以上（N=30）

　80代（N=328）

　70代（N=1084）

　60代（N=1244）

　50代（N=1015)

　40代（N=550）

女
性

男
性

最高に良い     

とても良い      

良　い            

あまり良くない 

良くない         

無　回　答      
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４． １年前と比べた現在の健康状態 

 「１年前よりはるかに良くない」「１年前ほど、良くない」の回答は合計 20.5％で、年齢

が上がるほど、高い割合（80 代、37.5％）になっていた。 
 

１年前と比べた現在の健康状態（N=9647）

１年前よ り、はる かに良くない

3.9%

１年前よ り、はる かに良い

1.7%

１年前と、ほぼ同じ

67.1%

１年前よ り、やや良い

7.8%

１年前ほど 、良くない

16.6%

無　回　答

2.8%

 
 

1年前と比べた現在の健康状態（N=9647）

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

　90代以上（N=82）

　80代（N=558）

　70代（N=1306）

　60代（N=1480）

　50代（N=1296)

　40代（N=654）

　90代以上（N=30）

　80代（N=328）

　70代（N=1084）

　60代（N=1244）

　50代（N=1015)

　40代（N=550）

女
性

男
性

１年前より、
はるかに良
い                

１年前より、
やや良い

１年前と、ほ
ぼ同じ  

１年前ほど、
良くない

１年前より、
はるかに良く
ない            

無　回　答    
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５． 実の家族の健康状態 

 実父母がかかった疾病の内訳では、高血圧、がん、脳卒中が高い傾向にあった。また、

実の兄弟姉妹がかかった疾病は、がん、高血圧、糖尿病が多い傾向にあった。 

実の家族の健康状態（複数回答，N=9647)

0 5 10 15 20 25

実の兄弟姉妹のかかった疾患

実母のかかった疾患

実父のかかった疾患

(％)

高血圧

糖尿病

狭心症

心筋梗塞

その他の心臓病

脳卒中

喘息

がん

 

 
 
６． 現在の腹囲 

 内臓脂肪の多さと腹筋の弱さに関係する腹囲に関しては、男性で 85cm 以上の者の割合は

38.8％で、40 代で最も多く(47.6％)、年齢が上がるとともに減少の傾向にあった。女性では、

75cm 以上の者の割合は 36.1％で、年齢とともに増加の傾向にあり、70 代で 44.2％であっ

た。 

現在の腹囲（N=9647）

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

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

　90代以上

　80代

　70代

　60代

　50代

　40代

女
性

男
性

75cm未満

75～85cm
未満

85cm以上

無　回　答  
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健康状態 

７． 過去５年間の健康診断の受診回数 

 無回答者を除く(有効回答者)と、過去５年間に１回も健康診断を受けていない者の割合は

12.6％で、年代が上がるにつれて多くなった。これは、医療機関を受診しているために健康

診断を受けない場合も多いためと考えられる。有効回答者では、「３～４回」以上受診して

いる者は 65.5％を占めていた。 
 

過去５年間の健康診断受診回数（ N= 9 6 4 7 ）

５　回
37.9%

３～４回
14.3%

１～２回
14.3%

０　回
12.6%

無　回　答
7.6%

６回以上
13.3%

 
 

過去5年間の健康診断受診回数（N=9647）

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

　90代以上(N=65)

　80代(N=475)

　70代(N=1112)

　60代(N=1382)

　50代(N=1263)

　40代(N=635)

　90代以上(N=26)

　80代(N=278)

　70代(N=966)

　60代(N=1186)

　50代(N=990)

　40代(N=537)

女
性

男
性

６回以上   

５　回        

３～４回    

１～２回    

０　回        

無　回　答 
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８． 健康診断の受診機会 

以下は、有効回答者のうち「過去 5 年間に 1 回以上の健診を受けた者」7696 名（男性 3478
名、女性 4218 名）の解析結果である。 
 受診場所は、一般住民検診(54.9％）、職場の定期健康診断(30.6％）が多かった。職場の

定期健康診断と回答した者は、男女ともに40代(男性68.6％、女性57.4％)、50代(男性59.3％、

女性 40.6％）で高い割合を示した。 

健康診断の受診機会（N=7696、複数回答)

16.7

9.7

30.6

54.9

0 10 20 30 40 50 60

その他              

人間ドック          

職場の定期健康診断  

一般住民検診        

(%)

健康診断の受診機会（N=7696、複数回答)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

　90代以上(N=31)

　80代（N=325)

　70代(N=951)

　60代(N=1247)

　50代（N=1108)

　40代(N=556)

　90代以上(N=17)

　80代(N=218)

　70代（N=834)

　60代(N=1063)

　50代(N=859)

　40代(N=487)

女
性

男
性

一般住民
検診

職場の定期
健康診断

人間ドック

その他

(%)
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９－１． 健診結果(高血圧) 

 これまでの健康診断で、高血圧を指摘された者は男性 33.1％、女性 26.2％であったが、

それらの者のうち、食事、運動、休養、禁煙、節酒などの生活習慣の改善の指導を受けた

者は、男性 59.5％、女性 55.4％で、指導を受けていないと回答した者は、男性 29.7％、女

性 26.6％であった。 

検診結果（高血圧）と生活指導の有無　男性　（N=3478 )

所見の指摘あり

33.1% 所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導は受け

ない）

29.7%

所見の指摘あり

（無 回 答）

10.8%所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導を 受け

た）

59.5%

無　回　答

27.1%

所見の指摘なし

39.8%

 
 

