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２ こころの健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

ストレスがあっても自分なりに処理できている人の割

合               （市民健康調査） 
76.8％ 77.0％ 

こころの健康づくりに関する事業の参加者数 1,061人 3,360人 

こころの相談ができる専門機関を知っている人の割合

【全体】            （市民健康調査） 
41.8％ 39.5％ 

パンフレットの配布枚数 40,921枚 20,000枚 

こころのケア関係機関との連携会議 57回 66回 

連携ケア会議の回数 121回 185回 

自殺死亡率（人口10万対：人口動態統計） 
（Ｈ30） 

16.7 

※１14.2 

  （18.5） 

※１平成31年に策定した「石巻市自殺対策推進計画」に基づき変更しています。（ ）内には変更前の値（地域にお

ける自殺の基礎資料）を記載しています。 

～みんなで目指す目標を達成するために～ 

 

▶ストレスをためないように３食食べ、動くことを

勧めます 

▶必要な人がいたら、こころの相談ができる機関を

教えます 

▶こころの健康づくりに関する事業に参加します 

▶人とよく話をし、笑うようにします 

▶人の話をよく聴くようにします 

▶自分の好きなことを楽しみます 

▶家族や地域の人と挨拶します 

▶悩んでいる人の話を聴きます 

▶心配なことは、市の保健師に相談します 

▶上手にストレスを解消する方法をみつけます 

▶楽しくおしゃべりする場をみつけます 

 

 

  

取組内容 地域でこころの健康づくりに取り組もう 

目標：ストレスがあっても、自分なりに処理できる人を増やします 

こころの健康づくりに関心のある市民を増やします 

こころの相談ができる機関を知っている人を増やします 

こころの相談に関する支援や連携を地域で推進します 

自殺予防に取り組みます 

  市民から寄せられた取組 
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取組 事業名 担当課 

こころの健康づくりやストレスケアについて普及

啓発します 

健康教育 

健康相談 

研修会等 

健康推進課 

市民福祉課 

出前講座 生涯学習課 

こころの相談窓口について周知します 

医療機関、民間企業等にパンフレ

ットを設置 

ホームページ掲載 

健康教育 

乳幼児健診 

健康推進課 

市民福祉課 

小中学生及び保護者に対して、相談機関や相談体

制について周知します 

学校だより配布 

パンフレット配布 
学校教育課 

専門職によるこころの相談を継続実施します 

こころの相談会 

家庭訪問 

心の健康相談 

健康推進課 

市民福祉課 

児童・生徒が相談できる体制を継続します 

スクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーの配置 

けやき教室 

少年センター 

心のサポートハウス 

学校教育課 

ストレスへの対処とこころの健康について指導し

ます 

中・高：保健体育の授業 

小：体育科保健領域 

窓口でのチラシ等啓発物を配置します 普及啓発 生涯学習課 

「エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）」を活

用し産婦のこころの状態を把握します 
新生児訪問 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て世代のこころの健康づくりを支援します 
母子こころの健康づくり講演会 

乳幼児健診 

傾聴ボランティアの活動を支援します 
傾聴ボランティアの集い 

サロン活動 

聴き上手の市民（ゲートキーパー）を増やすため

の取組をします 

聴き上手養成講座 

健康教育 

パンフレット配布 

関係機関との連携強化を図ります 

心のケアミーティング 

障害者相談支援事業所定例会 

ケース会議 

精神保健に関する支援者のスキルアップを図りま

す 

心のケアミーティング 

事例検討会 

アルコール関連問題学習会 

いのちを守る対策を実施します 
いのちを守る検討部会 

自殺予防啓発活動 

関係機関との連携強化を図ります 子ども支援関係者会議 学校教育課 

出前講座の事業内容を精査し、より良い講座内容

となるよう、関係各課に周知します 
出前講座 生涯学習課 

  市の取組 
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取組 事業名 団体名 

こころの相談窓口について周知します 

医療機関にパンフレット設置 
石巻市医師会 

桃生郡医師会 

歯科医療機関にパンフレット設

置 
歯科医師会 

パンフレット配布 商工会議所 

こころの相談窓口を市民に伝えます 

チラシ等配布協力 社会福祉協議会 

 保健推進員会 

相談場所の紹介 訪問活動 食生活改善推進員会 

相談先があることを啓発します 
子育て支援センターにチラシ設

置 
なかよし会 

小中学生及び保護者に対して、相談機関や相談体

制について周知します 

学校だより配布 

パンフレット配布 

学校保健会 

児童・生徒が相談できる体制を継続します 

スクールカウンセラー・スクール

ソーシャルワーカーの配置 

けやき教室 

少年センター 

心のサポートハウス 

専門職によるこころの相談を継続実施します 

精神保健福祉相談 

思春期・ひきこもり相談 

アルコール関連問題相談(個別相

談・家族教室) 

石巻保健所 

診療時に必要な方へ相談機関を紹介します パンフレット設置 石巻市医師会 

こころの健康づくりについて普及啓発します 

ポスター掲示 薬剤師会 

研修会等のＰＲ 商工会議所 

ポスター掲示 

チラシ設置 
スポーツ協会 

こころの健康づくりについてのパンフレット配布 訪問活動 食生活改善推進員会 

こころと疾患の関連性について普及啓発します  石巻市医師会 

ストレスへの対処とこころの健康について指導し

ます 

中・高：保健体育の授業 

小：体育科保健領域 
学校保健会 

 

  

  団体の取組 
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取組 事業名 団体名 

ゲートキーパーを増やすための周知を行います チラシ等配布協力 社会福祉協議会 

ストレス自己チェック票を配布します  

保健推進員会 市民への声がけを積極的に行います  

気になる様子の方には声をかけ傾聴します  

行政や民間団体との連携会議に積極的に参加しま

す 
 

石巻市医師会 

自殺ハイリスク者の早期発見に努めます  

経営者（事業主）や労働者を対象としたセミナー・

講習会を開催し、経営安定・労働環境の整備に努

めます 

セミナー・講習会の開催 商工会議所 

職場環境の改善・向上を図ることで、自死リスク

の軽減につなげます 
セミナー・講習会の開催 商工会議所 

自死対策に協力します 自死対策ブースの設置 スポーツ協会 

精神科医、内科医、関係機関等との連携強化を図

ります 
石巻地域自死対策連携会議 

石巻保健所 
精神保健に関する関係機関、支援者のスキルアッ

プを図ります 

自死予防対策研修会 

アルコール関連問題研修会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それ、ココロとイノチのサインかも・・・ 

・なんだか眠れない 

・お酒の量が増えてきた 

・集中力が低下しミスが増える 

・何にもしたくない  など 

以前はあんなに好きだった

○○に興味がなくなった 

身だしなみに 

気を使わなくなってきた 

思い当たることはありませんか？ 

ひとりで悩まずに誰かに話してみましょう 
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３ 次世代の健康 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

小中学校におけるたばこやアルコール等の害について

の講演回数 
※１54回 全学校数 

親子で健康づくり等を学ぶための教室や講座等の回数 190回 286回 

午後９時前に寝ている幼児の割合  

（母子保健アンケート） 
41.8％ 41.0％ 

３食食べている子の割合       （３歳児健診） 97.5％ 100.0％ 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合【小５・中１】 

（宮城県児童生徒学習意識等調査） 

  小５ 85.0％ 
※２中１ 83.9％ 

  小５ 93.3％ 
※２中１ 88.4％ 

適正体重の子の割合         （３歳児健診） 88.9％ 97.8％ 

適正体重の児童生徒の割合【小５・中２】 

（児童生徒の健康実態調査教育委員会調べ） 

小５ 81.3％ 

中２ 80.9％ 

小５ 85.5％ 

中２ 88.6％ 

子育ての相談窓口を知っている人の割合 

（母子保健アンケート） 
78.2％ 72.0％ 

子育て支援センターなどで実施している育児相談等の

回数 
140回 255回 

この地域で今後も子育てしたい人の割合 

（健やか親子 21アンケート） 
60.8％ 63.0％ 

※１小中学校においては、学校保健年間計画に薬物乱用防止教室等を位置づけ、すべての学校で実施しています。 

※２宮城県児童生徒学習意識等調査の対象が平成29年以降、小学５年生と中学１年生に変更されています。 

～みんなで目指す目標を達成するために～ 

 

▶早く寝るように声がけします 

▶テレビをみたりゲームをする時は時間を決める

ように声がけします 

▶朝食をしっかり準備し一緒に食べます 

▶ジュースやお菓子の食べすぎによる影響など食

について声がけします 

▶子どもと一緒に運動します 

▶健康診断の結果について話をしたり健康づくり

の話題を多くします 

▶相談窓口を知り、知っている情報を必要な人に教

えます 

▶子育て中の親子を見守ります 

▶地域で子育て中の親子の集まりを開きます 

 

 

取組内容 子どものころから健やかに育つ地域の実現に取り組もう 

目標：親子で健康づくりを考える機会や場を提供します 

早寝、早起き、朝ごはんの習慣ができる子を増やします 

地域の中で安心して子育てができるようにします 

  市民から寄せられた取組 
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取組 事業名 担当課 

乳幼児の親子対象に健康づくりについて啓発しま

す 

親子教室 

食育健康フェスティバル 

子育て支援事業 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

親子のスキンシップの大切さを伝えます 

新生児訪問・家庭訪問 

父子手帖配付 

乳幼児健診 

子育て支援事業 

育児相談 

乳幼児健診フォロー教室 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

体を使った遊びについて啓発します 

乳幼児健診 

乳幼児健診フォロー教室 

育児教室 

子育て支援事業 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

保育所栄養指導 子ども保育課 

ルルブル運動 学校教育課 

「早寝早起き朝ごはん」を普及します 

育児相談 
健康推進課 

市民福祉課 

給食だより配付 

保育所栄養指導 
子ども保育課 

給食だより配付 

ルルブル運動 
学校教育課 

生活リズムの大切さを周知します 

乳幼児健診 

健康教育 

育児相談 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

保育所栄養指導 子ども保育課 

健康教育 

給食だより配付 

ルルブル運動 

学校教育課 

 

  

  市の取組 
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取組 事業名 担当課 

食生活と健康、生活習慣病の予防について周知し

ます 

乳幼児健診 

こどもクッキング教室 

子育て支援事業 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

家庭科の授業 

中・高：保健体育の授業 

小：体育科保健領域 

食育研修会 

各学校の食育指導 

学校教育課 

学校管理課 

たばこの害について啓発します 

パンフレット配付 

母子健康手帳交付 

父子手帖配付 

新生児訪問 

健康教育 

健康推進課 

市民福祉課 

小中学校におけるたばこの害と健康、アルコール

の害と健康について指導します 

中・高：保健体育の授業 

小：体育科保健領域 

薬物乱用防止教室 

学校教育課 

メディア（テレビ、ゲーム、スマホ等）の上手な

使い方について情報提供します 

乳幼児健診 

母子健康手帳交付 

父子手帖配付 

子育て支援事業 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て支援事業 子育て支援課 

子育て相談窓口について周知します 

母子健康手帳交付 

新生児訪問・家庭訪問 

乳幼児健診 

健康推進課 

市民福祉課 

子育てに関する相談を実施します 

母子健康手帳交付 

新生児訪問・家庭訪問 

育児相談 

発達相談 

臨床心理士による相談 

妊産婦相談 

子育て世代包括支援センター（母

子保健型） 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て世代包括支援センター（利

用者支援事業） 

子育て支援事業 

子どもセンター事業 

子育て支援課 

育児不安や児の発達について心配のある保護者に

対して支援します 

新生児訪問・家庭訪問 

育児相談等 

発達相談 

乳幼児健診フォロー事業 

健康推進課 

市民福祉課 

窓口でのチラシ等啓発物を配置します 普及啓発 生涯学習課 
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取組 事業名 担当課 

