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平成１８年度 県民健康・栄養調査結果概要■

Ⅰ 調査の概要
１ 調査の目的

この調査は、「都道府県健康・栄養調査マニュアル」（平成１８年６月厚生労働省作成）

に基づき、県民の身体状況、栄養素等の摂取状況及び生活習慣の状況を把握し、総合

的な健康増進施策を企画・立案し、推進するための基礎資料を得ることを目的とする。

２ 調査対象及び客体

（１）身体状況調査及び栄養摂取状況調査

平成１２年国勢調査で設定された調査区から計２５調査区を無作為に抽出し、同調査

区内に居住する平成１８年１１月１日現在で満１歳以上の者とした。

（２）生活習慣調査（アンケート調査）

上記（１）の２５調査区と、平成１２年国勢調査区から追加で２５単位区を無作為に抽出

し、合計５０調査区内に居住する平成１８年１１月１日現在で満１５歳以上の者とした。

集計客体数Ⅰ（総計）

項 目 世帯数 調査対象 栄養摂取 身体状況 血液検査 歩行数 口腔内状 生活習慣

総数 状況調査 調 査 況 調 査 調 査

（ ） （ ） （１ ３９５）470 1,395 ,
1,042 2,986 1,318 1,149 603 927 598 2,628集計数

（ ）は、生活習慣調査で追加した調査区内の世帯数と対象者数である。

集計客体数Ⅱ（性別、年齢別及び調査種別毎の集計）
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３ 調査項目

（１）身体状況調査

ア 身 長、 体 重 （満 １歳以上）

イ 腹 囲 （満１５歳以上）

ウ 血 圧 （満１５歳以上）

エ 血液検査 （満１５歳以上）

オ １日の運動量 〈歩行数〉 （満１５歳以上）

カ 口腔内状況調査

キ 問診 〈服薬状況〉（満２０歳以上）

〈運動習慣〉（満１５歳以上）

（２）栄養摂取状況調査（満１歳以上）

食品及び栄養素の摂取量

（３）生活習慣調査（満１５歳以上）

食生活、身体活動・運動、休養・ストレス、飲酒、タバコ、健康受診状況、歯の健康管理

等、健康に関する生活習慣

４ 調査時期

（１）身体状況調査 ：平成１８年１１月～１２月

（２）栄養摂取状況調査：平成１８年１１月の特定の１日（土・日曜日及び祝祭日を除く）

（３）生活習慣調査 ：平成１８年１１月～１２月

５ 調査方法

（１）身体状況調査

調査会場に来場した対象者に対し、調査員（医師、歯科医師、管理栄養士、保健師

等）が調査項目の計測及び問診を実施した。

（２）栄養摂取状況調査

調査対象者が行った摂取食品の秤量記録に基づき、調査員が家庭訪問を行い、調査

票の回収及び確認を行った。

（３）生活習慣調査

アンケート用紙を配布し（自己記入方式）、後日、調査員が家庭訪問を行い、回収及び

確認を行った。

６ 調査系統

調査系統は次のとおりである。

沖縄県－福祉保健所－県民健康・栄養調査員

http://www.mhlw.go.jp/houdou/bukyoku/kenkou.html平成１７年国民健康・栄養調査概要版：
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Ⅱ．結果の概要
第１部 身体の状況

－平成 年国民健康・栄養調査結果との比較－17

１ 体型の状況（成人）

男性の肥満者の割合は、４～５割となっており、全ての年齢階級で全国より高い。

女性は、４０歳代から肥満者の割合が高くなり、５０歳代以降は４～５割となっている

一方で、２０～３０歳代の１割強が低体重（やせ）となっている。

肥満者の比率は、男性が全ての年齢階級で４０％を越え全国より高くなっている一方で、女性は

年齢階級が高くなるに従って肥満者の比率も高くなっており、４０歳代以降は全国より高い。

また、男女共に７０歳代の高齢者の肥満割合が５０％を越えている。

一方、女性の低体重（やせ）の者の比率は、女性の２０歳代で１５．７％、３０歳代で１６．７％となって

いる。

図１ 肥満者（BMI≧25)の割合 （20歳以上）
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図２ 低体重（やせ）の者（BMI＜18.5)の割合 （20歳以上）

＜肥満度：BMI(Body Mass Index)を用いて判定＞

BMI ＝ 体重[kg]／（身長[m] ) により算出２

BMI＜18.5 低体重（やせ）

18.5≦ BMI＜ 25 普通体重（正常）

BMI≧ 25 肥満

（日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会,2000年）
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第２部 生活習慣状況