検診結果（高血圧）と生活指導の有無　 女 性 　 （ N= 4 2 1 8 ）

無　回　答

33.5%

所見の指摘なし

40.3% 所見の指摘あり

（生活習慣の改善の

指導を 受けた）

55.4%

所見の指摘あり

26.2%
所見の指摘あり（生活習慣の改

善の指導は受けない）

26.6%

所見の指摘あり

（無 回 答）

18.0%
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９－２． 健診結果(高脂血症) 

 

 これまでの健康診断で、高脂血症を指摘された者は男性 32.7％、女性 36.4％であったが、

それらの者のうち、食事、運動、休養、禁煙、節酒などの生活習慣の改善の指導を受けた

者は、男性 57.8％、女性 60.4％で、指導を受けていないと回答した者は、男性 34.2％、女

性 26.6％であった。 

検診結果（高脂血症）と生活指導の有無　 男 性 　 （ N= 3 4 7 8 ）

所見の指摘あり

（無 回 答）

8.0%

所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導は受けな

い）

34.2%

所見の指摘あり

32.7%

所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導を 受けた）

57.8%

所見の指摘なし

36.4%

無 回 答

30.9%

検診結果（高脂血症）と生活指導の有無　 女 性 　 （ N= 4 2 1 8 ）

所見の指摘なし

34.3%

所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導を 受けた）

60.4%

無 回 答

29.4%
所見の指摘あり

（生活習慣の改善の指導は受けな

い）

26.6%

所見の指摘あり

（無 回 答）

13.0%

所見の指摘あり

36.3%
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９－３． 健診結果(糖尿病・糖尿病(疑い)) 

7％であった。 

 これまでの健康診断で、糖尿病あるいは糖尿病(疑い)を指摘された者は男性 19.0％、女性

10.3％であったが、それらの者のうち、食事、運動、休養、禁煙、節酒などの生活習慣の改

善の指導を受けた者は、男性 75.6％、女性 71.0％で、指導を受けていないと回答した者は、

男性 19.4％、女性 20.
 

検診結果（ 糖尿病・ 糖尿病の疑い） と
生活指導の有無　男性　 （ N= 3 4 7 8 ）

所見の指摘あり
（無回答）

5.0%
所見の指摘あり

（生活習慣の改善の

指導を受けた）

75.6%

無回答
35.3%

所見の指摘なし
45.7%

所見の指摘あり
（生活習慣の改善の

指導は受けない）

19.4%

所見の指摘あり
19.0%

 
 

検診結果（ 糖尿病・ 糖尿病の疑い） と
生活指の有無　女性　 （ N= 4 2 1 8 )

所見の指摘あり
（生活習慣の改善の

指導は受けない）

20.7%

所見の指摘なし
47.0%

無　回　答
42.7%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導を

受けた）

71.0%

所見の指摘あり
（無 回 答）

8.3%

所見の指摘あり
10.3%

 

 - 11 - 



９－４． 健診結果(肥満) 

 これまでの健康診断で、肥満を指摘された者は男性 23.0％、女性 23.2％であったが、そ

れらの者のうち、食事、運動、休養、禁煙、節酒などの生活習慣の改善の指導を受けた者

は、男性 54.6％、女性 45.9％で、指導を受けていないと回答した者は、男性 36.7％、女性

35.9％であった。 
 

検診結果（肥満）と生活指導の有無　 男 性 　 （ N= 3 4 7 8 ）

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導を

受けた）

54.6%

無　回　答
35.1%

所見の指摘なし
41.9%

所見の指摘あり
23.0%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導は

受けない）

36.7%

所見の指摘あり
（無 回 答）

8.7%

 

 

検診結果（肥満）と生活指導の有無　 女 性 　 （ N= 4 2 1 8 )

無　回　答
38.1%

所見の指摘なし
38.7%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導を

受けた）

45.9%

所見の指摘あり
23.2%

所見の指摘あり
（無回答）

18.2%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導は

受けない）

35.9%
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９－５． 健診結果(貧血) 

 これまでの健康診断で、貧血を指摘された者は男性 7.6％、女性 13.5％であったが、それ

らの者のうち、食事、運動、休養、禁煙、節酒などの生活習慣の改善の指導を受けた者は、

男性 38.0％、女性 46.6％で、指導を受けていないと回答した者は、男性 49.2％、女性 40.5％
であった。 
 

検診結果(貧血）と生活指導の有無　 男 性 　 （ N= 3 4 7 8 ）

所見の指摘あり
7.6%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導を

受けた）

38.0%

所見の指摘あり
（無回答）

12.8%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導は

受けない）

49.2%

所見の指摘なし
51.6%

無　回　答
40.8%

検診結果（貧血）と生活指導の有無　 女 性 　 （ N= 4 2 1 8 )

無　回　答
43.7%

所見の指摘なし
42.8%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導は

受けない）

40.5%

所見の指摘あり（生活
習慣の改善の指導を

受けた）

46.6%

所見の指摘あり
（無回答）

12.9%

所見の指摘あり
13.5%
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10. 過去 1 年間のがん検診の受診       

半数の受診率であった。       

過去 1 年間にいずれかのがん検診を受診した者の割合は、男性 47%、女性 52%であった。

受診した者の部位別では、胃がん検診(男性 80%、女性 65%)が最も多く、次いで大腸がん

検診(男性 56%、女性 40%)が多かった。女性用のがん検診では、子宮がん(53%)、乳がん検

診(46%)は約

過去1年間のがん検診の受診の有無(N=9647)