子育て支援事業に関する情報を提供します 

新生児訪問・家庭訪問 

育児相談 

乳幼児健診 

健康推進課 

市民福祉課 

子育て世代包括支援センター 

子育て支援事業 

子育て情報発信事業 

子育て支援課 

子育て支援について関係機関と連携します 

保育所・学校との情報交換 

乳幼児関係者情報交換会 

産科や小児科等との医療連携 

要保護児童対策協議会 

他市町村との連携 

子ども支援関係者会議 

子ども子育て会議 

学校保健委員会 

養護教諭連絡協議会 

社会福祉協議会との連携会議 

ＮＰＯ団体との情報交換 

健康推進課 

市民福祉課 

虐待防止センター 

要保護児童対策協議会 

子ども子育て会議 
子育て支援課 

保育所・学校との情報交換 

乳幼児関係者情報交換会 

要保護児童対策協議会 

子ども支援関係者会議 

子ども保育課 

保育所・学校との情報交換 

要保護児童対策協議会 

他市町村との連携 

子ども支援関係者会議 

子ども子育て会議 

学校保健委員会 

養護教諭連絡協議会 

ＮＰＯ団体との情報交換 

学校教育課 

子育てサークルを支援します 

健康教育 

育児相談等 

支え合い活動支援事業 

健康推進課 

市民福祉課 

支え合い活動支援事業 福祉総務課 

子育てサークル活動支援（支え合

い活動支援事業） 
子育て支援課 
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取組 事業名 担当課 

子育てボランティアを育成します 

子連れママ応援団育成研修会 
健康推進課 

市民福祉課 

ファミリーサポート事業 子育て支援課 

ブックスタートボランティア等 生涯学習課 

適正体重の子どもを増やす取組をします 適正体重児を増やす取組 

健康推進課 

市民福祉課 

子ども保育課 

学校給食センター栄養士・栄養教諭による「食に

関する指導」を行います 

学校・幼稚園での「食に関する指

導」 
学校管理課 

出前講座の事業内容を精査し、より良い講座内容

となるよう、関係各課に周知します 
出前講座 生涯学習課 

 

 

 

取組 事業名 団体名 

乳幼児の親子を対象に健康づくりについて啓発し

ます 

子育て支援センターでの健康教

室 
なかよし会 

生活リズムの大切さを周知します 

こどもクッキング教室 

子育て支援センター親子クッキ

ング 

食生活改善推進員会 

子育て支援センターでの教室、声

がけ 
なかよし会 

食生活と健康、生活習慣病予防について周知しま

す 
 保健推進員会 

食事の大切さを学ぶ機会を提供します 食農教育活動 ＪＡ 

たばこの害について周知します 

チラシ等配布協力 社会福祉協議会 

 保健推進員会 

市内小中高等学校でたばこの害、ＣＯＰＤについ

て啓発します 
薬物乱用防止講座 薬剤師会 

子育ての相談窓口について周知します 

ポスター掲示 

チラシ設置 

石巻市医師会 

桃生郡医師会 

ポスター掲示 

チラシ設置 

子育て支援センター便り 

なかよし会 

 

  

  団体の取組 
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取組 事業名 団体名 

育児不安などの相談窓口を周知します チラシ等配布協力 社会福祉協議会 

発育・発達が気になる子どもの相談等を実施しま

す 
心身障害児等発達支援事業 石巻保健所 

子育て世代包括支援センターについて周知します 

チラシ等配布協力 社会福祉協議会 

 保健推進員会 

校医として、学校と連携して児童の健康の保持増

進に努めます 
 

石巻市医師会 

桃生郡医師会 

歯科校医として、学校と連携して児童の健康の保

持増進に努めます 
 歯科医師会 

健康に過ごすための１日の生活の仕方について指

導します 

中・高：保健体育の授業 

小：体育科保健領域 
学校保健会 

地域や学校で食育活動を推進します 地元でとれた魚で調理実習 ＪＦ 

子どもの肥満・やせの改善等子どもの健康保持増

進のために関係機関と連携します 

子どもの健康なからだづくり推

進事業 

特定給食施設等指導事業 

石巻保健所 母子保健に関する関係機関、支援者のスキルアッ

プを図ります 
母子保健関係者研修 

「第４期宮城県食育プラン」を推進(普及啓発活動

の実施)します 
みやぎの食育推進戦略事業 
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４ 高齢者の健康 

 

 

 

 

 

 

 

指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

高齢者の健康づくり教室延べ参加者数 2,079人 6,200人 

後期高齢者健診受診率 28.1％ 27.0％ 

高齢者の交流会及びサロン等のグループ数 199グループ 300グループ 

～みんなで目指す目標を達成するために～ 

 

▶ご近所の人たちとのふれあいを大切にします 

▶あいさつ、声がけを心がけます 

▶老人クラブで健康について声がけします 

▶一人暮らしの人に声がけし、仲間づくりをします 

▶楽しく話ができる場をつくります 

 

 

 

 

取組 事業名 担当課 

各種健（検）診の受診勧奨をします 

健康教育 

健康相談 

出前講座 

チラシ配布 健康推進課 

市民福祉課 

高齢者の健康づくりについて普及啓発します 

健康教育 

健康相談 

出前講座 

チラシ配布 

 

  

取組内容 こころも体もいきいき・元気高齢者の増加に取り組もう 

目標：自分の健康に関心を持つ、元気な高齢者を増やします 

高齢者の交流の場や機会を提供します 

  市民から寄せられた取組 

  市の取組 
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取組 事業名 担当課 

生活習慣病の発症・重症化予防に取り組みます 

健康教育 

健康相談 

出前講座 

保健指導 

高齢者の介護予防と保健事業の

一体的実施 

健康推進課 

市民福祉課 

保険年金課 

介護保険課 

高齢者が参加できる場について情報提供します 

健康教育 

健康相談 

出前講座 

健康推進課 

市民福祉課 

出前講座 

地域包括支援センターや地域福

祉コーディネーターとの連携強

化 

地域介護予防活動支援事業 

通所型サービス支援事業 

介護保険課 

デイサービス事業 

支え合い活動支援事業 
福祉総務課 

介護予防に取り組みます 

はつらつ元気教室 

介護予防教室 

地域リハビリテーション活動支

援事業 

介護保険課 

サロン活動等自主活動を支援します 

健康教育 

健康相談 

出前講座 

健康推進課 

市民福祉課 

出前講座 

地域包括支援センターや地域福

祉コーディネーターとの連携強

化 

地域介護予防活動支援事業 

通所型サービス支援事業 

介護保険課 

支え合い活動支援事業 福祉総務課 

認知症の人が地域で安心して暮らせるよう支援を

します 

認知症ケアパスの活用 

認知症講演会 
介護保険課 

窓口でのチラシ等啓発物を配置します 普及啓発 生涯学習課 
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取組 事業名 団体名 

生活習慣病予防について普及啓発します 

 保健推進員会 

アクティブ出前講座 石巻保健所 

生活習慣病とフレイルの関係について周知します  保健推進員会 

オーラルフレイルについて啓発します 

成人歯科健診 

歯と口の健康市民の集い 

食育健康フェスティバル 

歯科医師会 

フレイル予防について普及啓発します ポスター掲示 薬剤師会 

運動することの大切さを普及啓発します（体力測

定・体操教育） 
出前講座 スポーツ協会 

運動することの大切さを啓発します  ダンベルクラブ 

高齢者の適正体重について周知します  保健推進員会 

体力低下の予防についてしっかり指導します  石巻市医師会 

食事の適正量を情報提供します 
薬局における食事の適正量等普

及啓発プロジェクト 
薬剤師会 

後期高齢者の健診受診を勧めます 健診ＰＲ ＪＦ 

成人歯科健診に協力します 成人歯科健診 

歯科医師会 
宮城県後期高齢者医療広域連合歯科健診事業に協

力します 
75歳の歯科健診 

診療の中で健康についてアドバイスや相談にのる

よう努めます 
 

石巻市医師会 

桃生郡医師会 

診療の中でお口の健康についてアドバイスや相談

にのるよう努めます 
 歯科医師会 

高齢者の交流の場を増やします 食生活改善普及講習会（サロン） 食生活改善推進員会 

認知症予防を学ぶ機会を提供します 認知症サポーター養成講座 ＪＡ 

老人クラブ及び地域の高齢者の事業に協力します 
ポスター掲示 

チラシ設置・配布 
社会福祉協議会 

地域でのサロン活動を支援及び推進します  

地区の健康教室に協力します  保健推進員会 

 

  

  団体の取組 
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取組 事業名 団体名 

地域のダンベル教室の実施及び支援を行います ダンベル教室 ダンベルクラブ 

生き活き講座を実施します 
大正琴・カラオケ・ダンス・編み

物等サークル活動 
ＪＡ 

生活習慣病について学びます 保健推進員会研修会 保健推進員会 
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５ 目標数値一覧 

 

目標 指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

１ がん・生活習慣病の予防 （１）健（検）診 

取組内容▶がんの早期発見・早期治療に取り組もう 

がん検診受診率の向上を

図ります 

胃がん検診受診率 7.0％ 12.1％ 

肺がん検診受診率 20.2％ 27.7％ 

大腸がん検診受診率 17.8％ 20.9％ 

乳がん検診受診率 14.5％ 17.9％ 

子宮頸がん検診受診率 20.0％ 23.4％ 

取組内容▶特定健康診査・特定保健指導を受けよう 

自分の健康に関心を持つ

人を増やします 

週に１回以上血圧をはかる人の割合 

（市民健康調査） 
13.9％ 13.2％ 

週に１回以上体重をはかる人の割合 

（市民健康調査） 
34.5％ 35.0％ 

特定健康診査受診率    （特定健康診査）※１ ※１45.0％ 60.0％ 

ＢＭＩ25.0以上の割合   （特定健康診査）※１ ※１34.3％ 31.0％ 

生活習慣を見直す機会を

増やします 

特定保健指導実施率     （特定健康診査） 25.6％ 60.0％ 

生活習慣改善事業延べ参加者数 1,929人 4,000人 

メタボリックシンドロー

ム該当者を減らします 

メタボリックシンドローム該当者の割合 

（特定健康診査）※１ 
※１24.4％ 20.4％ 

※１令和元年度国民健康保険特定健康診査結果法定報告 

 

 

  

重点 
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目標 指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

１ がん・生活習慣病の予防 （２）栄養・食生活 

取組内容▶バランスのとれた食生活を送ろう 

自分の食事の適量・バラン

スがわかる人を増やしま

す 

適正体重の子の割合     （３歳児健診） 88.9％ 97.8％ 

適正体重の児童生徒の割合【小５・中２】 

（児童生徒の健康実態調査教育委員会調べ） 

小５ 

81.3％ 

中２ 

80.9％ 

小５ 

85.5％ 

中２ 

88.6％ 

ＢＭＩ25.0以上の割合    （特定健康診査） ※１34.3％ 31.0％ 

夕食後の間食を取る人の割合※２ （ＫＤＢ）※３ － 9.8％ 

減塩を心がけて食事をす

る人を増やします 

減塩を心がけて食事をする人の割合 

（市民健康調査） 
57.5％ 60.0％ 

毎食野菜を食べる人を増

やします 

野菜や海藻のおかずを毎食食べる割合 

（市民健康調査） 
28.7％ 33.0％ 

朝食を食べる子どもを増

やします 

３食食べている子の割合    （３歳児健診） 97.5％ 100.0％ 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合【小５・中１】 

（宮城県児童生徒学習意識等調査） 

小５ 

85.0％ 
※４中１ 

83.9％ 

小５ 

93.3％ 
※４中１ 

88.4％ 

飲み物選びを心がける人

を増やします 

水・お茶以外の甘い飲み物を毎日飲む人の割合

【大人】          （市民健康調査） 
32.5％ 28.0％ 

甘い飲み物を毎日飲む子の割合（３歳児健診） 38.5％ 40.0％以下 

１ がん・生活習慣病の予防 （３）身体活動・運動 

取組内容▶活動的な生活を送ろう 

意識的に身体を動かす人

を増やします 

いつも意識的に身体を動かすように心がけてい

る人の割合        （市民健康調査） 
32.5％ 35.0％ 

１日１時間以上の歩行または同等の身体活動を

している人の割合       （ＫＤＢ）※３ 

（Ｒ１） 

49.2％ 
52.7％ 

運動やスポーツを習慣に

している人を増やします 

１日 30分以上の運動を週２日以上している人

の割合（汗をかくような運動） （ＫＤＢ）※３ 

（Ｒ１） 

35.1％ 
35.0％ 

運動する機会や場を提供

します 

ダンベル体操や出前講座等の運動に関する教室

等の開催回数 
784回 1,600回 

※１令和元年度国民健康保険特定健康診査結果法定報告 

※２特定健康診査の問診項目から削除されたため、平成 30年以降の実績値は空欄とし、評価ができない状況です。 

※３国保データベースの数値です。 

※４宮城県児童生徒学習意識等調査の対象が平成 29年以降、小学５年生と中学１年生に変更されています。 

 