－平成 年国民健康・栄養調査結果との比較－17

１ 朝食の状況

朝食の欠食率は、男性の２０歳代と女性の２０～３０歳代で３割強となっている。

朝食の欠食率は、男女共に２０歳代で最も高く、男性で３５．８％、女性で３５．６％である。

また、女性は全ての年齢階級で全国より高い比率となっている。

図３ 朝食の欠食率 （1歳以上）
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ふだんの朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答した者の割合は、男女共に年齢階級が

上がるに従って概ね高くなり、平均で７割を超えている。

一方、男性の２０～３０歳代と女性の２０歳代は５割強となっている。

朝食の摂食頻度の状況については、「ほとんど毎日食べる」とした者は、男性の２０歳代で５１．３

％、３０歳代で５７．１％、女性は、２０歳代で５８．８％、３０歳代で６８．２％となっており、男女共に４０

歳代以降から概ね高くなる傾向となっている。

図４ ふだんの朝食を「ほとんど毎日食べる」と回答した者の割合 （20歳以上）
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２ 夕食時間 （１５歳以上）

午後８時までに夕食をとるのは、男性の２０～４０歳代で約５割となっている。女性は

２０歳代で約６割、３０～６０歳代で約７割となっている。

また、午後１０時以降に夕食をとるのは、男女共に２０歳代が最も高くなっている。

男女共に年齢階級が高くなるに従って、夕食を午後８時までに取る比率が高くなっている。

午後１０時以降に夕食を取るのは、男女共に２０歳代が最も高く、男性は１７．４％、女性は５．９％と

なっている。

図５ 夕食時間 （15歳以上）
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３ 夕食後の飲食 （ 歳以上）15

夕食後の飲食は、「ほとんど毎日食べる」「週に３～４回食べる」が、男女共に２０～５０

歳代で３割強となっている。

夕食後の飲食については、「ほとんど毎日食べる」「週に３～４回食べる」が、成人では男女共に４０

歳代で最も高く、男性は合計で３９％、女性は合計で３７．３％となっている。５％となっている。

図６ 夕食後の飲食 （15歳以上）
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４ 運動習慣 （ 歳以上）15

運動習慣のある者の割合は、男性の平均が約４割、女性の平均が約３割となっている。

一方で、割合が最も低いのは男女共に３０歳代となっている。

運動習慣のある者は、男女共に３０歳代で最も比率が低く、年齢階級が高くなるに従って割合が高く

なっている。また、男女共に６０歳代で最も高く、男性が４９．１％、女性が４７．２％となっている。

また、全国と比較すると、男女共に全年齢階級で、全国並みか全国を上回っている。

図７ 運動習慣のある者の割合 （20歳以上）
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５ 飲酒状況 （ 歳以上）20

「毎日飲酒する者」「週に５～６日飲酒する者」が、男性の３０～６０歳代で約３割となって

おり、女性の３０～４０歳代では１割を超えている。

「毎日飲酒する者」は、男性で５０歳代が最も高く２３．７％、続いて４０歳代で２２．０％となっており、

「週に５～６日飲酒する者」は４０歳代で最も高く１５．３％、続いて３０歳代で１０．９％となっている。

図８ 飲酒状況 （20歳以上）
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２０歳未満で初めて飲酒した者（少量の試しの飲みは除く）の割合は、男性で２人に１人、

女性で５人に２人となっている。

※２０歳未満での時期に飲酒経験があるか否かを質問した結果である。

図９ 初回飲酒年齢 （20歳以上を対象に調査）

※７０歳以上の女性の回答数は７名であった。
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６ 喫煙状況 （ 歳以上）20

現在習慣的に喫煙している者の割合は、平均で男性が３割強、女性が１割弱で、男女共

に全国平均を下回っている。

女性で１．５割となっている。年齢階級では男女共に３０歳代が最も高く、男性で５割、

現在習慣的に喫煙している者の比率は、男性は３０歳代が最も高く５１．７％、続いて４０歳代で４８．

２％となっており、女性も３０歳代が最も高く１５．３％、続いて２０歳代で１２．９％となっている。

図１０ 喫煙の状況 （20歳以上）
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＜現在習慣的に喫煙している者＞

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち 「この１ヶ月間に毎日又は時々たばこを、

吸っている」と回答した者

＜過去習慣的に喫煙していた者＞

これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた) 者のうち 「この１ヶ月間にたばこを吸っていない」、

と回答した者

＜喫煙しない者＞

者「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計100本未満で６ヶ月未満である」と回答した
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第３部 栄養摂取状況