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

女性(N=5396)

男性(N=4251)

受けた

受けていない

無回答

 
 

過去1年間のがん検診受診の有無(部位別、複数回答)
                                                 (N=4819)

0 20 40 60 80 100

女性(N=2808)

男性(N=2011)

(%)

胃がん検診

肺がん検診       

大腸がん検診     

子宮がん検診      

乳がん検診        
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11. 骨密度の検査         

骨密度の検査を受診したことがある者の割合は、男性 7.6%、女性 45.5%であり、女性に

おける受診経験割合の方が高かった。 
 
 

骨密度検査受診の有無(N=9647)

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

女性(N=5396)

男性(N=4251)
受けたことがある   

受けたことはない  

無　回　答          
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１

 

81.7%、女性 86.5%）。 

２． かかりつけ医の有無 

かかりつけ医がいると回答したものの割合は、男女合計で 69%で、年齢が高くなるにし

たがって多くなっていた。（80 代、男性

 

かかりつけ医の有無（N=9647)

い　る
68.7%

いない
27.3%

無　回　答
4.0%

 
 

かかりつけ医の有無

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

　90代以上（N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上（N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

い　る        

いない       

無　回　答  
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１３．要介護認定の状況  

 要介護認定を受けているものの割合は全体で 4%であったが、年齢が上がるにつれて高く

なり、80 代では男性 11.9%、女性 16.3%であった。 

要介護認定の状況（N=9647)

認定は受けて
いない
82.1%

認定を受けて
いる
3.6%

無　回　答
14.3%

要介護認定の状況

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

　90代以上（N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上（N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

認定を受けて
いる    

認定は受け
ていない  

無　回　答     
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１４． 疾病の罹患状況 
 疾病の罹患の回答を各疾病別にみると、罹患者（治療中、以前治療した、治療せずの合

計）が最も多いのは「むし歯・歯肉炎・歯周炎」であり、2 位が「腰痛・膝痛・肩痛など」、

3 位が「高血圧」であった。しかし、いずれの疾病についても無回答が多くみられた。個別

の疾患の状況は無回答を除いて解析を行うこととした。 
 

疾病の罹患状況（N=9647）

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

がん

骨折

骨粗鬆症

腰痛・膝痛・肩痛など

むし歯・歯肉炎・歯周病

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

喘息・気管支炎

くも膜下出血

脳出血

脳梗塞

心筋梗塞

狭心症

痛風

糖尿病

高脂血症

高血圧

治療中             

以前治療した    

治療せず          

かかったことが
ない  

無　回　答         
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●高血圧 
 高血圧の治療中の者の割合は、男性 33.3%、女性 32.4%で、以前治療したことがある者 
は、男性 4.5%、女性 4.0%であった。70 代以上では 50%以上が高血圧の治療をしている。 

高血圧の治療状況

0 10 20 30 40 50 60 70 80

　90代以上（N=61)

　80代（N=370)

　70代（N=776)

　60代（N=925)

　50代（N=1,004)

　40代（N=563)

　90代以上（N=16)

　80代（N=182)

　70代（N=637)

　60代（N=854)

　50代（N=784)

　40代（N=455)

女
性

男
性 治療中          

以前治療した 

治療せず       

(％)  
 
●高脂血症 

高脂血症の治療状況

0 5 10 15 20 25 30 35

　90代以上(N=47)

　80代(N=272)

　70代(N=534)

　60代(N=784)

　50代(N=960)

　40代(N=563)

　90代以上(N=13)

　80代(N=114)

　70代(N=442)

　60代(N=704)

　50代(N=728)

　40代(N=451)

女
性

男
性

治療中            

以前治療した   

治療せず         

(％)
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● 糖尿病 

糖尿病の治療状況

0 5 10 15 20 25 30 35

　90代以上（N=47)

　80代(N=276)

　70代(N=533)

　60代(N=753)

　50代(N=939)

　40代(N=558)

　90代以上(N=13)

　80代(N=123)

　70代(N=486)

　60代(N=739)

　50代(N=747)

　40代(N=444)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 

●痛風 
 

痛風の治療状況

0 5 10 15 20

　90代以上（N=46)

　80代(N=252)

　70代(N=470)

　60代(N=707)

　50代(N=924)

　40代(N=557)

　90代以上(N=12)

　80代(N=111)

　70代(N=437)

　60代(N=711)

　50代(N=735)

　40代(N=445)

女
性

男
性

治療中          

以前治療した 

治療せず       

(％)
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●狭心症 

狭心症の治療状況

0 5 10 15 20 25 30

　90代以上(N=49)

　80代(N=267)

　70代(N=482)

　60代(N=714)

　50代(N=927)

　40代(N=557)

　90代以上(N=15)

　80代(N=118)

　70代(N=429)

　60代(N=698)

　50代(N=722)

　40代(N=437)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)
 

 
心筋梗塞 ●

心筋梗塞の治療状況

0 2 4 6 8 10 12 14 16

　90代以上（N=46)

　80代(N=254)

　70代(N=473)

　60代(N=706)

　50代(N=924)

　40代(N=557)

　90代以上(N=14)

　80代(N=112)

　70代(N=426)

　60代(N=691)

　50代(N=726)

　40代(N=441)

女
性

男
性

治療中          

以前治療した 

治療せず       

(％)
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●脳梗塞 

脳梗塞の治療状況

0 5 10 15 20 25 30

　90代以上(N=47)