  

重点 

重点 
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目標 指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

１ がん・生活習慣病の予防 （４）歯・口腔の健康 

取組内容▶子どものころから８０２０運動に取り組もう 

むし歯のない子どもを増

やします 

３歳児１人平均むし歯の本数 （３歳児健診） 1.09本 1.00本 

12歳児１人平均むし歯の本数（学校歯科検診） 1.32本 1.50本 

３歳児のむし歯のない子の割合（３歳児健診） 76.2％ 75.0％ 

12歳児でむし歯の治療をしている子の割合 

（学校歯科検診） 
25.2％ 40.0％ 

定期的に口腔チェックす

る人を増やします 

定期検診のために受診している人の割合 

（市民健康調査） 
35.9％ 33.0％ 

飲み物選びを心がける人

を増やします 

水・お茶以外の甘い飲み物を毎日飲む人の割合

【大人】           （市民健康調査） 
32.5％ 28.0％ 

甘い飲み物を毎日飲む子の割合 （３歳児健診） 38.5％ 40.0％以下 

歯みがきの習慣が身につ

いている人を増やします 
毎食後に歯をみがく人の割合 （市民健康調査） 28.7％ 27.0％ 

１ がん・生活習慣病の予防 （５）飲酒 

取組内容▶適正飲酒に取り組もう 

休肝日をもうける人を増

やします 

休肝日をもうけている人の割合 

（市民健康調査） 
63.1％ 63.0％ 

適正飲酒者を増やします 多量飲酒者（３合以上）の割合 （ＫＤＢ）※１ 
（Ｒ１） 

3.0％ 
3.0％ 

１ がん・生活習慣病の予防 （６）喫煙・ＣＯＰＤ 

取組内容▶たばこの害を知ろう 

受動喫煙の機会を減らし

ます 

家庭で受動喫煙の機会を有する人の割合 

（市民健康調査） 
16.3％ 3.0％ 

職場で受動喫煙の機会を有する人の割合 

（市民健康調査） 
16.2％ 0.0％ 

喫煙者を減らします 

喫煙者の割合【男】   （特定健康診査） 
（Ｒ１） 
※２27.2％ 

25.7％ 

喫煙者の割合【女】   （特定健康診査） 
（Ｒ１） 
※２6.8％ 

5.9％ 

取組内容▶ＣＯＰＤの認知度の向上に取り組もう 

ＣＯＰＤについて知って

いる人を増やします 

ＣＯＰＤについて知っている人の割合 

（市民健康調査） 
55.6％ 80.0％ 

※１国保データベースの数値です。 

※２令和元年度国民健康保険特定健康診査結果法定報告  
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目標 指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

２ こころの健康 （１）こころの健康 

取組内容▶地域でこころの健康づくりに取り組もう 

ストレスがあっても、自分

なりに処理できる人を増

やします 

ストレスがあっても自分なりに処理できている

人の割合          （市民健康調査） 
76.8％ 77.0％ 

こころの健康づくりに関

心のある市民を増やしま

す 

こころの健康づくりに関する事業の参加者数 1,061人 3,360人 

こころの相談ができる機

関を知っている人を増や

します 

こころの相談ができる専門機関を知っている人

の割合【全体】       （市民健康調査） 
41.8％ 39.5％ 

パンフレットの配布枚数 40,921枚 20,000枚 

こころの相談に関する支

援や連携を地域で推進し

ます 

こころのケア関係機関との連携会議 57回 66回 

連携ケア会議の回数 121回 185回 

自殺予防に取り組みます 自殺死亡率（人口10万対：人口動態統計） 
（Ｈ30） 

16.7 

※１14.2 

  （18.5） 

３ 次世代の健康 （１）次世代の健康 

取組内容▶子どものころから健やかに育つ地域の実現に取り組もう 

親子で健康づくりを考え

る機会や場を提供します 

小中学校におけるたばこやアルコール等の害に

ついての講演回数 
※２ 54回 全学校数 

親子で健康づくり等を学ぶための教室や講座等

の回数 
190回 286回 

早寝、早起き、朝ごはんの

習慣ができる子を増やし

ます 

午後９時前に寝ている幼児の割合 

（母子保健アンケート） 
41.8％ 41.0％ 

３食食べている子の割合    （３歳児健診） 97.5％ 100.0％ 

朝食を毎日食べる児童生徒の割合【小５・中１】 

（宮城県児童生徒学習意識等調査） 

小５ 

85.0％ 
※３ 中１ 

83.9％ 

小５ 

93.3％ 
※３ 中１ 

88.4％ 

適正体重の子の割合      （３歳児健診） 88.9％ 97.8％ 

適正体重の児童生徒の割合【小５・中２】 

（児童生徒の健康実態調査教育委員会調べ） 

小５ 

81.3％ 

中２ 

80.9％ 

小５ 

85.5％ 

中２ 

88.6％ 

※１平成 31 年に策定した「石巻市自殺対策推進計画」に基づき変更しています。（ ）内には変更前の値（地域におけ

る自殺の基礎資料）を記載しています。 
※２小中学校においては、学校保健年間計画に薬物乱用防止教室等を位置づけ、すべての学校で実施しています。 

※３宮城県児童生徒の学習意識等調査の対象が平成 29 年以降、小学５年生と中学１年生に変更されています。 
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目標 指標 
現状値 

令和２年度 

目標値 

令和８年度 

地域の中で安心して子育

てができるようにします 

子育ての相談窓口を知っている人の割合 

（母子保健アンケート） 
78.2％ 72.0％ 

子育て支援センターなどで実施している育児相

談等の回数 
140回 255回 

この地域で今後も子育てしたい人の割合 

（健やか親子 21アンケート） 
60.8％ 63.0％ 

４ 高齢者の健康 （１）高齢者の健康 

取組内容▶こころも体もいきいき・元気高齢者の増加に取り組もう 

自分の健康に関心を持つ、

元気な高齢者を増やしま

す 

高齢者の健康づくり教室延べ参加者数 2,079人 6,200人 

後期高齢者健診受診率 28.1％ 27.0％ 

高齢者の交流の場や機会

を提供します 
高齢者の交流会及びサロン等のグループ数 

199 

グループ 

300 

グループ 
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資 料 編 

１ 策定の経過 

会議名称 
検討内容 

開催年月日 

令和２年度 

第２回健康増進計画庁内検討部会 

（１）石巻市民健康調査結果について 

（２）第２次健康増進計画の推進について 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 
令和３年２月 16日 

令和２年度 

第２回健康増進計画推進委員会 

（１）石巻市民健康調査結果について 

（２）第２次健康増進計画の推進について 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 

※書面開催 
令和３年３月 23日 

令和３年度 

第１回健康増進計画庁内検討部会 

（１）石巻市の健康状況について 

（２）第２次健康増進計画令和２年度実施状況ならびに令和

３年度の推進について 

（３）今後のスケジュールについて 

（４）その他 
令和３年５月 11日 

令和３年度 

第１回健康増進計画推進委員会 

（１）石巻市の健康状況について 

（２）第２次石巻市健康増進計画 各団体における令和２年

度実施状況及び令和３年度実施予定について 

（３）今後のスケジュールについて 
令和３年５月 27日 

令和３年度 

第２回健康増進計画庁内検討部会 （１）第２次石巻市健康増進計画改訂版計画策定について 

（２）その他 
令和３年 10月１日 

令和３年度 

第２回健康増進計画推進委員会 
（１）第２次石巻市健康増進計画改訂版素案について 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）その他 令和３年 10月 19日 

パブリックコメントの実施 
第２次健康増進計画（案）の意見募集 

（●人から●件の意見） 令和３年 12月 13日 

～令和３年 12月 27日 

令和４年度 

第３回健康増進計画庁内検討部会 
 

令和４年１月末予定 

令和４年度 

第３回健康増進計画推進委員会 
 

令和４年２月（14日）予定 
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２ 石巻市健康増進計画推進委員会条例 

 

令和２年３月17日条例第10号 

石巻市健康増進計画推進委員会条例 

（設置） 

第１条 健康増進法（平成14年法律第103号）第８条第２項の規定に基づく石巻市健康増進計画（以

下「増進計画」という。）に関する事項を審議するため、石巻市健康増進計画推進委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

(１) 増進計画の策定及び見直しに関すること。 

(２) 増進計画の推進と進行管理に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、増進計画に関し必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 保健医療に携わる者 

(３) 福祉業務に携わる者 

(４) 健康に関する各種団体に所属する者 

(５) 関係行政機関の職員 

(６) 学校保健に携わる者 

(７) 事業所等産業保健に携わる者 

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 

２ 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 
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（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（最初の委員の任期） 

２ この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第４条第１項の規定にかかわらず、委嘱の日か

ら令和４年３月31日までとする。 

（最初の委員会の招集） 

３ 委員が委嘱された後、最初に招集すべき委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず市長

が招集する。 

（石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 石巻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年石巻市条例第40

号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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３ 石巻市健康増進計画庁内検討部会設置要綱 

 

令和２年３月31日訓令第17号 

石巻市健康増進計画庁内検討部会設置要綱 

（設置） 

第１条 石巻市健康増進計画（以下「増進計画」という。）の推進に当たり、関係各課との連携を密

にし、円滑かつ効率的な石巻市健康増進計画推進委員会（以下「推進委員会」という。）の運営に

資するため、石巻市健康増進計画庁内検討部会（以下「検討部会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 検討部会は、増進計画の策定、見直し及び進行管理等推進委員会が所掌する事務に関し、調

査検討を行うとともに、増進計画の推進に関し必要な事務を所掌する。 

（会議） 

第３条 検討部会は、部会長及び部員をもって構成する。 

２ 部会長は健康部健康推進課長をもって充て、部員は別表に掲げる課の課長が当該課に所属する職

員のうちから指名する者をもって充てる。 

３ 検討部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長がその議長となる。 

４ 部会長は、必要があると認めたときは、検討部会の会議に部員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第４条 検討部会の庶務は、健康部健康推進課において処理する。 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

復興政策部地域協働課、健康部保険年金課、同部介護保険課、福祉部福祉総務課、同

部子育て支援課、同部子ども保育課、産業部商工課、教育委員会学校教育課、同委員

会生涯学習課、同委員会体育振興課 
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４ 石巻市健康増進計画推進委員名簿 

令和３年４月１日現在 

No 
健康増進計画推進 

委員会条例第３条 
委員名 団体名 備考 

１ 

学識経験を有する者 

及び保健医療に 

携わる者 

佐 藤  清 壽 一般社団法人石巻市医師会 会長 

２ 石 橋  清 人 一般社団法人桃生郡医師会  

３ 鈴 木   徹 一般社団法人石巻歯科医師会 副会長 

４ 澁 谷  和 彦 一般社団法人石巻薬剤師会  

５ 福祉業務に携わる者 黒 澤  直 樹 
社会福祉法人 

石巻市社会福祉協議会 
 

６ 

健康に関する各種団体 

に所属する者 

勝然 しげ子 石巻市保健推進員  

７ 佐 藤  清 子 
石巻市食生活改善推進員 

連絡協議会 
 

８ 大橋 巳津子 社会福祉法人なかよし会  

９ 近 藤  裕 紀 
特定非営利活動法人 

石巻市スポーツ協会 
 

10 関係行政機関の職員 野 上  慶 彦 宮城県石巻保健所  

11 学校保健に携わる者 赤 平  光 秀 石巻地区学校保健会  

12 

事業所等産業保健に 

携わる者 

及 川  香 織 いしのまき農業協同組合  

13 吉野 八重子 
宮城県漁業協同組合女性部 

中部地区連絡協議会 
 

14 毛 利  広 幸 石巻商工会議所  

15 市長が必要と認めた者 佐々木 裕子 
アドバイザー（仙台白百合女子 

大学人間学部健康栄養学科） 
 

※任期：令和２年７月１から令和４年３月31日まで 
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５ 石巻市の現状分析資料 

 