－平成 年国民健康・栄養調査結果との比較－17

１ エネルギー摂取量及びエネルギー比率

ネルギー摂取量の平均値は、男女共に全国をやや下回っている。エ

一方で、脂肪からのエネルギー摂取は、３０％以上の者の割合が男性で３割、女性で約

４割と、共に全国平均を１割上回っている。

エネルギー摂取量の平均は、男女共に全国平均をやや下回っているが、脂肪からのエネルギー摂

取が３０％以上の者は、成人の男性で３０．５％、女性では３６．４％であり、全国と比較して男女共に、

約１０％上回っている。

（ 歳以上）図１１ エネルギー摂取量の平均値 20

図１２ 脂肪エネルギー比率の分布 （20歳以上）
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図１３ 年齢階級別脂肪エネルギー比率の分布 （20歳以上）
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２ 野菜摂取量 （ 歳以上）20

野菜摂取量は、男女共に年齢階級が高くなるに従って多くなっているが、推奨量の３５０ｇ

を摂取しているのは男性の６０歳代のみとなっている。

また、男性の２０歳代と女性の３０歳代の摂取量が最も少なくなっている。

野菜の平均摂取量は、男性が全国をやや上回り、女性は全国並みとなっている。

また、男女共に年齢階級が低い層の摂取量が少なく、特に、女性の３０歳代では２２８ｇと推奨量の

３５０ｇの３分の２の摂取となっている。

図１４ 野菜摂取量の平均値 （20歳以上）
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３ 食塩摂取 （ 歳以上）20

、全国より食塩の摂取目標量を超えている者の割合は、男性で約５割、女性で５割と

。低くなっている

２０歳以上の平均摂取量は、男性で１０．４ｇ、女性で８．６ｇとなっている。

※摂取目標量は、「日本人の食事摂取基準（ 年版）」で定められた成人の基準（男性：１０ｇ2005
未満、女性：８ｇ未満）である。

図１５．食塩摂取量の分布 （20歳以上）
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図１６ 食塩摂取量の分布 （20歳以上）

＜食塩摂取量(g)＝ ナトリウム(mg)× 2.54 / 1,000＞

（参考）日本人の食事摂取基準（2005年版）
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第４部 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病の有病者・予備群の数

－平成 年国民健康・栄養調査「速報」との比較－18

１ と腹囲計測による肥満者の状況 ( 歳以上）BMI 40

「 ２５以上かつ腹囲 ｃｍ ( ｃｍ)以上」に該当する肥満者の割合は、男性の４０BMI 85 90
～６０歳代が約４割で、全国の約３割を上回っている。

女性も全年齢階級で全国を上回り、年齢ごと高くなっている。

表１ BMIと腹囲計測による肥満の状況 （40歳以上）

※ＢＭＩと腹囲のデータが得られた者を対象としている。

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
BMI25未満かつ腹囲85cm(90cm)未満 249 42.9% 73 58.4% 81 44.5% 57 41.3% 38 28.1% 227 45.0%
BMI25以上かつ腹囲85cm(90cm)未満 45 7.8% 8 6.4% 12 6.6% 12 8.7% 13 9.6% 36 7.1%
BMI25未満かつ腹囲85cm(90cm)以上 70 12.1% 12 9.6% 23 12.6% 16 11.6% 19 14.1% 61 12.1%
BMI25以上かつ腹囲85cm(90cm)以上 216 37.2% 32 25.6% 66 36.3% 53 38.4% 65 48.1% 181 35.8%
男女計　総数 580 100.0% 125 100.0% 182 100.0% 138 100.0% 135 100.0% 505 100.0%
BMI25未満かつ腹囲85cm未満 76 29.8% 16 32.0% 30 34.1% 21 32.8% 9 17.0% 68 29.7%
BMI25以上かつ腹囲85cm未満 7 2.7% 1 2.0% 1 1.1% 2 3.1% 3 5.7% 6 2.6%
BMI25未満かつ腹囲85cm以上 58 22.7% 12 24.0% 18 20.5% 14 21.9% 14 26.4% 53 23.1%
BMI25以上かつ腹囲85cm以上 114 44.7% 21 42.0% 39 44.3% 27 42.2% 27 50.9% 102 44.5%
男　性　総数 255 100.0% 50 100.0% 88 100.0% 64 100.0% 53 100.0% 229 100.0%
BMI25未満かつ腹囲90cm未満 173 53.2% 57 76.0% 51 54.3% 36 48.6% 29 35.4% 159 57.6%
BMI25以上かつ腹囲90cm未満 38 11.7% 7 9.3% 11 11.7% 10 13.5% 10 12.2% 30 10.9%
BMI25未満かつ腹囲90cm以上 12 3.7% 0.0% 5 5.3% 2 2.7% 5 6.1% 8 2.9%
BMI25以上かつ腹囲90cm以上 102 31.4% 11 14.7% 27 28.7% 26 35.1% 38 46.3% 79 28.6%
女　性　総数 325 100.0% 75 100.0% 94 100.0% 74 100.0% 82 100.0% 276 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
BMI25未満かつ腹囲85cm(90cm)未満 2615 57.0% 553 64.2% 723 58.9% 613 53.4% 726 54.0% 2164 57.1%
BMI25以上かつ腹囲85cm(90cm)未満 273 6.0% 60 7.0% 71 5.8% 77 6.7% 65 4.8% 235 6.2%
BMI25未満かつ腹囲85cm(90cm)以上 715 15.6% 102 11.8% 151 12.3% 191 16.6% 271 20.1% 553 14.6%
BMI25以上かつ腹囲85cm(90cm)以上 981 21.4% 147 17.1% 283 23.0% 268 23.3% 283 21.0% 841 22.2%
男女計　総数 4584 100.0% 862 100.0% 1228 100.0% 1149 100.0% 1345 100.0% 3793 100.0%
BMI25未満かつ腹囲85cm未満 851 41.8% 163 42.2% 237 42.9% 191 38.1% 260 43.7% 691 40.6%
BMI25以上かつ腹囲85cm未満 49 2.4% 13 3.4% 13 2.4% 20 4.0% 3 0.5% 48 2.8%
BMI25未満かつ腹囲85cm以上 558 27.4% 94 24.4% 133 24.1% 141 28.1% 190 31.9% 450 26.4%
BMI25以上かつ腹囲85cm以上 577 28.4% 116 30.1% 170 30.7% 149 29.7% 142 23.9% 515 30.2%
男　性　総数 2035 100.0% 386 100.0% 553 100.0% 501 100.0% 595 100.0% 1704 100.0%
BMI25未満かつ腹囲90cm未満 1764 69.2% 390 81.9% 486 72.0% 422 65.1% 466 62.1% 1473 70.5%
BMI25以上かつ腹囲90cm未満 224 8.8% 47 9.9% 58 8.6% 57 8.8% 62 8.3% 187 9.0%
BMI25未満かつ腹囲90cm以上 157 6.2% 8 1.7% 18 2.7% 50 7.7% 81 10.8% 103 4.9%
BMI25以上かつ腹囲90cm以上 404 15.8% 31 6.5% 113 16.7% 119 18.4% 141 18.8% 326 15.6%
女　性　総数 2549 100.0% 476 100.0% 675 100.0% 648 100.0% 750 100.0% 2089 100.0%