　80代(N=257)

　70代(N=488)

　60代(N=701)

　50代(N=926)

　40代(N=555)

　90代以上(N=14)

　80代(N=120)

　70代(N=426)

　60代(N=689)

　50代(N=723)

　40代(N=441)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 

●脳出血 

脳出血の治療状況

0 1 2 3 4 5 6 7 8

　90代以上(N=47)

　80代(N=248)

　70代(N=467)

　60代(N=699)

　50代(N=927)

　40代(N=557)

　90代以上(N=14)

　80代(N=101)

　70代(N=399)

　60代(N=680)

　50代(N=723)

　40代(N=442)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 

 - 22 - 



●くも膜下出血 

くも膜下出血の治療状況

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

　90代以上(N=46)

　80代(N=248)

　70代(N=472)

　60代(N=700)

　50代(N=928)

　40代(N=554)

　90代以上(N=13)

　80代(N=104)

　70代(N=391)

　60代(N=678)

　50代(N=720)

　40代(N=442)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 
 

管支炎 ●喘息・気

喘息・気管支炎の治療状況

0 5 10 15 20 25 30 35

　90代以上（N=46)

　80代（N=259)

　70代(N=487)

　60代(N=700)

　50代(N=931)

　40代(N=553)

　90代以上(N=15)

　80代(N=121)

　70代(N=418)

　60代(N=681)

　50代(N=727)

　40代(N=442)

女
性

男
性

治療中          

以前治療した 

治療せず       

(％)
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●胃潰瘍・十二指腸潰瘍 

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療状況

0 5 10 15 20 25 30 35

　90代以上(N=45)

　80代(N=252)

　70代(N=482)

　60代(N=699)

　50代(N=908)

　40代(N=538)

　90代以上(N=15)

　80代(N=119)

　70代(N=453)

　60代(N=720)

　50代(N=742)

　40代(N=433)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 

●むし歯等 

むし歯；歯肉炎・歯周病の治療状況

0 20 40 60 80 100

　90代以上(N=48)

　80代(N=299)

　70代(N=723)

　60代(N=1047)

　50代(N=1107)

　40代(N=587)

　90代以上(N=16)

　80代(N=156)

　70代(N=625)

　60代(N=941)

　50代(N=856)

　40代(N=487)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)
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●骨折 

骨折の治療状況

0 10 20 30 40 50 60

　90代以上(N=46)

　80代(N=290)

　70代(N=538)

　60代(N=733)

　50代(N=928)

　40代(N=550)

　90代以上(N=18)

　80代(N=122)

　70代(N=430)

　60代(N=707)

　50代(N=728)

　40代(N=446)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)

 

●がん 

がんの治療状況

0 5 10 15 20 25

　90代以上(N=46)

　80代(N=262)

　70代(=467)

　60代(N=683)

　50代(N=904)

　40代(N=548)

　90代以上(N=14)

　80代(N=114)

　70代(N=425)

　60代(N=663)

　50代(N=706)

　40代(N=430)

女
性

男
性

治療中           

以前治療した  

治療せず        

(％)
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15. 健康情報の入手先 

 健康情報の入手先には、様々な媒体を利用しており、テレビ(男性 76.3%、女性 85.4%)、
新聞(男性 47.9%、女性 49.2%)、病院・診療所(男性 42.9%、女性 36.4%)などが多かった。 
 

健康情報の入手先(複数回答) (N=9647)

0.3

0.6

2.1

2.7

28.6

21.2

42.9

3.0

5.3

49.2

47.9

28.7

85.4

13.6

15.3

36.4

36.9

76.3

0 20 40 60 80 100

女性(N=4261)

男性(N=2879) テレビ              

雑誌                

新聞                

インターネット      

病院・診療所        

市・町の広報や教室など  

知人・家族から      

その他              

無　回　答          

(％)
 

 
16. 健康について相談できる医療関係者の有無 

健康について、日頃、相談できる医療関係者がいると回答した者の割合は、男性 55.0%、

女性 63.8%で、年齢とともに高くなり、80 代では男性 74.4%、女性 79.9%であった。また、

相談する医療関係者については、「かかりつけ医」と回答した者が、男性 84.3%、女性 84.1%
と最も多かった。 
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健康について相談でき る医療関係者の有無 (N=9647)

　40代(N=550)

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

女
性

男
性

いる          

いない       

無　回　答  

 
 
 

健康について相談でき る医療関係者(複数回答) (N=5782)

2.8

2.7

3.1

0.3

0.4

1.3

0.8

2.6

1.6

5.4

3.6

6.4

5.7

6.2

6.6

8.4

7.5

84.1

84.3

0 20 40 60 8 100

女性(N=3445)

男性(N=2337)

2.6

0 (%)

2.9

4.8

かかりつけ医        

薬局・薬店の薬剤師  

病院・診療所の薬剤師

病院・診療所の看護師

市・町の保健師・看護師   

市・町の栄養士      

その他の栄養士      

カウンセラー        

指圧・鍼灸などの先生

その他              

無　回　答          
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女性への質問 

17-1. 女性への質問：現在の月経の有無 

 月経がある者の割合は、40 代 83.0%、50 代 10.7%であった。ただし、妊娠している者は

除いた。また、現在月経がない者の全体（N=4136) の閉経年齢の平均は 49.1 歳であり、年

代別にみると 40 代(N=54）が 42.3 歳である以外は、49 歳でほぼ変わらなかった。 

月経の有無(N=5394)