５－1 石巻市の現状 

（１）人口、世帯数及び出生数 

①総人口 

本市の総人口は年々減少傾向にあり、平成27年の148,968から令和３年には139,136人と

9,832人減少しています。 

年齢３区分別人口比率は、年少人口率（０歳～14歳）と生産年齢人口率（15歳～64歳）とも

に減少している一方、高齢者人口率（65歳以上）は増加傾向にあり、令和３年の高齢化率は

33.82％と、少子高齢化は進行しています。 

 

【総人口の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年９月30日現在 

 

【年齢３区分別人口比率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年９月30日現在  

29.83 30.62 31.43 32.14 32.65 33.25 33.82 
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②地区別人口 

平成28年と令和３年の地区別人口を比較すると、すべての地区が減少傾向で、河北、桃生、

雄勝地区の減少が顕著となっています。増減率をみると、雄勝地区は40.50％（761人減）と他

の地区に比べて減少しています。 

平成28年と令和３年の地区別高齢化率を比較すると、すべての地区で高齢化率は増加してい

ますが、河南、桃生地区の増加は５ポイント未満にとどまっています。また、本庁、河南地区

は、市全体（33.82％）を下回っています。 

一方で、雄勝地区では8.43ポイント増加し57.87％、北上地区では6.73ポイント増加し

44.81％、牡鹿地区では5.84ポイント増加し51.45％と市全体を大きく上回り、高齢化が著しく

進行している状況です。 

 

【地区別人口の変化（平成28年と令和３年）】 

（単位：人） 

 
市全体 本庁 河北 雄勝 河南 桃生 北上 牡鹿 

平成 28年 147,926 102,617 10,905 1,879 19,486 7,613 2,613 2,813 

令和３年 139,136 97,999 10,008 1,118 18,777 6,786 2,207 2,241 

平成 28年に 

対する増減数 
△8,790 △4,618 △897 △761 △709 △827 △406 △572 

平成 28年に 

対する増減率 
△5.94％ △4.50％ △8.23％ △40.50％ △3.64％ △10.86％ △15.54％ △20.33％ 

資料：住民基本台帳 各年９月30日現在 

 

 

【地区別高齢化率の変化（平成28年と令和３年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年９月30日現在 
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③世帯数 

世帯数は、平成27年以降増加傾向となっており、令和２年には61,840世帯となっています。 

１世帯あたりの人員は減少傾向で、令和２年には2.28人と本市においても核家族化は進行し

ています。 

 

【世帯数と１世帯あたりの人員の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 各年９月30日現在 

 

 

④出生者数・死亡者数 

出生者数は、平成27年以降減少傾向で推移しています。 

死亡者数は、出生者数を上回り微増傾向となっています。 

 

【出生者数と死亡者の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳に基づく人口移動調査年報（各年12月31日現在）人口動態調査 
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（２）市民の健康状況 

①平均寿命と健康寿命※１の関係 

平均寿命は、男性は80.49歳、女性は87.61歳と男性は全国と宮城県を下回っています。 

健康寿命は、男性は79.16歳、女性は84.58歳と、男性は宮城県を下回っています。一方、女

性は全国と宮城県を上回っています。 

不健康な期間は、男性は1.33年、女性は3.03年と、男性が短くなっています。なお、期間は

全国と宮城県同様、本市でも男性が短くなっています。 

 

【平均寿命（平成30年）】         【健康寿命（平成30年）】 

（単位：歳）                                 （単位：歳） 

市町村名 男性 女性  市町村名 男性 女性 

全 国 80.75 86.99  全 国 72.14 74.79 

宮城県 81.26 87.46  宮城県 79.85 84.29 

石巻市 80.49 87.61  石巻市 79.16 84.58 

     ※平均寿命：全国は平成27年         ※健康寿命：全国は平成28年 

           宮城県、石巻市は平成30年          宮城県、石巻市は平成30年 

資料：宮城県「データからみたみやぎの健康‐令和２年度版‐」 

   【不健康な期間】 

（単位：年） 

市町村名 男性 女性 

全 国 1.79 2.77 

宮城県 1.41 3.17 

石巻市 1.33 3.03 

不健康な期間：「平均寿命」－「健康寿命」で算出 
     資料：宮城県「データからみたみやぎの健康‐令和２年度版‐」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 平均寿命のうち、介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、自立して健康に生活できる
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②死因別死亡数の状況 

ア．生活習慣病疾病別死亡率（人口10万対） 

平成30年生活習慣病疾病別死亡率(人口10万対)の中で、三大生活習慣病の悪性新生物※１が

372.4、心疾患が253.3、脳血管疾患が137.8とすべての疾病で全国、宮城県の死亡率を上回って

います。 
 

【平成30年生活習慣病疾病別死亡率（人口10万対）】 

 石巻市 宮城県 全 国 

悪性新生物 372.4 288.6 300.7 

心疾患 253.3 168.4 167.6 

脳血管疾患 137.8 105.7 87.1 

資料：人口動態統計 
 

【悪性新生物死亡率（人口10万対）】 

 

 

 

 
 

 
 

【心疾患死亡率（人口10万対）】 

 

 

 

 

 
 

 

【脳血管疾患死亡率（人口10万対）】 

 

 

 

 

 

 

資料：衛生統計年報、人口動態統計 

※１ 悪性腫瘍のことで「がん」とも呼ばれます。統計資料の種別により表記が異なる場合がありま

す。  
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【がん粗死亡率の推移（石巻市・宮城県・全国10万対）】 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

石巻市 341.1 354.4 369.1 351.5 372.4 

宮城県 282.4 283.6 287.9 291.4 288.6 

全 国 293.5 295.5 298.4 299.5 300.7 

 

【心疾患粗死亡率の推移（石巻市・宮城県・全国10万対）】 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

石巻市 216.5 193.3 226.5 241.6 253.3 

宮城県 152.2 152.0 157.2 168.3 168.4 

全 国 157.0 156.5 158.4 164.4 167.6 

 

【脳血管疾患粗死亡率の推移（石巻市・宮城県・全国10万対）】 

 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 

石巻市 107.9 119.5 114.9 111.9 137.8 

宮城県 103.2 99.1 99.9 102.8 105.7 

全 国 91.1 89.4 87.5 88.2 87.1 

資料：人口動態統計、宮城県「データからみたみやぎの健康」、石巻市統計書情報より算出 

 

【心疾患の標準化死亡比※１】 

 男性 女性 

石巻市 117.5 113.2 

宮城県 100.2 97.3 

 

【脳血管疾患の標準化死亡比】 

 男性 女性 

石巻市 113.2 105.4 

宮城県 114.3 115.3 

          資料：厚生労働省 表６ 人口動態保健所・市区町村別統計 

標準化死亡比、主要死因・性・都道府県・保健所・市区町村別（平成 25年～29

年）令和２年７月 30日更新データ 

 
※１ 他の集団（市町村など）との人口構成の違いを除去して、死亡率を比較するときの指標 国：100  
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イ．自殺死亡率※１の推移 

自殺死亡率は、平成23年以降、年により変動がみられ平成30年には16.7と前年よりはやや減

少していますが、全国と宮城県を上回っています。 

 

 

【自殺死亡率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市自死対策計画等 人口動態統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺死亡率の推移「地域における自殺の基礎資料」自殺日・住居地 

※１ 人口 10万人あたりの自殺者数を示す（自殺者数÷人口×10万） 

※平成 23年石巻市自殺死亡率については、自殺総合対策推進センター提供 
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③要支援・要介護認定者の状況 

ア．要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、令和３年には9,600人と平成28年より895人増加し、今後も高齢

化の影響で増加することが見込まれます。 

要介護度別では、平成28年と令和３年を比較すると、要介護１と要介護５以外は増加してお

り、特に要支援１、要支援２の軽度者と要介護４で200人以上増加しています。 

認定率は、第１号被保険者数全体では20.2％と国、県より高く、他市町との比較では概ね中

位の水準です。 

 

【要支援・要介護認定者数の推移】 

（単位：人） 

 平成 28年 平成 29 年 平成 30年 令和元年 令和２年 令和３年 

認定者数 8,705 8,959 9,205 9,350 9,487 9,600 

※第１号被保険者     資料：介護保険事業状況報告 各年９月30日現在（令和３年は４月30日現在） 

 

【要介護度別認定者数の変化（平成28年と令和３年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：介護保険事業状況報告 各年９月30日現在（令和３年は４月30日現在） 

 

【第１号被保険者の要支援・要介護認定率】 

                                （単位：％） 

 全国計 宮城県 石巻市 

認定率 18.6 18.4 20.2 

              資料：介護保険事業状況報告（令和２年９月30日現在）  

1,423 1,575 1,529
1,387

1,060 1,069

662

1,706
1,857

1,526 1,443

1,133
1,278

657

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人） 平成28年 令和３年



資 料 編 

98 

イ．40歳～64歳（第２号被保険者）の要支援・要介護認定者の疾病別割合 

令和２年の要支援・要介護認定者のうち、半数以上が脳血管疾患を患っており、187人中103

人で、その割合は55.1％となっています。 

 

【令和２年度40歳～64歳（第２号被保険者）の要支援・要介護認定者数と脳血管疾患】 

（単位：人） 

 認定者総数 脳血管疾患 

令和２年度 187 103 

                資料：石巻市介護保険課調べ 令和３年３月31日現在 

 

 

【40歳～64歳（第２号被保険者）の要介護認定者の疾病別割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市介護保険課調べ 令和３年３月31日現在 
  

１位 脳血管疾患

55.1%

２位 初老期における認知

症 7.5%

２位 がん（末期） 7.5%

４位 糖尿病性神経障害

糖尿病性腎症及び糖尿病

性網膜症 5.9%

５位 関節リウマチ 4.3%

６位 多系統萎縮症 3.7%

６位 パーキンソン病関連

疾患 3.7%

８位 脊柱管狭窄症 2.7%

９位 骨折を伴う骨粗しょう

症 2.1%

９位 脊髄小脳変性症

2.1%

９位 両側の膝関節または

股関節に著しい変形を伴う

変形性関節症 2.1%

その他 3.2%

１位 脳血管疾患 ２位 初老期における認知症

２位 がん（末期） ４位 糖尿病性神経障害糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

５位 関節リウマチ ６位 多系統萎縮症

６位 パーキンソン病関連疾患 ８位 脊柱管狭窄症

９位 骨折を伴う骨粗しょう症 ９位 脊髄小脳変性症

９位 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 その他
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④国民健康保険の被保険者の状況 

ア．国民健康保険加入率 

国民健康保険の被保険者数及び加入率は、減少傾向となっており、令和３年は被保険者数が

31,620人、加入率は22.6％となっています。 

 

【国民健康保険加入率】 

 （単位：人） 

 総人口 被保険者数 加入率(％) 

平 成 27 年 149,318 43,099 28.9 

平 成 28 年 148,238 40,485 27.3 

平 成 29 年 146,991 37,454 25.5 

平 成 30 年 145,386 35,082 24.1 

令 和 元 年 143,701 33,255 23.1 

令 和 ２ 年 141,887 32,132 22.7 

令 和 ３ 年 140,068 31,620 22.6 

              資料：石巻市健康部保険年金課調べ 各年３月31日現在 
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イ．国民健康保険加入者の医療費の状況 

入院・外来、疾病別の医療費割合は、入院では「新生物」、「循環器」、「精神」、「筋骨

格」が上位を占めています。一方、外来では「尿路性器」、「内分泌」、「新生物」、「循環

器」が上位を占めています。 

【令和元年度入院・外来、疾病別医療費割合】 

大分類 中分類 
医療費 

割合（％） 

疾病別 

医療費（円） 

新生物 

その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 6.8 320,172,290 

気管、気管支及び肺の悪性新

生物＜腫瘍＞ 
3.1 148,061,220 

胃の悪性新生物＜腫瘍＞ 1.6 77,212,250 

循環器 

その他の心疾患 6.1 287,765,330 

虚血性心疾患 3.9 186,224,770 

脳梗塞 3.1 146,819,450 

精神 

統合失調症、統合失調症型 

障害及び妄想性障害 
7.6 360,721,320 

気分（感情）障害（躁うつ病を

含む） 
3.0 140,153,740 

その他の精神及び行動の障害 1.4 67,668,660 

筋骨格 

脊椎障害（脊椎症を含む） 2.4 116,152,220 

関節症 2.3 111,009,640 

その他の筋骨格系及び結合 

組織の疾患 
2.1 99,003,370 

 