40-49歳
沖縄県　（平成18年）

全　国　（平成18年）
70歳以上

50-59歳 60-69歳

40-74歳　（再掲）40歳以上　（総数） 40-49歳 50-59歳 60-69歳

70歳以上 40-74歳　（再掲）40歳以上　（総数）
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図１７ BMIと腹囲計測による肥満者の割合 （40歳以上）
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２ （≧２５）による肥満の状況 （ 歳以上）BMI 40

４０歳以上の者のＢＭＩ２５以上の割合は、男性が約５割、女性が約４割と、共に全国

を大きく上回っている。

表２ BMI（≧２５）による肥満の状況 （40歳以上）

BMI≧ 25（肥満） の割合

図１８ BMIによる肥満者の状況 （40歳以上）

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
BMI25以上 261 45.0% 40 32.0% 78 42.9% 65 47.1% 78 57.8% 217 43.0%

BMI25未満 319 55.0% 85 68.0% 104 57.1% 73 52.9% 57 42.2% 288 57.0%
男女計　総数 580 100.0% 125 100.0% 182 100.0% 138 100.0% 135 100.0% 505 100.0%
BMI25以上 121 47.5% 22 44.0% 40 45.5% 29 45.3% 30 56.6% 108 47.2%
BMI25未満 134 52.5% 28 56.0% 48 54.5% 35 54.7% 23 43.4% 121 52.8%
男　性　総数 255 100.0% 50 100.0% 88 100.0% 64 100.0% 53 100.0% 229 100.0%

BMI25以上 140 43.1% 18 24.0% 38 40.4% 36 48.6% 48 58.5% 109 39.5%
BMI25未満 185 56.9% 57 76.0% 56 59.6% 38 51.4% 34 41.5% 167 60.5%
女　性　総数 325 100.0% 75 100.0% 94 100.0% 74 100.0% 82 100.0% 276 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
BMI25以上 1254 27.4% 207 24.0% 354 28.8% 345 30.0% 348 25.9% 1076 28.4%
BMI25未満 3330 72.6% 655 76.0% 874 71.2% 804 70.0% 997 74.1% 2717 71.6%
男女計　総数 4584 100.0% 862 100.0% 1228 100.0% 1149 100.0% 1345 100.0% 3793 100.0%
BMI25以上 626 30.8% 129 33.4% 183 33.1% 169 33.7% 145 24.4% 563 33.0%
BMI25未満 1409 69.2% 257 66.6% 370 66.9% 332 66.3% 450 75.6% 1141 67.0%
男　性　総数 2035 100.0% 386 100.0% 553 100.0% 501 100.0% 595 100.0% 1704 100.0%
BMI25以上 628 24.6% 78 16.4% 171 25.3% 176 27.2% 203 27.1% 513 24.6%
BMI25未満 1921 75.4% 398 83.6% 504 74.7% 472 72.8% 547 72.9% 1576 75.4%
女　性　総数 2549 100.0% 476 100.0% 675 100.0% 648 100.0% 750 100.0% 2089 100.0%