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

　９０代以上(N=82)

　８０代(N=578)

　７０代(N=1306)

　６０代(N=1480)

　５０代(N=1295)

　４０代(N=653)

ある            

ない

無　回　答   

  

17-2. 閉経の原因 

 閉経の原因は、40 代（N=56) ではその他(手術等)62.5%が最も多く、自然閉経は 33.9%
であったが、その他の年代では自然閉経が 75～79%と高かった。 

閉経の原因　(N=5396）

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

自然閉経            

その他（手術等）   

無　回　答          
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18. 更年期の症状の程度 

 「ア)顔がほてる」、「イ)汗をかきやすい」、「ウ)腰や手足が冷えやすい」、「エ)息切れ、動

悸がよくする」、「オ)寝つきが悪い、または眠りが浅い」、「カ)怒りやすく、すぐイライラす

る」、「キ)くよくよしたり、憂うつになることがある」、「ク)頭痛、めまい、吐き気がよくあ

る」、「ケ)疲れやすい」、「コ)肩こり、腰痛、手足の痛みがある」、などの更年期の症状は、1
年以上月経がない女性（N=4049)において、40 代、50 代、60 代を中心に 20～40%が「強

～弱」の症状があったと回答していた。 
 
ア）顔がほてる 

更年期障害　―ア）顔がほて る (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

　強              

　中              

　弱              

　無              

無　回　答      

 

 
イ）汗をかきやすい 

更年期障害　―イ）汗をかき やすい (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)
　強            

　中            

　弱            

　無            

無　回　答    
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ウ）腰や手足が冷えやすい 

更年期障害　―ウ）腰や手足が冷え やすい (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)
　強             

　中             

　弱             

　無             

無　回　答     

 
 
エ)息切れ、動悸がする 

更年期障害　―エ）息切れ、動悸がする (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

　強            

　中            

　弱            

　無            

無　回　答    

 
 
オ）寝つきが悪い、眠りが浅い 

更年期障害　―オ）寝つきが悪い、または眠りが浅い
(N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

　強              

　中              

　弱              

　無              

無　回　答      
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カ）怒りやすく、すぐイライラする 

更年期障害　―カ）怒りやすく、すぐイライラする (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

　強              

　中              

　弱              

　無              

無　回　答      

 
 
キ）くよくよしたり、憂うつになることがある 

更年期障害　―キ）くよくよしたり、憂うつにな ることがある
 (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)
　強            

　中            

　弱            

　無            

無　回　答    

 
 
ク）頭痛、めまい、吐き気がよくある。 

更年期障害　―ク）頭痛、めまい、吐き 気がよくある
 (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)
　強              

　中              

　弱              

　無              

無　回　答      
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ケ）疲れやすい 

更年期障害　―ケ）疲れやすい (N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56) 　強               

　中               

　弱               

　無               

無　回　答       

 
 
コ）肩こり、腰痛、手足の痛みがある 

更年期障害　―コ）肩こり、腰痛、手足の痛みがある
(N=4049 )

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

　９０代以上(N=65)

　８０代(N=451)

　７０代(N=1100)

　６０代(N=1389)

　５０代(N=988)

　４０代(N=56)

　強              

　中              

　弱              

　無              

無　回　答      
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生活習慣 

19-1. 喫煙について 
 毎日吸っている喫煙者の割合は、男性 32.4%、女性 5.7%であった。年代別では、毎日吸

う男性の喫煙者の割合は、40 代で 50.5%と最も高く、年齢が上がるとともに 50 代 41.5%、

60 代 31.3%、70 代 21.6%、80 代 15.5%とだんだんと低下傾向にあり、一方で、以前は吸

っていたが吸うのをやめた者の割合は、40代 14.2%、50代 16.9%、60代 20.1%、70代 24.1%、

80 代 25.0%と年齢とともに増加傾向にあった。 
 

喫煙について (N=5396 )

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性 吸わない            

毎日吸っている      

時々吸う日がある    

以前は吸っていたが、
吸うのをやめた      

無　回　答          
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19-2. 1 日の平均喫煙本数 

 1 日に平均して 20 本以上吸うと回答した者の割合は、男性 33.5％、女性 11.7％で、年齢

が上がるとともに低下する傾向にあった。また、男性において、10 本以下と回答した者の

割合が、年齢とともに増加する傾向が見られた。 

1日の平均喫煙本数(N=1785 )

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

　90代以上(N=1)

　80代(N=16)

　70代(N=38)

　60代(N=77)

　50代(N=119)

　40代(N=91)

　90代以上(N=5)

　80代(N=56)

　70代(N=251)

　60代(N=405)

　50代(N=440)

　40代(N=286)

女
性

男
性 10本以下       

11～20本       

21～30本       

31本以上       

無　回　答

 
19-3. 喫煙を始めた年齢  

喫煙を始めた平均年齢は、男性 20.1 歳、女性 26.3 歳で、男性の方が早くから喫煙していた。

喫煙を始めた平均年齢（N=2661 )
（実線は標準偏差）

60.0

18.8

19.4

20.5

20.7

30.7

35.9

29.4

24.4

20.4

22.0

21.5

0 10 20 30 40 50 60 70

　90代以上(N=1)

　80代(N=26)

　70代(N=69)

　60代(N=106)

　50代(N=155)

　40代(N=115)

　90代以上(N=9)

　80代(N=130)

　70代(N=478)

　60代(N=626)

　50代(N=598)

　40代(N=348)