大分類 中分類 
医療費 

割合（％） 

疾病別 

医療費（円） 

尿路性器 

腎不全 12.5 922,521,660 

前立腺肥大（症） 0.9 68,753,350 

その他の腎尿路系の疾患 0.7 53,947,510 

内分泌 

糖尿病 8.6 635,216,390 

脂質異常症 4.4 328,884,410 

その他の内分泌、栄養及び 

代謝障害 
1.1 79,038,320 

新生物 

その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 4.8 356,487,400 

気管、気管支及び肺の悪性新

生物＜腫瘍＞ 
2.9 218,202,730 

結腸の悪性新生物＜腫瘍＞ 1.2 89,261,970 

循環器 

高血圧性疾患 7.0 515,153,980 

その他の心疾患 4.4 328,862,220 

虚血性心疾患 0.8 61,453,470 

資料：石巻市健康部保険年金課調べ 
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5.6%

眼 5.6%

その他

18.4%

【外来】

新生物

18.5%
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ウ．人工透析患者数の推移 

人工透析患者の総数は、平成29年以降増加が続きましたが令和２年にやや減少に転じ、484人

となっています。 

国民健康保険令和２年５月診療分の男女別人工透析患者の総数は188人で、うち男性は121人

となっています。特に男性の60代が多くなっています。 

 

【人工透析患者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市福祉部障害福祉課調べ 

 

【国民健康保険男女別人工透析患者数（令和２年５月）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市健康部保険年金課調べ 
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⑤特定健康診査の状況 

ア．特定健康診査の実施状況 

特定健康診査の受診率は、令和元年度は45.0％で県内の順位は28位、特定保健指導の終了者

率は、令和元年度は25.6％で県内21位と、下位に位置しています。 

 

【特定健康診査・特定保健指導の実施状況】 

 
特定健康診査 特定保健指導 

被保険者

数（人） 

受診者数 

（人） 

受診率 

(％) 

県内順位 

（位） 

対象者数 

（人） 

終了者数 

（人） 

終了者率 

(％) 

県内順位 

（位） 

平成 27年度 28,335 11,127 39.3 31 1,520 368 24.2 15 

平成 28年度 26,630 10,420 39.1 34 1,459 319 21.9 18 

平成 29年度 25,148 9,961 39.6 34 1,304 356 27.3 15 

平成 30年度 23,954 9,902 41.3 32 1,302 328 25.2 14 

令和元年度 23,333 10,506 45.0 28 1,436 367 25.6 21 

資料：石巻市健康部保険年金課調べ 各年法定報告 
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イ．肥満者※１の状況 

令和元年度の肥満者の割合は34.3％で、県内の順位は14位、メタボリックシンドローム※２の

該当者の割合は24.4％で12位と、肥満者、メタボリックシンドローム該当者ともに県内におい

て上位の位置づけとなっています。 

 

【肥満者の割合】         【メタボリックシンドローム該当者の割合】 

令和元年順位 市町村名 肥満者割合  令和元年順位 市町村名 該当者割合 

 宮城県 30.3％   宮城県 22.9％ 

１ 女川町 41.3％  １ 南三陸町 28.1％ 

２ 南三陸町 39.4％  ２ 女川町 28.0％ 

３ 大衝村 39.0％  ３ 大河原町 26.7％ 

  …  ４ 白石市 25.8％ 

  …  ５ 涌谷町 25.3％ 

  …    … 

14 石巻市 34.3％  12 石巻市 24.4％ 

資料：令和元年度特定健康診査・特定保健指導法定報告 

 

 

ウ．有所見者割合の高い項目や性別の状況 

特定健康診査データのうち、有所見割合の高い項目を性別・年代別にみると、全国、宮城県

と比較して男女ともに有所見率の高かった項目は、「ＢＭＩ※３」、「腹囲」、「中性脂肪」、

「ＧＰＴ」、「ＨＤＬコレステロール」、「収縮期血圧」でした。 

 

【特定健康診査受診者の有所見の状況】 

（単位：％） 

検査項目 
石巻市 宮城県 全 国 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 

ＢＭＩ（25以上） 40.3 29.8 36.4 25.6 32.6 21.7 

腹囲（男性：85以上、女性：90以上） 60.1 24.0 57.7 21.9 53.8 18.8 

中性脂肪（150以上） 34.9 22.2 29.1 15.9 28.1 16.2 

ＧＰＴ（31以上） 24.3 11.9 23.0 9.9 20.4 8.9 

ＨＤＬコレステロール（40未満） 11.1 2.7 8.7 1.7 7.7 1.5 

ＨｂＡ１ｃ（5.6以上) 66.0 68.2 69.5 70.3 58.7 57.8 

収縮期血圧（130以上） 51.0 45.6 49.7 45.0 49.5 43.6 

拡張期血圧（85以上） 25.5 15.3 26.9 16.6 24.4 15.2 

資料：ＫＤＢ（健診有所見者状況 男女別・年代） 

※１ ＢＭＩ25以上と判定された方 

※２ 内臓の周りに脂肪がたまる肥満（内臓脂肪型肥満）に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常などの生活

習慣病の危険因子（リスク）を重複してもっている状態 

※３ 肥満指数で体重（kg）÷〔身長(m)×身長(m)〕＝25.0以上が肥満となる。  
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エ．特定健康診査受診者の生活習慣の状況 

特定健康診査受診者の生活習慣の状況は、令和元年度時点で「喫煙」、「20歳時体重から10

ｋｇ以上増加」、「１回30分以上、週２回以上（１年以上）の運動習慣なし」、「１日１時間

以上運動なし」、「週３回以上、就寝前２時間以内に夕食をとる」、「１日の飲酒量が１合以

上」、「睡眠不足」の項目で、同じ人口規模の平均より高くなっています。 

 

【令和元年度特定健康診査受診者の生活習慣の状況】 

（単位：％） 

生活習慣 石巻市 
同じ人口規模 

の平均 
宮城県 全国 

喫煙 15.5 12.5 14.2 13.0 

20歳時体重から 10㎏以上増加 37.9 34.1 35.2 33.9 

１回 30分以上、週２回以上（１年以上）の 

運動習慣なし 
64.9 58.2 59.9 58.8 

１日１時間以上運動なし 50.8 48.2 41.5 47.1 

週３回以上、就寝前２時間以内に夕食をとる 16.5 15.1 16.4 15.6 

週３回以上朝食を抜く 7.8 8.2 7.4 8.6 

飲酒頻度     

 毎日 21.1 24.2 24.8 24.8 

 時々 22.6 21.8 23.8 22.5 

 飲まない 56.3 54.0 51.5 52.7 

１日飲酒量     

 １合未満 59.5 66.9 60.9 65.6 

 １合～２合 27.3 22.6 27.5 23.1 

 ２合～３合 10.2 8.4 9.5 8.8 

 ３合以上 3.0 2.2 2.1 2.5 

睡眠不足 25.1 24.7 24.1 25.1 

資料：ＫＤＢ 
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（３）がん検診 

各種がん検診の受診率は、いずれも令和２年度にやや減少しています。 

受診率が最も高いのは肺がん検診で20.2％、胃がん検診は最も低く7.0％となっています。 

 

【各種がん検診の受診率】 

（単位：％） 

 胃がん 大腸がん 肺がん 子宮頸がん 乳がん 前立腺がん 

平成 27年度 13.8 23.8 33.5 22.7 25.8 24.3 

平成 28年度 10.5 18.4 24.6 20.1 16.5 18.5 

平成 29年度 10.4 18.5 23.9 20.4 15.2 19.1 

平成 30年度 10.3 18.6 23.7 20.3 14.6 19.6 

令和元年度 10.0 18.3 22.8 20.7 15.0 19.5 

令和２年度 7.0 17.8 20.2 20.0 14.5 18.8 

                               資料：石巻市健康部健康推進課調べ 

 

 

【令和元年度各種がん精密検査受診状況】 

（単位：人） 

 胃がん 大腸がん 肺がん 子宮頸がん 乳がん 前立腺がん 

対象者 108,551 93,592 93,592 62,992 56,851 34,299 

受診者 10,829 17,110 21,357 13,038 8,545 6,697 

受診率 10.0％ 18.3％ 22.8％ 20.7％ 15.0％ 19.5％ 

精検該当者 518 1,084 907 102 233 456 

精
密
検
査
結
果 

異常なし 32 329 363 33 73 64 

がん 12 35 8 4 27 22 

がんの疑い 0 0 33 0 0 61 

がん以外 405 532 403 62 120 204 

未把握 55 53 35 3 12 93 

未受診 14 135 65 0 1 12 

                               資料：石巻市健康部健康推進課調べ 
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（４）子どもの健康状況 

①肥満傾向児の出現率 

本市を含む石巻地区における平成30年の小学生の肥満傾向児の出現率は、各学年男女ともに

全国、宮城県を上回っている状況です。 

 

 

【肥満傾向児の出現率（男児）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【肥満傾向児の出現率（女児）】 

 

 

 

 

 

 

 

※石巻地区：東部教育事務所管内（石巻市・登米市・東松島市・女川町） 

  資料：全国・宮城県「平成30年度学校保健統計調査」 

石巻地区「平成30年度宮城県児童生徒の健康実態調査」 

  

4.51 

6.23 
7.76 

9.53 
10.11 10.01 

7.34 7.70 
8.58 

14.72 
15.80 

13.90 

8.96 

12.20 12.78 

17.38 16.55 
17.80 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

（％） 全 国 宮城県 石巻地区

4.47 
5.53 

6.41 
7.69 7.82 

8.79 

6.32 

8.76 9.38 

5.92 
7.37 

10.02 
8.97 

10.04 

12.22 

16.50 

13.95 14.39 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

（％） 全 国 宮城県 石巻地区



資 料 編  

107 

②幼児の歯科健診の状況 

３歳児健診でのむし歯保有者率、１人平均むし歯数はともに減少傾向となっています。 

令和元年度のむし歯保有者率は20.8％となっていますが、全国を8.9ポイント、宮城県（仙台

市含む）を4.7ポイント上回り、１人平均むし歯数も0.84本と全国と宮城県（仙台市を含む）を

上回っています。 

 

【３歳児むし歯保有者率】 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市健康部健康推進課調べ 

【３歳児１人平均むし歯数】 

 

 

 

 

 

 

 

資料：石巻市健康部健康推進課調べ 
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５－２ 石巻市民健康調査 

（１）調査結果の概要 

■令和２年度石巻市民健康調査（20 歳～64 歳） 

調査対象 20 歳から 64 歳までの市民（住民基本台帳による無作為抽出） 

調査期間 令和２年 10 月 27 日～令和２年 11 月 15 日 

調査方法 郵送による配布・回収 

有効回答率 44.8％（1,209 票） 

地区別回答率 

 配布数 回収数 有効回答数 有効回答率 

総 数 2,700 通 1,209 通 1,209 通 44.8％ 

地
区
別 

石巻地区 1,979 通 857 通 857 通 43.3％ 

河北地区 177 通 90 通 90 通 50.8％ 

雄勝地区 19 通 5 通 5 通 26.3％ 

河南地区 351 通 155 通 155 通 44.2％ 

桃生地区 117 通 55 通 55 通 47.0％ 

北上地区 29 通 17 通 17 通 58.6％ 

牡鹿地区 28 通 14 通 14 通 50.0％ 

その他（県内、県外）  14 通 14 通  

無回答   2 通 2 通  
 

主な調査内容 

・身体や運動のこと 

・食生活のこと 

・心の健康のこと 

・歯のこと 

・お酒のこと 

・タバコのこと 

・子育て支援のこと 

・新型コロナウイルス感染症に関す

ること  等 
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■令和２年度石巻市民健康調査（母子保健アンケート） 

調査対象 
令和２年 10 月から令和２年 12 月までの間に乳幼児健診（３～４か月児健

診、１歳６か月児健診、３歳児健診）を受けた乳幼児の保護者 

調査期間 令和２年 10 月～令和２年 12 月 

調査方法 乳幼児健診時に配布・回収 

有効回答率 95.9％（708 票） 

健診別回答率 

 健診回数 配布数 有効回答数 有効回答率 

乳幼児保護者 42 回 738 通 708 通 95.9％ 

健
診
別 

３～４か月児健診 13 回 193 通 187 通 96.9％ 

１歳６か月児健診 16 回 297 通 283 通 95.3％ 

３歳児健診 13 回 248 通 238 通 96.0％ 
 

主な調査内容 

・自身のこと 

・子どものこと 

・子育てのこと 

・新型コロナウイルス感染症に関す

ること  等 

 