60-69歳 70歳以上 40-74歳　（再掲）
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１ 腹囲計測による肥満の状況 （ 歳以上）40

４０歳以上の者の腹囲計測による肥満者の割合は、男性が約７割、女性が約４割と、

共に全国を大きく上回っている。

表３ 腹囲計測による肥満の状況 （40歳以上）

図１９ 腹囲計測による肥満者の状況 （40歳以上）

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
腹囲85cm(90cm)以上 286 49.3% 44 35.2% 89 48.9% 69 50.0% 84 62.2% 242 47.9%

腹囲85cm(90cm)未満 294 50.7% 81 64.8% 93 51.1% 69 50.0% 51 37.8% 263 52.1%
男女計　総数 580 100.0% 125 100.0% 182 100.0% 138 100.0% 135 100.0% 505 100.0%
腹囲85cm以上 172 67.5% 33 66.0% 57 64.8% 41 64.1% 41 77.4% 155 67.7%
腹囲85cm未満 83 32.5% 17 34.0% 31 35.2% 23 35.9% 12 22.6% 74 32.3%
男　性　総数 255 100.0% 50 100.0% 88 100.0% 64 100.0% 53 100.0% 229 100.0%

腹囲90cm以上 114 35.1% 11 14.7% 32 34.0% 28 37.8% 43 52.4% 87 31.5%
腹囲90cm未満 211 64.9% 64 85.3% 62 66.0% 46 62.2% 39 47.6% 189 68.5%
女　性　総数 325 100.0% 75 100.0% 94 100.0% 74 100.0% 82 100.0% 276 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
腹囲85cm(90cm)以上 1696 37.0% 249 28.9% 434 35.3% 459 39.9% 554 41.2% 1394 36.8%
腹囲85cm(90cm)未満 2888 63.0% 613 71.1% 794 64.7% 690 60.1% 791 58.8% 2399 63.2%
男女計　総数 4584 100.0% 862 100.0% 1228 100.0% 1149 100.0% 1345 100.0% 3793 100.0%
腹囲85cm以上 1135 55.8% 210 54.4% 303 54.8% 290 57.9% 332 55.8% 965 56.6%
腹囲85cm未満 900 44.2% 176 45.6% 250 45.2% 211 42.1% 263 44.2% 739 43.4%
男　性　総数 2035 100.0% 386 100.0% 553 100.0% 501 100.0% 595 100.0% 1704 100.0%
腹囲90cm以上 561 22.0% 39 8.2% 131 19.4% 169 26.1% 222 29.6% 429 20.5%
腹囲90cm未満 1988 78.0% 437 91.8% 544 80.6% 479 73.9% 528 70.4% 1660 79.5%
女　性　総数 2549 100.0% 476 100.0% 675 100.0% 648 100.0% 750 100.0% 2089 100.0%
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４－１ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予備群・該当者の状況 （ 歳以上）40