女
性

男
性

（歳）  
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19-4. 禁煙についての意向 

 喫煙者（N=1785)のうち、禁煙したいと思っている者は、男性 54.7％、女性 62.2％で、

90 歳以上を除いたいずれの年代においても、禁煙したいと思わない者よりも多かった。 

禁煙について の意向　(N=1785 )

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

　90代以上(N=1)

　80代(N=16)

　70代(N=38)

　60代(N=77)

　50代(N=119)

　40代(N=91)

　90代以上(N=5)

　80代(N=56)

　70代(N=251)

　60代(N=405)

　50代(N=440)

　40代(N=286)

女
性

男
性 たばこをやめたい

と思っている       

たばこをやめたい
とは思っていない 

無　回　答          

 
19-5. たばこを吸う同居者の有無   

同居者に喫煙する者がいる割合は、男性 23.3％、女性 35.3％であった。また、女性の 40
代(52.8%)、50 代(45.7%)で多いことから、家庭内受動喫煙が多いことが推測された。 

たばこを吸う同居者の有無　(N=9647 )

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

いる              

いない           

無　回　答      
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２０－１． 飲酒状況 

 飲酒する者の割合は、男性 62.1％、女性 18.0％で、40 代では男性 76.5％、女性 39.6％
が飲酒しているが、年齢が上がるにつれて低下し、80 代では男性 30.8％、女性 3.6％であ

った。 

飲酒状況

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

飲酒する            

以前は飲酒していたが、
今は飲んでいない  

飲酒しない          

無　回　答          

 

 

２０－２． 1 年間の飲酒頻度 

 飲酒する者および以前は飲酒していたが今は飲んでいない者について、この 1 年間の飲

酒頻度を聞いたところ、ほぼ毎日飲酒する者の割合は、男性 58.1％、女性 26.5％であった。 

1年間の飲酒頻度

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

　90代以上(N=3)

　80代(N=30)

　70代（N=108)

　60代(N=287)

　50代(N=418)

　40代(N=288)

　90代以上(N=15)

　80代(N=147)

　70代(N=666)

　60代(N=929)

　50代(N=777)

　40代(N=445)

女
性

男
性

ほぼ毎日           

１週間に１～２回   

１か月に１～２回   

特別な場合のみ   

無　回　答          
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２０－３． 1 日の飲酒量 

 飲酒する者および以前は飲酒していたが今は飲んでいない者の１日の酒量(日本酒換算、

酒１合がビール中ビンでは１本、ウイスキーダブルでは１杯、ワインでは２杯に相当)では、

３合以上飲む者の割合は、男性 5.4％、女性 1.1％で、男性の 40 代(11.2％)、50 代(7.7％)
で多かった。 

1日の飲酒量（日本酒換算）

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

　90代以上(N=3)

　80代(N=30)

　70代（N=108)

　60代(N=287)

　50代(N=418)

　40代(N=288)

　90代以上(N=15)

　80代(N=147)

　70代(N=666)

　60代(N=929)

　50代(N=777)

　40代(N=445)

女
性

男
性

１合未満          

１～２合未満    

２～３合未満    

３合以上          

無　回　答       

 

 

２０－４． 飲酒量を減らしたり、飲まない日の有無 

 飲酒する者および以前は飲酒していたが今は飲んでいない者では、男性の 36.1％、女性

の 38.4％が節酒したり飲まない日を決めていた。 

飲酒量を減らしたり、飲まない日の有無

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

　90代以上(N=3)

　80代(N=30)

　70代（N=108)

　60代(N=287)

　50代(N=418)

　40代(N=288)

　90代以上(N=15)

　80代(N=147)

　70代(N=666)

　60代(N=929)

　50代(N=777)

　40代(N=445)

女
性

男
性 はい            

いいえ         

無　回　答    
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２０－５． 飲酒量を減らしたり、飲まない日を決めている理由 

 酒量を減らしたり、お酒を飲まない日を決めている理由は、健康のためを挙げた者が最

も多く、男性の 72.7％、女性の 73.7％であった。 

飲酒量を減らしたり、飲まない日を決めている理由

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

　90代以上(N=2)

　80代(N=8) 

　70代(N=35)

　60代(N=104)

　50代(N=153)

　40代(N=132)

　90代以上(N=4)

　80代(N=39)

　70代(N=216)

　60代(N=341)

　50代(N=283)

　40代(N=192)

女
性

男
性

病気・医者などの指示

健康のため          

経済的理由          

その他              

無　回　答          

 

 
２１－１． 1 日の睡眠時間 

 1 日の睡眠時間(昼寝も含めて、床に就いて起き上がるまでの時間）の平均は、男性 7 時

間 39 分、女性 7 時間 19 分であり、女性の方が短い傾向にあった。 

1日の睡眠時間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(実線は標準偏差)

9.4

8.3

7.7

7.3

6.9

6.7

10.4
8.8

8.1

7.6

7.2

7.0

0 2 4 6 8 10 12 14

　90代以上(N=76)

　80代(N=534)

　70代(N=1236)

　60代(N=1431)

　50代(N=1283)

　40代(N=648)

　90代以上(N=24)

　80代（N=296)

　70代(N=1027)

　60代(N=1214)

　50代(N=1001)

　40代(N=545)

女
性

男
性
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２１－２． 睡眠時間の満足度 

 睡眠時間が「やや足りない」「とても足りない」と回答した者は、男性 16.9％、女性 22.3％
で、若い世代に多かった。 

睡眠時間の満足度

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

十分である         

やや十分である   

やや足りない      

とても足りない     

わからない         

無　回　答          

 
 