■健やか親子 21 アンケート 

調査対象 
令和２年４月から令和２年 12 月までの間に乳幼児健診（３～４か月児健

診、１歳６か月児健診、３歳児健診）を受けた乳幼児の保護者 

調査期間 令和２年４月～令和２年 12 月 

調査方法 
対象者の乳幼児健診票配布時に郵送し、調査対象者が記入後、健診日に会

場に持参し回収 

有効回答率 1,853 票 

健診別回答率 

 有効回答数 

乳幼児保護者 1,853 通 

健
診
別 

３～４か月児健診 587 通 

１歳６か月児健診 642 通 

３歳児健診 624 通 
 

主な調査内容 ・子育てに関すること  等 

 

 

  



資 料 編 

110 

（２）健（検）診について 

①血圧測定の頻度 

Ｃ問４ 定期的に血圧を測っていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血圧測定の頻度については、「ほとんど測らない」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「たま

に測る」の割合が 41.8％、「毎日測る」の割合が 7.4％、「週１回以上定期的に測る」の割合が 6.5％

となっており、「毎日測る」「週１回以上定期的に測る」をあわせた“週１回以上血圧を測る人”

の割合は 13.9％となっています。 

性別でみると、“週１回以上血圧を測る人”の割合は男性が女性（12.1％）に比べ高く、16.1％

となっています。 

年代別でみると、“週１回以上血圧を測る人”の割合は 50歳～59歳で 21.5％、60歳～64歳で

24.8％と他の年代に比べ高くなっています。一方、若い年代層ほど「ほとんど測らない」の割合

が高く、20歳～29歳で 69.5％となっています。 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

7.4 6.5 41.8 42.9

1.5

ｎ

(1,209)

(%)

毎
日
測

る

週
１
回

以
上
定

期
的

に
測
る

た
ま
に

測
る

ほ
と
ん

ど
測
ら

な
い

無
回
答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

8.5

6.6

1.7

2.3

3.8

13.1

13.6

7.6

5.5

2.8

4.7

4.2

8.4

11.2

38.6

44.0

25.4

33.2

44.6

48.3

50.5

43.0

42.9

69.5

58.4

46.0

28.7

22.3

2.3

1.0

0.6

1.4

1.4

1.6

2.4

(%)ｎ

7.4 6.5 41.8 42.9

1.5

(%)

毎
日

測
る

週
１

回
以
上

定
期

的

に
測

る

た
ま

に
測
る

ほ
と

ん
ど
測

ら
な

い

無
回

答



資 料 編  

111 

②体重測定の頻度 

Ｃ問２ 定期的に体重を計っていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体重測定の頻度については、「たまに計る」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「ほとんど計

らない」の割合が 19.9％、「毎日計る」の割合が 19.5％、「週１回以上定期的に計る」の割合が

15.0％となっており、「毎日計る」「週１回以上定期的に計る」をあわせた“週１回以上体重を計

る人”の割合は 34.5％となっています。 

性別でみると、男性で「毎日計る」の割合が低く、“週１回以上体重を計る人”の割合は 29.1％

となっています。一方、女性では“週１回以上体重を計る人”の割合が男性に比べ高く、37.9％

となっています。 

年代別でみると、50歳～59 歳で「毎日計る」の割合が 25.9％と高く、“週１回以上体重を計る

人”の割合についても 39.9％と他の年代に比べ高くなっています。一方、30 歳～39 歳では“週

１回以上体重を計る人”の割合が 30.8％と低くなっています。 
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（３）栄養・食生活について 

①減塩への意識 

Ｂ問７ 減塩を心がけて食事をしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減塩への意識については、「心がけている」の割合が 57.5％、「心がけていない」の割合が 42.3％

となっています。 

性別でみると、女性で「心がけている」の割合が男性（50.0％）に比べ高く、62.7％となって

います。 

年代別でみると、年代が上がるほど「心がけている」の割合が高く、60 歳～64 歳で 73.3％と

なっています。 
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市民
（20歳～64歳）

57.5 42.3

0.2

ｎ

(1,209)

(%)

心

が

け

て

い

る

心

が

け

て

い

な

い

無

回

答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

50.0

62.7

36.2

51.4

56.8

63.9

73.3

50.0

37.1

63.8

48.6

42.5

36.1

26.7

0.0

0.3

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

(%)ｎ

57.5 42.3

0.2

(%)

心

が

け

て

い

る

心

が

け

て

い

な

い

無

回

答



資 料 編  

113 

②野菜や海藻の摂取状況 

Ｂ問４ 野菜や海藻のおかずを食べますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野菜や海藻の摂取状況については、「毎食食べる」の割合が 28.7％となっています。次いで「１

日１回食べる」の割合が 25.6％、「週３～４日食べる」の割合が 18.4％となっています。 

また、「毎食食べる」「１日２回食べる」「１日１回食べる」をあわせた“１日１回以上食べる人”

は 67.5％となっています。 

性別でみると、男女ともに「毎食食べる」の割合が最も高くなっていますが、男性は「ほとんど

食べない」の割合が女性（1.7％）に比べ高く、6.2％となっています。 

年代別でみると、「毎食食べる」の割合は 30歳～39 歳、50歳～59歳、60歳～64歳で３割を超え

ていますが、20 歳～29 歳は 23.7％、40 歳～49 歳は 24.4％と低くなっています。また、20 歳～29

歳の「ほとんど食べない」の割合が 7.9％となっており、他の年代に比べて高くなっています。 
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17.3

19.9

17.1

18.0

13.2

8.7

9.0

8.9

12.9

11.5

8.7

6.2

1.7

7.9

3.3

2.1

2.8

2.9

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

0.0

(%)(%)
28.7 13.2 25.6 18.4 10.5 3.5

0.2

毎
食

食
べ
る

１
日

２
回
食

べ
る

１
日

１
回
食

べ
る

週
３
～

４
日

食
べ

る

週
１
～

２
日

食
べ

る

ほ
と

ん
ど
食

べ
な

い

無
回

答
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③甘い飲み物の摂取状況 

Ｂ問９ 水・お茶類以外の甘い飲み物（清涼飲料水、スポーツドリンク、缶コーヒー、果実飲料、

野菜ジュース、栄養ドリンクなど）を飲みますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘い飲み物の摂取状況については、「毎日飲む」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「ほとん

ど飲まない」の割合が 27.3％、「週１～２回飲む」の割合が 23.2％となっています。 
 

＜性別、性・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

32.5 15.6 23.2 27.3

1.4

ｎ

(1,209)

(%)

毎
日
飲

む

週
３
～

４
回
飲

む

週
１
～

２
回
飲

む

ほ
と
ん

ど
飲
ま

な
い

無
回
答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【性・年代別】

男性　２０歳～２９歳 (81)

　　　　３０歳～３９歳 (79)

　　　　４０歳～４９歳 (116)

　　　　５０歳～５９歳 (117)

　　　　６０歳～６４歳 (91)

女性　２０歳～２９歳 (96)

　　　　３０歳～３９歳 (135)

　　　　４０歳～４９歳 (171)

　　　　５０歳～５９歳 (204)

　　　　６０歳～６４歳 (115)

43.0

25.4

46.9

46.8

46.6

40.2

35.2

27.1

31.9

21.1

26.5

21.7

18.2

13.8

21.0

22.8

12.9

17.9

18.7

12.5

23.7

13.5

9.8

11.3

17.6

27.1

18.5

17.7

18.1

17.1

16.5

32.3

24.4

26.9

27.0

26.1

19.2

32.6

13.6

10.1

22.4

22.2

24.2

27.1

19.3

36.3

36.3

40.9

2.1

1.0

0.0

2.5

0.0

2.6

5.5

1.0

0.7

2.3

0.5

0.0

(%)
ｎ

32.5 15.6 23.2 27.3

1.4

(%)

毎
日

飲
む

週
３
～

４
回

飲
む

週
１
～

２
回

飲
む

ほ
と

ん
ど
飲

ま
な

い

無
回

答
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（４）身体活動や運動について 

①運動への意識 

Ｃ問５ 普段の生活で意識的に体を動かすように心がけていますか（歩行、そうじ、階段の上

り下り等）。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

運動への意識については、「時々心がけている」の割合が 46.8％と最も高く、「いつも心がけて

いる」の割合が 32.5％、「ほとんど心がけていない」の割合が 19.2％となっています。 

性別でみると、男性で「いつも心がけている」の割合が女性（31.5％）に比べ高く、33.9％と

なっています。一方、女性では「時々心がけている」の割合が男性（41.7％）に比べ高く、50.2％

となっています。 

年代別でみると、年代が上がるほど「いつも心がけている」の割合が高く、60歳～64歳で 40.3％

となっています。また、20 歳～29 歳で「ほとんど心がけていない」の割合が他の年代に比べ高

く、24.3％となっています。 

健康意識別でみると、健康である人で「いつも心がけている」の割合が健康でない人（26.2％）

に比べ高く、40.6％となっています。  

市民
（20歳～64歳）

32.5 46.8 19.2

1.5

ｎ

(1,209)

(%)

い
つ
も

心
が
け

て
い

る 時
々
心

が
け
て

い
る

ほ
と
ん

ど
心
が

け
て

い
な
い

無
回
答
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＜性別、年代別、健康意識別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

【健康意識別】

健康である (579)

健康でない (183)

どちらともいえない (429)

33.9

31.5

26.6

27.6

32.8

33.6

40.3

40.6

26.2

25.4

41.7

50.2

48.6

52.3

47.4

46.4

39.8

43.9

48.1

52.2

22.1

17.3

24.3

18.7

18.5

18.4

17.5

15.5

25.1

22.4

2.3

1.0

0.6

1.4

1.4

1.6

2.4

0.0

0.5

0.0

(%)ｎ

32.5 46.8 19.2

1.5

(%)

い
つ

も
心
が

け
て

い

る 時
々

心
が
け

て
い

る

ほ
と

ん
ど
心

が
け

て

い
な

い

無
回

答



資 料 編  

117 

②散歩、体操、スポーツの実施状況 

Ｃ問６ 運動（散歩、体操、スポーツなど）はどのくらいしていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散歩、体操、スポーツの実施状況については、「ほとんどしていない」の割合が 46.7％と最も

高く、次いで「週２～３回している」の割合が 19.8％、「毎日している」の割合が 13.3％、「週１

回している」の割合が 11.7％となっており、「毎日している」「週２～３回している」をあわせた

“週２回以上運動している人”の割合は 33.1％となっています。また、“週２回以上運動してい

る人”に「週１回している」をあわせた“週１回以上運動している人”は 44.8％となっています。 

性別でみると、大きな違いはみられません。 

年代別でみると、40歳～49 歳で“週２回以上運動している人”の割合が低く、29.3％となって

います。 

健康意識別でみると、健康である人で“週２回以上運動している人”の割合が健康でない人

（28.9％）に比べ高く、37.9％となっています。 

 

  

市民
（20歳～64歳）

13.3 19.8 11.7 7.1 46.7

1.5

ｎ

(1,209)

(%)

毎
日
し

て
い
る

週
２
～

３
回
し

て
い

る 週
１
回

し
て
い

る

月
２
～

３
回
し

て
い

る ほ
と
ん

ど
し
て

い
な

い 無
回
答
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＜性別、年代別、健康意識別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

【健康意識別】

健康である (579)

健康でない (183)

どちらともいえない (429)

15.3

12.0

15.3

12.1

9.4

12.5

19.4

16.1

12.0

10.7

17.6

21.3

19.8

21.5

19.9

20.2

17.5

21.8

16.9

19.1

12.6

10.9

11.9

10.7

14.3

11.8

8.3

12.8

10.9

10.7

7.0

7.2

10.2

10.7

8.4

3.4

4.9

8.6

6.6

5.6

45.2

47.6

42.4

43.5

46.7

50.5

47.6

40.8

53.0

53.8

2.3

1.0

0.6

1.4

1.4

1.6

2.4

0.0

0.5

0.0

(%)ｎ

13.3 19.8 11.7 7.1 46.7

1.5

(%)