４０～７４歳でみると、男性の５人に３人、女性の１０人に３人がメタボリックシンドローム

（内蔵脂肪症候群）が強く疑われる者又は予備群と考えられ、共に全国平均より高くなって

いる。

表４ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）予備群・該当者の状況 （40歳以上）

※腹囲、血圧、 ｃ、 コレステロール、服薬状況のすべてが得られたHbA1 HDL
者を対象としている。

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 88 21.0% 7 8.6% 16 12.8% 28 25.0% 37 36.3% 71 19.5%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 94 22.4% 10 12.3% 36 28.8% 23 20.5% 25 24.5% 79 21.7%
上記以外 238 56.7% 64 79.0% 73 58.4% 61 54.5% 40 39.2% 214 58.8%
男女計　総数 420 100.0% 81 100.0% 125 100.0% 112 100.0% 102 100.0% 364 100.0%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 47 27.5% 2 8.0% 13 22.8% 15 31.3% 17 41.5% 42 27.6%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 52 30.4% 8 32.0% 21 36.8% 12 25.0% 11 26.8% 47 30.9%
上記以外 72 42.1% 15 60.0% 23 40.4% 21 43.8% 13 31.7% 63 41.4%
男　性　総数 171 100.0% 25 100.0% 57 100.0% 48 100.0% 41 100.0% 152 100.0%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 41 16.5% 5 8.9% 3 4.4% 13 20.3% 20 32.8% 29 13.7%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 42 16.9% 2 3.6% 15 22.1% 11 17.2% 14 23.0% 32 15.1%
上記以外 166 66.7% 49 87.5% 50 73.5% 40 62.5% 27 44.3% 151 71.2%
女　性　総数 249 100.0% 56 100.0% 68 100.0% 64 100.0% 61 100.0% 212 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 620 18.2% 40 7.1% 132 15.2% 189 20.7% 259 24.7% 480 17.2%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 533 15.7% 61 10.8% 154 17.7% 158 17.3% 160 15.3% 447 16.0%
上記以外 2245 66.1% 466 82.2% 585 67.2% 566 62.0% 628 60.0% 1865 66.8%
男女計　総数 3398 100.0% 567 100.0% 871 100.0% 913 100.0% 1047 100.0% 2792 100.0%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 355 25.1% 29 13.9% 88 25.1% 103 26.5% 135 28.7% 282 24.4%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 366 25.8% 53 25.5% 95 27.1% 107 27.5% 111 23.6% 312 27.0%
上記以外 696 49.1% 126 60.6% 167 47.7% 179 46.0% 224 47.7% 560 48.5%
男　性　総数 1417 100.0% 208 100.0% 350 100.0% 389 100.0% 470 100.0% 1154 100.0%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ該当者 265 13.4% 11 3.1% 44 8.4% 86 16.4% 124 21.5% 198 12.1%
ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ予備群 167 8.4% 8 2.2% 59 11.3% 51 9.7% 49 8.5% 135 8.2%
上記以外 1549 78.2% 340 94.7% 418 80.2% 387 73.9% 404 70.0% 1305 79.7%
女　性　総数 1981 100.0% 359 100.0% 521 100.0% 524 100.0% 577 100.0% 1638 100.0%
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図２０ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況 （40歳以上）
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４－２（参考） メタボリックシンドローム予備群・該当者の状況 （ 歳以上）20
※２０歳以上の年齢区分で比較をした。ただし、全国の数値は１７年国民健康・栄養

調査結果である。

本県では、男性の２０～３０歳代で、メタボリックシンドロームの予備群と考えられる者の

割合が約２割で全国より高くなっている。

図２１ メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況 （20歳以上）

（男性） メタボリックシンドローム（内蔵型脂肪症候群）が強く疑われる者：腹囲≧８５ ＋項目２つ以上該当cm
メタボリックシンドローム（内蔵型脂肪症候群）の予備軍と考えられる者：腹囲≧８５ ＋項目１つ該当cm

（女性） メタボリックシンドローム（内蔵型脂肪症候群）が強く疑われる者：腹囲≧８５ ＋項目２つ以上該当cm
メタボリックシンドローム（内蔵型脂肪症候群）の予備軍と考えられる者：腹囲≧９０ ＋項目１つ該当cm
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５ 糖尿病予備群・有病者の状況 （ 歳以上）40