２２． 外出で 1 日の歩行時間 

 1 日の外出での平均歩行時間(買い物中などのぶらぶら歩行、定期的運動としてのウォー

キングを含まない)は、男性 81.2 分、女性 77.0 分で、60 代(男性 87.9 分、女性 86.4 分)、
70 代(男性 96,2 分、女性 87.3 分)で長い時間歩いている傾向にあった。 

外出での１日の歩行時間

0 20 40 60 80 100

　90代以上(N=34)

　80代(N=305)

　70代(N=801)

　60代(N=1069)

　50代(N=1021)

　40代(N=531)

　90代以上(N=12)

　80代(N=182)

　70代(N=707)

　60代(N=931)

　50代(N=808)

　40代(N=483)

女
性

男
性

(分/日)
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２３．運動（身体活動）量の評価 

 普段の運動（身体活動）について、「やや足りない」「とても足りない」と回答した者は、

男性 54.3％、女性 59.3％で、40 代、50 代で高い割合であった。 

運動（身体活動）量の評価

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

十分               

だいたい足りて
いる  

やや不足         

かなり不足       

無　回　答        

 

 

２４－１． 牛乳・ヨーグルトの摂取頻度 

 毎日 1回以上、普通・高脂肪の牛乳やヨーグルトを摂取している者の割合は、男性 24.1％、

女性 31.4％であった。また低脂肪の牛乳やヨーグルトを毎日 1 回以上摂取している者の割

合は、男性 16.2％、女性 21.1％であった。 
 

普通・高脂肪の牛乳やヨーグルトの摂取頻度

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

毎日２回以上    

毎日１回           

週４～６回         

週２～３回         

週１回              

週１回未満        

食べなかった     

無　回　答         
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２４－２． 緑の濃い葉野菜の摂取頻度 

 毎日 1 回以上、漬け物・サラダ以外料理に使った野菜の中で、緑の濃い葉野菜（ブロッ

コリーを含む）を摂取している割合は、男性 13.1％、女性 20.1％で、女性の 60 代（22.3％）、

70 代（22.5％）で多かった。 

緑の濃い葉野菜（漬物･サラダを除く）の摂取頻度

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

毎日２回以上 

毎日１回       

週４～６回     

週２～３回     

週１回           

週１回未満    

食べなかった 

無　回　答     

 
 
２４－３． 健康補助食品の利用頻度 

 毎日 1 回以上、健康補助食品を使う者の割合は、男性 13.5％、女性 19.5％で女性に多か

った。 

健康補助食品の利用頻度

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

毎日２回以上     

毎日１回           

週４～６回         

週２～３回         

週１回              

週１回未満        

使わなかった     

無　回　答         
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生活評価 

２５－１． 現在の生活の満足度 

 現在の生活について「満足」と回答した者の割合は、男性 18.6％、女性 21.4％で、年齢

が上がるにしたがって高くなり、80 代では男性 24,1％、女性 29.9％であった。 

現在の生活の満足度

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

満足              

まあ満足        

どちらでもない 

やや不満        

不満              

わからない      

無　回　答       

 
 
２５－２． 現在の幸福度 

 幸福だと「思う」者の割合は、男性 27.1％、女性 34.4％で、年齢が上がるにつれて高く

なる傾向にあった。 

現在、幸福だと思いますか

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

思う                

まあまあ思う     

どちらでもない   

思わない          

わからない        

無　回　答         
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２５－３．「生きがい」や「生活のはり」について 

 「生きがい」や「生活のはり」「いきいきと生きているな」と感じることがあると回答し

た者の割合は、男性 41.4％、女性 43.6％で、60 代（男性 44.7％、女性 47.8％）、70 代（男

性 46.8％、女性 46.3％）で高い傾向にあった。 

生き がいや生活のはりを感じることがありますか

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

　90代以上(N=82)

　80代(N=578)

　70代(N=1306)

　60代(N=1480)

　50代(N=1296)

　40代(N=654)

　90代以上(N=30)

　80代(N=328)

　70代(N=1084)

　60代(N=1244)

　50代(N=1015)

　40代(N=550)

女
性

男
性

ある               

ときどきある    

ない              

わからない     

無　回　答      

 
 
２６． おたっしゃで長生きしたい年齢 

 おたっしゃで長生きしたい年齢の平均は、男性 83.2 歳、女性 82.7 歳で、年齢が上がるに

つれて高い年齢になっており、わずかに男性の方が長い傾向にあった。 

おたっしゃ で長生き したい年齢
                      　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　（実線は標準偏差）
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　40代(N=450)

女
性

男
性
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２７－１． おたっしゃ調査を知った理由 

 おたっしゃ調査を知った理由は、「調査票の郵送によって初めて知った」と回答した者が

最も多く、男性 60.6％、女性 63.0％であった。次いで「広報誌など」(男性 26.3％、女性

23.2％)、｢地域の新聞｣(男性 9.9％、女性 6.8％)の順に多かった。 

おたっしゃ 調査を知った理由　(複数回答,N=9647)

0 20 40 60 80

女性

男性

地域の新聞で知った  

広報誌などで知った  

家族から知った      

友人や知人から知った

調査票が郵送されてきて
初めて知った      
テレビ番組を見て知った   

ビデオを見て知った  

講演会で知った      

そのほか            

無　回　答          

（%）
 

　40代 　50代 　60代 　70代 　80代 　90代以上 合計
総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（実数） 550 1015 1244 1084 328 30 4251
地域の新聞で知った 10.4 10.1 10.2 9.6 7.6 10.0 9.9