毎
日

し
て
い

る

週
２
～

３
回

し
て

い

る 週
１

回
し
て

い
る

月
２
～

３
回

し
て

い

る ほ
と

ん
ど
し

て
い

な

い 無
回

答
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（５）歯・口腔の健康について 

①自身の歯の本数 

Ｇ問１ あなたの歯の本数を教えてください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自身の歯の本数については、「全部ある（28～32 本）」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「ほ

とんどある（24～27 本）」の割合が 29.8％、「だいたいある（20～23 本）」の割合が 13.5％となっ

ており、「全部ある（28～32 本）」「ほとんどある（24～27本）」をあわせた“自分の歯が 24本以

上ある人”は 73.6％となっています。 

性別でみると、女性で“自分の歯が 24 本以上ある人”の割合が男性（69.6％）に比べ高く、

76.2％となっています。 

年代別でみると、年代が上がるほど“自分の歯が 24本以上ある人”の割合は低くなっており、

50歳～59歳で 63.6％、60歳～64歳では 40.7％となっています。 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

43.8 29.8 13.5 8.2 3.6

0.2 0.8

ｎ

(1,209)

(%)

全
部

あ
る

（

２

８
～

３

２
本
）

ほ
と

ん
ど
あ

る

（

２

４
～

２

７
本
）

だ
い

た
い
あ

る

（

２

０
～

２

３
本
）

半
分

く
ら
い

あ
る

（

１

０
～

１

９
本
）

ほ
と

ん
ど
な

い

（

１
～

９
本
）

ま
っ

た
く
な

い

（

０

本
）

無
回

答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

39.0

46.9

79.1

65.4

49.5

23.1

15.5

30.6

29.3

16.9

27.1

31.0

40.5

25.2

13.8

13.3

2.8

6.5

13.6

16.8

24.3

9.9

7.1

1.1

0.5

4.9

13.4

18.9

5.4

2.5

0.0

0.0

0.0

5.3

13.1

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.3

1.0

0.8

0.8

0.0

0.5

1.0

0.6

1.9

(%)
ｎ

43.8 29.8 13.5 8.2 3.6

0.2

0.8

(%)

全
部

あ
る

（

２

８
～

３

２
本
）

ほ
と

ん
ど
あ

る

（

２

４
～

２

７
本
）

だ
い

た
い
あ

る

（

２

０
～

２

３
本
）

半
分

く
ら
い

あ
る

（

１

０
～

１

９
本
）

ほ
と

ん
ど
な

い

（

１
～

９
本
）

ま
っ

た
く
な

い

（

０

本
）

無
回

答
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②歯科医院の受診状況 

Ｇ問２ あなたは、１年以内に歯科医院を受診しましたか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科医院の受診状況については、「受診した」の割合が 52.0％となっています。 

性別でみると、女性で「受診した」の割合が男性（46.5％）に比べ高く、55.7％となっていま

す。 

年代別でみると、30歳～39 歳で「受診した」の割合が他の年代に比べ低く、47.2％となってい

ます。 

 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

52.0 47.5

0.5

ｎ

(1,209)

(%)

受
診
し

た

受
診
し

て
い
な

い

無
回
答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

46.5

55.7

52.0

47.2

55.1

52.0

52.9

53.1

43.7

48.0

52.8

44.6

47.4

45.6

0.4

0.6

0.0

0.0

0.3

0.6

1.5

(%)
ｎ

52.0 47.5

0.5

(%)

受

診

し

た

受

診

し

て

い

な

い

無

回

答
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③歯科医院を受診した理由 

Ｇ問３ Ｇ問２で「受診した」に○をつけた方にお聞きします。 

受診した理由について、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年以内に歯科医院を受診した人の受診理由については、「気になるところがあった（痛くな

る前）」の割合が 47.7％と最も高く、次いで「歯科医院の定期検診」の割合が 35.9％、「ひどい痛

みがあった」の割合が 14.8％となっています。 

性別でみると、男性で「気になるところがあった（痛くなる前）」の割合が女性（45.7％）に比

べ高く、51.1％となっています。一方、女性では「歯科医院の定期検診」の割合が男性（31.1％）

に比べ高く、38.5％となっています。 

年代別でみると、50 歳～59 歳で「歯科医院の定期検診」の割合が高く、43.1％となっていま

す。 

 

＜年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

気になるところがあった（痛くなる前）

歯科医院の定期検診

ひどい痛みがあった

市の成人歯科健診

その他

無回答

47.7

35.9

14.8

2.5

7.0

0.2

51.1

31.1

17.3

2.7

6.2

-

45.7

38.5

13.4

2.2

7.4

0.2

0 20 40 60 80

全体 n=(629)  

男 n=(225)  

女 n=(403)  

(%)

n=(92)  

気になるところがあった（痛くなる前）

歯科医院の定期検診

ひどい痛みがあった

市の成人歯科健診

その他

無回答

20歳～29歳　n=(92)  

48.9

30.4

14.1

3.3

10.9

1.1

0 20 40 60 80
(%)

30歳～39歳　n=(101)  

54.5

28.7

16.8

1.0

5.9

0.0

0 20 40 60 80
(%)

40歳～49歳　n=(158)  

39.9

36.1

20.3

1.9

7.0

0.0

0 20 40 60 80
(%)

n=(167)  

気になるところがあった（痛くなる前）

歯科医院の定期検診

ひどい痛みがあった

市の成人歯科健診

その他

無回答

50歳～59歳　n=(167)  

44.9

43.1

13.8

2.4

6.0

0.0

0 20 40 60 80
(%)

60歳～64歳　n=(109)  

55.0

35.8

7.3

3.7

6.4

0.0

0 20 40 60 80
(%)
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（６）飲酒について 

①飲酒の状況 

Ｅ問１ あなたは現在、飲酒の機会はどのくらいですか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒の状況については、「ほとんど飲まない」の割合が 53.8％と最も高く、次いで「毎日」の

割合が 18.2％、「月１～３回」の割合が 10.9％、「週１～２日」の割合が 9.0％となっています。 

性別でみると、男女ともに「ほとんど飲まない」の割合が最も高く、特に女性の割合は男性

（38.2％）に比べ高く、64.3％となっています。一方、男性では「毎日」の割合が女性（11.1％）

に比べ高く、28.9％となっています。 

年代別でみると、年代が上がるほど「毎日」の割合が高く、40歳～49歳、50歳～59 歳、60歳

～64 歳で２割を超えています。 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

18.2 7.6 9.0 10.9 53.8

0.4

ｎ

(1,209)

(%)

毎
日

週
３
～

４
日

週
１
～

２
日

月
１
～

３
回

ほ
と
ん

ど
飲
ま

な
い

無
回
答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

28.9

11.1

7.9

16.4

20.6

20.9

21.8

11.8

4.8

3.4

7.5

9.1

10.0

5.8

9.9

8.4

14.1

8.9

7.3

9.0

7.3

11.2

10.7

16.9

9.3

12.5

8.1

9.2

38.2

64.3

57.1

57.9

49.8

51.7

55.3

0.0

0.7

0.6

0.0

0.7

0.3

0.5

(%)
ｎ

18.2 7.6 9.0 10.9 53.8

0.4

(%)

毎
日

週
３
～

４
日

週
１
～

２
日

月
１
～

３
回

ほ
と

ん
ど
飲

ま
な

い

無
回

答
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②休肝日の有無 

Ｅ問４ 飲酒されている方（Ｅ問１で「毎日」～「月１～３回」に○をつけた方）はＥ問２～

Ｅ問４にお答えください。 

休肝日をもうけていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲酒している人の休肝日の有無については、「はい（ある）」の割合が 63.1％、「いいえ（ない）」

の割合が 36.2％となっています。 

性別でみると、女性では「はい（ある）」の割合が男性（55.9％）に比べ高く、71.5％となって

います。 

性・年代別でみると、男女ともにおおむね若い年代層ほど「はい（ある）」の割合が高く、特に

女性の 20 歳～29 歳で 83.9％と他の性・年代に比べ高くなっています。一方、男性の 50 歳～59

歳、60歳～64 歳では「はい（ある）」の割合が低く、50歳～59 歳で 43.2％、60歳～64 歳で 41.8％

となっています。 

 

  

市民
（20歳～64歳）

63.1 36.2

0.7

ｎ

(553)

(%)

は

い

（

あ

る
）

い

い

え

（

な

い
）

無

回

答
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＜性別、性・年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (553)

【性別】

男 (299)

女 (253)

【性・年代別】

男性　２０歳～２９歳 (44)

　　　　３０歳～３９歳 (48)

　　　　４０歳～４９歳 (71)

　　　　５０歳～５９歳 (81)

　　　　６０歳～６４歳 (55)

女性　２０歳～２９歳 (31)

　　　　３０歳～３９歳 (42)

　　　　４０歳～４９歳 (71)

　　　　５０歳～５９歳 (73)

　　　　６０歳～６４歳 (36)

55.9

71.5

75.0

66.7

62.0

43.2

41.8

83.9

69.0

73.2

68.5

66.7

43.1

28.1

25.0

33.3

36.6

55.6

56.4

16.1

31.0

26.8

30.1

33.3

1.0

0.4

0.0

0.0

1.4

1.2

1.8

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

(%)ｎ

63.1 36.2

0.7

(%)

は

い

（

あ

る
）

い

い

え

（

な

い
）

無

回

答



資 料 編  

125 

（７）喫煙・ＣＯＰＤについて 

①喫煙の状況 

Ｄ問１ あなたは、タバコを吸っていますか。または今までに吸ったことがありますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙の状況については、「以前から吸わない」の割合が 50.3％と最も高く、次いで「以前は吸

ったことがある」の割合が 25.3％、「現在も吸っている」の割合が 22.6％となっています。 

性別でみると、男性で「現在も吸っている」の割合が最も高く、37.4％となっています。一方、

女性では「以前から吸わない」の割合が最も高く、65.4％となっています。 

性・年代別でみると、男性では 30 歳～39歳、40歳～49歳で「現在も吸っている」の割合が高

く、４割を超えています。また、女性では 30 歳～39 歳で「現在も吸っている」の割合が他の年

代に比べ高く、17.8％となっています。 

健康意識別でみると、健康でない人で「以前は吸ったことがある」の割合が健康である人

（24.0％）に比べ高く、30.1％となっています。 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

50.3 25.3 22.6

1.8

ｎ

(1,209)

(%)

以
前
か

ら
吸
わ

な
い

以
前
は

吸
っ

た

こ
と

が
あ
る

現
在
も

吸
っ

て

い
る

無
回
答
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＜性別、性・年代別、健康意識別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【性・年代別】

男性　２０歳～２９歳 (81)

　　　　３０歳～３９歳 (79)

　　　　４０歳～４９歳 (116)

　　　　５０歳～５９歳 (117)

　　　　６０歳～６４歳 (91)

女性　２０歳～２９歳 (96)

　　　　３０歳～３９歳 (135)

　　　　４０歳～４９歳 (171)

　　　　５０歳～５９歳 (204)

　　　　６０歳～６４歳 (115)

【健康意識別】

健康である (579)

健康でない (183)

どちらともいえない (429)

ｎ

27.7

65.4

53.1

32.9

26.7

17.9

14.3

83.3

56.3

55.0

64.2

78.3

52.2

48.6

50.3

32.6

20.3

16.0

19.0

31.0

41.0

50.5

6.3

24.4

29.8

21.6

11.3

24.0

30.1

26.1

37.4

12.7

29.6

45.6

42.2

38.5

29.7

9.4

17.8

12.3

13.2

9.6

23.7

20.2

23.1

2.3

1.5

1.2

2.5

0.0

2.6

5.5

1.0

1.5

2.9

1.0

0.9

0.2

1.1

0.5

(%)(%)
50.3 25.3 22.6

1.8

以
前

か
ら
吸

わ
な

い

以
前

は
吸
っ

た
こ

と

が
あ

る

現
在

も
吸
っ

て
い

る

無
回

答
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②受動喫煙の機会 

Ｄ問２ この１か月間に自分以外の人のタバコの煙を吸う機会（受動喫煙）がありましたか。 

 それぞれの場所について、あてはまる番号を１つ選んで○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受動喫煙の機会については、すべての場所で「全くなかった」の割合が最も高くなっています。 

 

 

 