４０～７４歳でみると、本県では、男性の３人に１人、女性の４人に１人が糖尿病有病者、

又は予備群と考えられる。

表５ 糖尿病予備群・有病者の状況 （40歳以上）

※ ｃ、インスリン注射等服薬状況が得られた者を対象としている。HbA1

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 22 5.2% 3 3.7% 8 6.4% 6 5.4% 5 4.9% 21 5.7%
服薬者等 26 6.2% 1 1.2% 7 5.6% 7 6.3% 11 10.7% 21 5.7%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 73 17.3% 5 6.1% 19 15.2% 25 22.3% 24 23.3% 61 16.7%
上記以外 301 71.3% 73 89.0% 91 72.8% 74 66.1% 63 61.2% 263 71.9%
男女計　総数 422 100.0% 82 100.0% 125 100.0% 112 100.0% 103 100.0% 366 100.0%
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 11 6.4% 1 3.8% 4 7.0% 4 8.3% 2 4.9% 11 7.2%
服薬者等 13 7.6% 1 3.8% 6 10.5% 3 6.3% 3 7.3% 11 7.2%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 29 16.9% 1 3.8% 9 15.8% 9 18.8% 10 24.4% 26 17.0%
上記以外 119 69.2% 23 88.5% 38 66.7% 32 66.7% 26 63.4% 105 68.6%
男　性　総数 172 100.0% 26 100.0% 57 100.0% 48 100.0% 41 100.0% 153 100.0%
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 11 4.4% 2 3.6% 4 5.9% 2 3.1% 3 4.8% 10 4.7%
服薬者等 13 5.2% 0 0.0% 1 1.5% 4 6.3% 8 12.9% 10 4.7%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 44 17.6% 4 7.1% 10 14.7% 16 25.0% 14 22.6% 35 16.4%
上記以外 182 72.8% 50 89.3% 53 77.9% 42 65.6% 37 59.7% 158 74.2%
女　性　総数 250 100.0% 56 100.0% 68 100.0% 64 100.0% 62 100.0% 213 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 196 5.8% 12 2.1% 52 6.0% 59 6.5% 73 6.9% 155 5.5%
服薬者等 208 6.1% 5 0.9% 31 3.6% 66 7.2% 107 10.2% 154 5.5%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 730 21.4% 82 14.4% 171 19.6% 211 23.1% 266 25.3% 581 20.8%
上記以外 2274 66.7% 472 82.8% 619 70.9% 578 63.2% 605 57.6% 1908 68.2%
男女計　総数 3408 100.0% 570 100.0% 873 100.0% 914 100.0% 1051 100.0% 2798 100.0%
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 98 6.9% 5 2.4% 25 7.1% 28 7.2% 40 8.5% 78 6.8%
服薬者等 109 7.7% 4 1.9% 19 5.4% 29 7.4% 57 12.1% 82 7.1%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 267 18.8% 23 11.1% 68 19.4% 80 20.5% 96 20.4% 212 18.4%
上記以外 945 66.6% 176 84.6% 238 68.0% 253 64.9% 278 59.0% 783 67.8%
男　性　総数 1419 100.0% 208 100.0% 350 100.0% 390 100.0% 471 100.0% 1155 100.0%
糖尿病有病者（HbA1c6.1%以上） 98 4.9% 7 1.9% 27 5.2% 31 5.9% 33 5.7% 77 4.7%
服薬者等 99 5.0% 0 0.0% 12 2.3% 37 7.1% 50 8.6% 72 4.4%
糖尿病予備群（HbA1c5.5～6.0%) 463 23.3% 59 16.3% 103 19.7% 131 25.0% 170 29.3% 369 22.5%
上記以外 1329 66.8% 296 81.8% 381 72.8% 325 62.0% 327 56.4% 1125 68.5%
女　性　総数 1989 100.0% 362 100.0% 523 100.0% 524 100.0% 580 100.0% 1643 100.0%
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図２２ 糖尿病予備群・有病者の状況 （40歳以上）
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６ 高血圧症予備群・有病者の状況 （ 歳以上）40

４０～７４歳でみると、本県では、男性の７割、女性の５割が高血圧症の有病者、又は

予備群と考えられる。

４０歳以上の男性で、高血圧症有病者が５２．３％、予備軍が１９．７％となった。女性は、有病者で

２．３％、予備軍が１１．２％となった。

表６ 高血圧症予備群・有病者の状況 （40歳以上）

※血圧測定、降圧剤服用状況が得られた者を対象としている。

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 99 22.7% 15 18.3% 28 21.5% 31 26.5% 25 23.4% 83 21.9%
降圧剤服用者 116 26.6% 4 4.9% 24 18.5% 38 32.5% 50 46.7% 90 23.7%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 64 14.7% 13 15.9% 20 15.4% 17 14.5% 14 13.1% 58 15.3%
上記以外 157 36.0% 50 61.0% 58 44.6% 31 26.5% 18 16.8% 148 39.1%
男女計　総数 436 100.0% 82 100.0% 130 100.0% 117 100.0% 107 100.0% 379 100.0%
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 43 24.2% 5 19.2% 14 23.3% 15 30.0% 9 21.4% 38 24.1%
降圧剤服用者 50 28.1% 2 7.7% 17 28.3% 15 30.0% 16 38.1% 44 27.8%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 35 19.7% 7 26.9% 9 15.0% 9 18.0% 10 23.8% 30 19.0%
上記以外 50 28.1% 12 46.2% 20 33.3% 11 22.0% 7 16.7% 46 29.1%
男　性　総数 178 100.0% 26 100.0% 60 100.0% 50 100.0% 42 100.0% 158 100.0%
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 56 21.7% 10 17.9% 14 20.0% 16 23.9% 16 24.6% 45 20.4%
降圧剤服用者 66 25.6% 2 3.6% 7 10.0% 23 34.3% 34 52.3% 46 20.8%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 29 11.2% 6 10.7% 11 15.7% 8 11.9% 4 6.2% 28 12.7%
上記以外 107 41.5% 38 67.9% 38 54.3% 20 29.9% 11 16.9% 102 46.2%
女　性　総数 258 100.0% 56 100.0% 70 100.0% 67 100.0% 65 100.0% 221 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 968 26.8% 107 18.0% 274 30.2% 297 30.6% 290 25.5% 792 26.9%
降圧剤服用者 1013 28.1% 22 3.7% 154 17.0% 300 30.9% 537 47.2% 674 22.9%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 569 15.8% 111 18.7% 165 18.2% 155 15.9% 138 12.1% 499 17.0%
上記以外 1058 29.3% 353 59.5% 313 34.5% 220 22.6% 172 15.1% 975 33.2%
男女計　総数 3608 100.0% 593 100.0% 906 100.0% 972 100.0% 1137 100.0% 2940 100.0%
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 476 31.8% 62 28.8% 139 38.3% 144 35.0% 131 25.9% 401 33.1%
降圧剤服用者 452 30.2% 13 6.0% 77 21.2% 130 31.6% 232 45.8% 313 25.9%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 223 14.9% 42 19.5% 60 16.5% 58 14.1% 63 12.5% 191 15.8%
上記以外 344 23.0% 98 45.6% 87 24.0% 79 19.2% 80 15.8% 305 25.2%
男　性　総数 1495 100.0% 215 100.0% 363 100.0% 411 100.0% 506 100.0% 1210 100.0%
高血圧症有病者（140 or 90mmHg以上） 492 23.3% 45 11.9% 135 24.9% 153 27.3% 159 25.2% 391 22.6%
降圧剤服用者 561 26.5% 9 2.4% 77 14.2% 170 30.3% 305 48.3% 361 20.9%
高血圧症予備群（130 or 85mmHg以上） 346 16.4% 69 18.3% 105 19.3% 97 17.3% 75 11.9% 308 17.8%
上記以外 714 33.8% 255 67.5% 226 41.6% 141 25.1% 92 14.6% 670 38.7%
女　性　総数 2113 100.0% 378 100.0% 543 100.0% 561 100.0% 631 100.0% 1730 100.0%
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図２３ 高血圧症予備群・有病者の状況 （40歳以上）
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７ 脂質異常者の状況 （ 歳以上）40