広報誌などで知った 20.0 26.0 26.8 28.5 29.9 16.7 26.3

家族から知った 4.9 4.5 3.5 2.8 5.8 6.7 4.0

友人や知人から知った 1.1 2.0 2.2 2.1 0.6 3.3 1.9

調査票が郵送されてきて初
めて知った

64.5 62.1 61.8 58.3 54.3 46.7 60.6

テレビ番組を見て知った 4.4 6.2 4.3 5.3 2.7 3.3 4.9

ビデオを見て知った 0.0 0.5 0.6 1.3 0.3 0.0 0.7

講演会で知った 0.2 0.3 0.9 0.8 0.6 0.0 0.6

そのほか 3.3 3.4 2.0 1.6 2.1 3.3 2.4

無回答 4.9 4.6 7.2 13.0 14.9 26.7 8.5

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（実数） 654 1296 1480 1306 578 82 5396
地域の新聞で知った 9.2 7.3 6.1 7.0 5.0 4.9 6.8
広報誌などで知った 21.3 23.8 25.2 23.3 20.4 12.2 23.2
家族から知った 2.9 2.5 1.6 2.5 5.7 15.9 2.9
友人や知人から知った 2.6 3.2 2.6 2.1 2.1 0.0 2.5
調査票が郵送されてきて初
めて知った

69.0 68.5 64.7 56.9 54.8 52.4 63.0

テレビ番組を見て知った 3.4 6.7 7.4 6.0 4.8 6.1 6.1

ビデオを見て知った 0.5 1.0 1.2 1.0 1.0 0.0 1.0

講演会で知った 0.6 0.7 1.5 1.5 0.3 0.0 1.0

そのほか 3.4 2.5 1.6 1.8 2.4 6.1 2.2
無回答 3.5 4.9 8.6 18.5 19.2 14.6 10.7

男
性

女
性

おたっしゃ調査を知った理由(複数回答)   （％）
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 　40代 　50代 　60代 　70代 　80代 　90代以上 合計

総数 100.0 100.0 100 100.0 100.0 100.0 100.0
（実数） 550 1015 1244 1084 328 30 4251

千葉県、鴨川市、天津小湊
町に協力したいと思ったから

53.8 60.9 62.5 61.6 60.4 40.0 60.4

協力のお願いや調査票の説
明文を読んで大切な調査だ
と思ったから

23.1 26.9 30.8 35.4 31.1 23.3 30.0

テレビ番組をみて、大切な調
査だと思ったから

2.5 2.7 4.0 5.7 6.1 6.7 4.1

ビデオをみて、大切な調査だ
と思ったから

0.0 0.8 1.1 2.6 1.2 0.0 1.3

新聞や広報誌をみて、大切
な調査だと思ったから

1.6 4.8 5.0 7.4 7.9 3.3 5.3

講演会を聞いて、大切な調
査だと思ったから

0.2 0.2 1.1 1.6 1.2 0.0 0.9

家族や周りのみんなが協力
しているから

14.4 10.0 7.5 7.7 8.8 10.0 9.2

自分の栄養診断や運動診断
をしてくれるから

18.0 21.4 22.6 21.5 17.1 13.3 20.9

そのほか 8.0 6.9 4.6 3.0 2.7 3.3 5.0

無回答 6.9 6.4 8.5 13.7 20.4 33.3 10.2

総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

（実数） 654 1296 1480 1306 578 82 5396

千葉県、鴨川市、天津小湊
町に協力したいと思ったから

52.3 61.3 60.4 52.0 49.5 43.9 56.2

協力のお願いや調査票の説
明文を読んで大切な調査だ
と思ったから

25.7 32.5 35.1 34.5 28.0 25.6 32.3

テレビ番組をみて、大切な調
査だと思ったから

2.9 4.2 5.7 7.9 5.0 6.1 5.5

ビデオをみて、大切な調査だ
と思ったから

0.8 0.5 1.4 2.2 1.9 1.2 1.4

新聞や広報誌をみて、大切
な調査だと思ったから

3.2 3.5 4.5 8.1 5.0 4.9 5.0

講演会を聞いて、大切な調
査だと思ったから

0.5 0.7 1.6 2.5 2.1 0.0 1.5

家族や周りのみんなが協力
しているから

13.1 10.5 7.3 9.7 15.1 29.3 10.5

自分の栄養診断や運動診断
をしてくれるから

24.9 28.2 30.0 27.4 20.2 11.0 27.0

そのほか 9.5 4.5 2.9 2.8 3.8 3.7 4.2
無回答 6.0 7.5 10.3 18.5 20.9 17.1 12.3

男
性

女
性

おたっしゃ調査へ協力しようと思った理由(複数回答)   （％）

２７－２． おたっしゃ調査へ協力しようと思った理由 

 おたっしゃ調査へ協力しようと思った理由は、「千葉県、鴨川市、天津小湊町に協力した

いと思ったから｣と回答した者が最も多く、男性 60.4％、女性 56.2％であった。次いで、「協

力のお願いや調査の説明文を読んで、大切な調査だと思ったから｣(男性30.0％、女性32.3％）、

「自分の栄養診断や運動診断をしてくれるから」(男性 20.9％、女性 27.0％）の順に多かっ

た。 
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