③妊娠中の母親の喫煙の状況（３～４か月児のみ） 

問２ 妊娠中、あなた（お母さん）は喫煙をしていましたか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠中の母親の喫煙の状況ついては、「なし」の割合が 95.7％、「あり」の割合が 3.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

  

n = (1,209)

家庭

職場

飲食店（食堂、居酒屋等）

その他の場所
（パチンコ店、ゲームセンター等）

16.2

0.6

1.0

6.6

1.2

1.4

2.3

2.5

2.4

2.7

7.7

3.5

47.6

49.5

39.9

8.9

18.7

31.9

15.7

19.9

19.9

(%)(%)
16.3 3.3

2.32.1

59.8

1.9

14.3

ほ
と

ん
ど
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
い
（

わ
か

ら

な
い
）

無
回

答

健やか親子21 95.7 3.6

0.7

ｎ

(587)

(%)

な

し

あ

り

無

回

答
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④現在の母親・父親の喫煙の状況 

問３ 現在、あなた（お母さん）は喫煙をしていますか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の母親の喫煙の状況については、「なし」の割合が 88.8％、「あり」の割合が 10.7％となっ

ています。 

健診別でみると、子どもの年代が上がるほど「あり」の割合が高く、３歳児健診では 16.2％と

なっています。 

父親の喫煙の状況については、「なし」の割合が 51.1％、「あり」の割合が 45.1％となっていま

す。 

健診別でみると、子どもの年代が上がるほど「あり」の割合が高く、３歳児健診では 46.3％と

なっています。 

 

＜健診別（母親）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健やか親子21 88.8 10.7

0.5

ｎ

(1,853)

(%)

な

し

あ

り

無

回

答

健やか親子21 51.1 45.1 3.8

ｎ

(1,853)

(%)

な

し

あ

り

無

回

答

【全体】 (1,853)

【健診別】

３～４か月児健診 (587)

１歳６か月児健診 (642)

３歳児健診 (624)

ｎ

92.7

90.8

83.2

7.0

8.7

16.2

0.3

0.5

0.6

(%)(%)
88.8 10.7

0.5

な
し

あ
り

無
回

答
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＜健診別（父親）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (1,853)

【健診別】

３～４か月児健診 (587)

１歳６か月児健診 (642)

３歳児健診 (624)

54.2

51.9

47.4

43.8

45.0

46.3

2.0

3.1

6.3

(%)ｎ

51.1 45.1 3.8

(%)

な

し

あ

り

無

回

答
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⑤慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の認知度 

Ｄ問３ 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）※について知っていますか。 

※慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）：タバコなどが原因で肺や気管支に炎症が起こり、息切れ、

たん、咳の症状が見られ呼吸が上手くできなくなる病気です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の認知度については、「知らない」の割合が 42.2％と最も高く、

次いで「名前だけは知っている」の割合が 28.5％、「知っている」の割合が 27.1％となっており、

「知っている」「名前だけは知っている」をあわせた“慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）について知

っている人”の割合は 55.6％となっています。 

性別でみると、男性で「知らない」の割合が女性（38.6％）に比べ高く、47.7％となっていま

す。一方、女性では“慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）について知っている人”の割合が男性（50.0％）

に比べ高く、59.2％となっています。 

年代別でみると、20 歳～29 歳で“慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）について知っている人”の割

合が他の年代に比べ低く、49.1％となっています。 
 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

27.1 28.5 42.2

2.2

ｎ

(1,209)

(%)

知
っ

て

い
る

名
前
だ

け
は
知
っ

て

い
る

知
ら
な

い

無
回
答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

22.7

30.2

31.6

31.3

29.3

22.7

22.8

27.3

29.0

17.5

27.6

29.3

30.8

33.0

47.7

38.6

49.2

38.8

39.0

44.5

41.3

2.3

2.2

1.7

2.3

2.4

1.9

2.9

(%)ｎ

27.1 28.5 42.2

2.2

(%)

知
っ

て
い
る

名
前

だ
け
は

知
っ

て

い
る

知
ら

な
い

無
回

答
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（８）こころの健康について 

①ストレスの有無 

Ｆ問１ あなたは現在、ストレスがありますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスの有無については、「はい（ある）」の割合が 76.0％、「いいえ（ない）」の割合が 23.6％

となっています。 

性別でみると、女性で「はい（ある）」の割合が男性（71.5％）に比べ高く、79.0％となってい

ます。 

性・年代別でみると、「はい（ある）」の割合は、女性の 30歳～39歳で 82.2％、50歳～59歳で

81.4％と高くなっています。 

健康意識別でみると、健康でない人で「はい（ある）」の割合が健康である人（69.3％）に比べ

高く、85.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

76.0 23.6

0.4

ｎ

(1,209)

(%)

は

い

（

あ

る
）

い

い

え

（

な

い
）

無

回

答
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＜性別、性・年代別、健康意識別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【性・年代別】

男性　２０歳～２９歳 (81)

　　　　３０歳～３９歳 (79)

　　　　４０歳～４９歳 (116)

　　　　５０歳～５９歳 (117)

　　　　６０歳～６４歳 (91)

女性　２０歳～２９歳 (96)

　　　　３０歳～３９歳 (135)

　　　　４０歳～４９歳 (171)

　　　　５０歳～５９歳 (204)

　　　　６０歳～６４歳 (115)

【健康意識別】

健康である (579)

健康でない (183)

どちらともいえない (429)

71.5

79.0

70.4

70.9

68.1

73.5

74.7

74.0

82.2

78.9

81.4

74.8

69.3

85.2

81.4

28.1

20.6

29.6

29.1

31.9

26.5

23.1

26.0

17.8

20.5

18.1

24.3

30.2

13.7

18.6

0.4

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

0.0

0.6

0.5

0.9

0.5

1.1

0.0

(%)
ｎ

76.0 23.6

0.4

(%)

は
い

（

あ

る
）

い
い

え

（

な

い
）

無
回

答
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②ストレスの処理 

Ｆ問３ Ｆ問１で「はい」に○をつけた方にお聞きします。 

ストレスがあっても自分なりに処理できていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレスの処理については、「はい（できている）」の割合が 76.8％、「いいえ（できていない）」

の割合が 21.5％となっています。 

性別でみると、女性で「はい（できている）」の割合が男性（74.9％）に比べ高く、78.1％とな

っています。 

年代別でみると、20歳～29 歳で「はい（できている）」の割合が他の年代に比べ高く、83.6％

となっています。 

健康意識別でみると、健康である人で「はい（できている）」の割合が健康でない人（62.2％）

に比べ高く、87.0％となっており、ストレス耐性が高いことが考えられます。 
 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

76.8 21.5

1.6

ｎ

(919)

(%)

は

い
（

で

き

て

い

る
）

い

い

え
（

で

き

て

い

な

い
）

無

回

答
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＜性別、年代別、健康意識別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体】 (919)

【性別】

男 (346)

女 (571)

【年代別】

２０歳～２９歳 (128)

３０歳～３９歳 (167)

４０歳～４９歳 (214)

５０歳～５９歳 (252)

６０歳～６４歳 (154)

【健康意識別】

健康である (401)

健康でない (156)

どちらともいえない (349)

74.9

78.1

83.6

76.0

76.2

73.4

78.6

87.0

62.2

71.9

23.4

20.3

15.6

22.8

22.0

24.2

20.1

11.2

35.3

26.9

1.7

1.6

0.8

1.2

1.9

2.4

1.3

1.7

2.6

1.1

(%)
ｎ

76.8 21.5

1.6

(%)

は

い
（

で

き

て

い

る
）

い

い

え
（

で

き

て

い

な

い
）

無

回

答
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③ゲートキーパーという言葉の認知度 

Ｆ問６ ゲートキーパー※という言葉を知っていますか。 

※ゲートキーパーとは「話をよく聞き、一緒に考えてくれる相手」のこと 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲートキーパーという言葉の認知度については、「はい（知っている）」の割合が 12.7％、「い

いえ（知らない）」の割合が 86.7％となっています。 

性別でみると、大きな違いはみられません。 

年代別でみると、20歳～29 歳で「はい（知っている）」の割合が他の年代に比べ高く、23.2％

となっています。 

 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

12.7 86.7

0.7

ｎ

(1,209)

(%)

は

い

（

知
っ

て

い

る
）

い

い

え

（

知

ら

な

い
）

無

回

答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

11.2

13.7

23.2

14.5

10.5

8.1

11.7

88.6

85.3

76.3

85.0

89.2

91.3

86.9

0.2

1.0

0.6

0.5

0.3

0.6

1.5

(%)
ｎ

12.7 86.7

0.7

(%)

は

い

（

知
っ

て

い

る
）

い

い

え

（

知

ら

な

い
）

無

回

答
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④心の悩みごとを相談できる専門機関の認知度 

Ｆ問７ 心の悩みごとを相談できる専門機関を知っていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心の悩みごとを相談できる専門機関の認知度については、「はい（知っている）」の割合が 41.8％、

「いいえ（知らない）」の割合が 57.6％となっています。 

性別でみると、男性で「いいえ（知らない）」の割合が女性（49.5％）に比べ高く、69.6％とな

っています。一方、女性では「はい（知っている）」の割合が男性（30.2％）に比べ高く、49.5％

となっています。 

年代別でみると、30歳～39 歳で「はい（知っている）」の割合が他の年代に比べ高く、48.1％

となっています。 

 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

41.8 57.6

0.7

ｎ

(1,209)

(%)

は

い

（

知
っ

て

い

る
）

い

い

え

（

知

ら

な

い
）

無

回

答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

30.2

49.5

41.2

48.1

39.4

39.6

41.7

69.6

49.5

58.8

51.4

60.3

59.5

56.8

0.2

1.0

0.0

0.5

0.3

0.9

1.5

(%)
ｎ

41.8 57.6

0.7

(%)

は

い

（

知
っ

て

い

る
）

い

い

え

（

知

ら

な

い
）

無

回

答
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（９）次世代の健康について 

①就寝時間（３～４か月児を除く） 

問８ お子さんの寝る時間は何時ごろですか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就寝時間については、「午後９～10 時前」の割合が 47.8％と最も高く、次いで「午後８～９時

前」の割合が 37.2％となっており、「午後８時前」「午後８～９時前」をあわせた“午後９時前”

の割合は 41.8％となっています。また、「午後９時～10時前」「午後 10 時以降」をあわせた“午

後９時以降”は 55.9％となっています。 
 

  

母子保健 4.6 37.2 47.8 8.1

2.3

ｎ

(521)

(%)

午
後
８

時
前

午
後
８
～

９
時

前

午
後
９
～

１
０

時
前

午
後
１

０
時
以

降

無
回
答
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②児童虐待相談窓口の認知度 

Ｈ問３ 虐待についての相談窓口を知っていますか。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待相談窓口の認知度については、「知っている」の割合が 47.1％、「知らない」の割合が

51.4％となっています。 

性別でみると、女性で「知っている」の割合が男性（39.0％）に比べ高く、52.6％となってい

ます。 

年代別でみると、30歳～39 歳で「知っている」の割合が他の年代に比べ高く、54.7％となって

います。 

 

 

＜性別、年代別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市民
（20歳～64歳）

47.1 51.4

1.4

ｎ

(1,209)

(%)

知
っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

【全体】 (1,209)

【性別】

男 (484)

女 (723)

【年代別】

２０歳～２９歳 (177)

３０歳～３９歳 (214)

４０歳～４９歳 (287)

５０歳～５９歳 (321)

６０歳～６４歳 (206)

39.0

52.6

42.4

54.7

47.0

42.4

50.5

58.9

46.5

57.1

45.3

51.9

55.1

47.1

2.1

1.0

0.6

0.0

1.0

2.5

2.4

(%)
ｎ

47.1 51.4

1.4

(%)

知
っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答
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③地域での今後の子育て意向 

問７ この地域で、今後も子育てをしていきたいですか。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域での今後の子育て意向については、「そう思う」の割合が 60.8％と最も高く、次いで「ど

ちらかといえばそう思う」の割合が 30.3％となっており、それらをあわせた“そう思う”の割合

は 91.1％となっています。 

 

健やか親子21 60.8 30.3 6.1

1.61.2

ｎ

(1,853)

(%)

そ
う
思

う

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

そ
う
思

う

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

そ
う
思

わ
な
い

そ
う
思

わ
な
い

無
回
答
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第２次 
石巻市健康増進計画 

改訂版 

 
 