４０～７４歳でみると、本県では、男性の２割、女性の１割が脂質異常者（高脂血症有病

者）と考えられる。

（注：全国は、ＨＤＬ値（ ）以下でかつコレステロール降下薬服用者を含む40mg/dl
数値となっている）

表７ 脂質異常者の状況 （40歳以上）

コレステロール、コレステロール降下薬服用状況が得られた者を対象としている。※ HDL

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 34 8.1% 5 6.2% 11 8.7% 7 6.3% 11 10.7% 27 7.4%
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者 36 8.5% 2 2.5% 5 4.0% 13 11.6% 16 15.5% 29 7.9%
上記以外 352 83.4% 74 91.4% 110 87.3% 92 82.1% 76 73.8% 310 84.7%
男女計　総数 422 100.0% 81 100.0% 126 100.0% 112 100.0% 103 100.0% 366 100.0%
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 22 12.8% 3 12.0% 6 10.3% 7 14.6% 6 14.6% 20 13.1%
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者 10 5.8% 1 4.0% 2 3.4% 3 6.3% 4 9.8% 10 6.5%
上記以外 140 81.4% 21 84.0% 50 86.2% 38 79.2% 31 75.6% 123 80.4%
男　性　総数 172 100.0% 25 100.0% 58 100.0% 48 100.0% 41 100.0% 153 100.0%
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 12 4.8% 2 3.6% 5 7.4% 0 0.0% 5 8.1% 7 3.3%
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者 26 10.4% 1 1.8% 3 4.4% 10 15.6% 12 19.4% 19 8.9%
上記以外 212 84.8% 53 94.6% 60 88.2% 54 84.4% 45 72.6% 187 87.8%
女　性　総数 250 100.0% 56 100.0% 68 100.0% 64 100.0% 62 100.0% 213 100.0%

実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 652 19.0% 39 6.8% 143 16.3% 201 21.9% 269 25.4% 499 17.8%
　　　（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者を含む）
上記以外 2771 81.0% 532 93.2% 732 83.7% 718 78.1% 789 74.6% 2312 82.2%
男女計　総数 3423 100.0% 571 100.0% 875 100.0% 919 100.0% 1058 100.0% 2811 100.0%
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 274 19.2% 25 12.0% 65 18.5% 80 20.5% 104 21.8% 216 18.6%
　　　（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者を含む） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上記以外 1153 80.8% 184 88.0% 286 81.5% 311 79.5% 372 78.2% 946 81.4%
男　性　総数 1427 100.0% 209 100.0% 351 100.0% 391 100.0% 476 100.0% 1162 100.0%
高脂血有病者（HDL40mg/dl未満） 378 18.9% 14 3.9% 78 14.9% 121 22.9% 165 28.4% 283 17.2%
　　　（ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ降下薬服用者を含む） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上記以外 1618 81.1% 348 96.1% 446 85.1% 407 77.1% 417 71.6% 1366 82.8%
女　性　総数 1996 100.0% 362 100.0% 524 100.0% 528 100.0% 582 100.0% 1649 100.0%
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図２４．脂質異常者（高脂血症有病者）の状況 （40歳以上）
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