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第３章  調査実施手順 

１． 事前準備 

 調査の企画 

県民の生活習慣等の現状を把握し、健康づくり施策を推進する基礎資料を得ること

を目的に、生活習慣に関する調査及び食事調査（BDHQ 調査）を実施し、生活習慣に関

する調査結果と BDHQ 調査結果による栄養摂取量等との関連性を分析する調査を企画

した。 

 
 対象者の選定 

調査対象市町村の住民基本台帳から層化二段無作為抽出法により上記対象者を抽出

した。層化二段無作為抽出法とは、調査対象者の抽出において、抽出の段階を２段階

に分けて無作為に抽出する方法である。 

一段目：小学校区 

二段目：調査対象者個人 

抽出は電子計算機から抽出。 

石垣市、沖縄市については、個人情報の外部提供手続きに時間がかかったため、調

査員による住民基本台帳の閲覧・転記により抽出した。 

なお、北大東村以外の市町村は 1 市町村あたり 30 名の予備対象者も合わせて抽出

し、拒否、あて先不明の対象者の代替とした。 

調査対象者を抽出した後に転出した対象者や転居先不明の対象者は調査対象外とし

た。 

 
 調査票の作成 

食事調査については、東京大学大学院医学系研究科の佐々木敏教授が開発した BDHQ

調査票を用いることで簡易な食事調査が可能なため、BDHQ 調査法を採用した。 

生活習慣調査については、平成 28 年度に実施した「県民健康栄養調査」をベースと

して比較可能な調査項目を設定した。 

調査項目は沖縄県、市町村として推進したい健康行動や理想的な県民像を踏まえて、

その根拠資料が得られる調査内容、BDHQ 調査結果とクロス集計を行い、県民の特徴や

違いが出てくるような内容を考えて作成した。 

例えば、「夕食時間が遅いと食品摂取に違いがあるのか」という仮説について、「夕

食は何時ごろに食べますか」という質問結果と BDHQ 調査で食品摂取量などとクロス

集計することで、夕食時間によって食べているものが違うという結果が出れば、「夕食

を早めに食べることで健康志向が高まる」などの提案につなげていく際の根拠資料と

することが可能になるため、どのようなデータを収集したいかをイメージして、どの

ような質問を設定すればそれが得られるのかを考え、県民に提示しやすい根拠資料と

なるよう検討して調査票を作成した。 
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 ＩＤ番号の設定方法 

生活習慣調査票及び BDHQ 調査票には、回答者と識別するためのＩＤ番号をあらか

じめ付した調査票を送付することが望ましい。回答者の識別を可能とすることから、

当然ながら生活習慣調査票と BDHQ 調査票に付する番号は同一のＩＤ番号でなければ

ならない。 

生活習慣調査票は印刷技術で連続する番号を印字することは可能であるが、BDHQ 調

査票はマークシート方式であり、回答欄があらかじめ設定された票となるため、生活

習慣調査票のように印刷で連続する番号を印字することは難しい。 

このため、生活習慣調査票にはＩＤ番号を印刷し、BDHQ 調査票は回答者に生活習慣

調査票に印字したＩＤ番号を記入してもらい、調査に協力いただくよう依頼する必要

がある。なお、時間的、労力的に可能であるならば、BDHQ 調査票にも生活習慣調査票

に印字した番号と同じ番号をあらかじめ記入したうえで、調査対象者へ郵送すること

が望ましい。 

ＩＤ番号の設定方法は調査対象者が 2,000 人の場合、単純に「0001」～「2,000」と

いう番号を設定してもよい。ただし、必ず番号が重複しないよう設定することに注意

が必要である。 

調査対象者の選定において、層化二段無作為抽出法を採用する場合、一段目の抽出

は小学校区となる。設定するＩＤ番号に「小学校区」を意味する番号、例えば小学校

区が 10 校区ある場合、「01」～「10」という識別番号を使用することも可能である。

この場合、BDHQ 調査票のＩＤ番号欄に記入できるのは「9 桁」が最大となる。 

小学校区が 10 校区あり、そのうち５校区から抽出した場合、次のようなＩＤ番号の

設定となる。 

 

ＩＤ：０１０００１→「01」番の校区から抽出した１番目の調査対象者 

ＩＤ：０１０００２→「01」番の校区から抽出した２番目の調査対象者 

ＩＤ：０２０００１→「02」番の校区から抽出した１番目の調査対象者 

※ＩＤ番号の左から 2 桁が小学校区番号、残り 4 桁が調査対象者を識別する連番 

 

ＩＤ：０１０１０００１→「01」番の校区から抽出した男性で１番目の調査対象者 

ＩＤ：０１０１０００２→「01」番の校区から抽出した男性で２番目の調査対象者 

ＩＤ：０２０２０００１→「02」番の校区から抽出した女性で１番目の調査対象者 

※ＩＤ番号の左から 2 桁が小学校区番号、次の 2 桁が性別を識別する番号（男性：1、

女性 2 など）残り 4 桁が調査対象者を識別する連番 

 

なお、9 桁の番号を超えるＩＤを設定する場合、BDHQ 調査票の「ＩＤ２」「ＩＤ３」

の欄にそれぞれ 9 桁のＩＤを設定できるため、ＩＤ番号だけで、調査対象者の属性を

識別したい場合は、小学校区、性別、年齢といった属性を識別する番号をＩＤ番号に

組み込んで調査を行うことができる。 
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２． 調査実施 

 調査対象 

豊見城市、浦添市、宮古島市、那覇市、名護市、石垣市、沖縄市、北大東村、うる

ま市に居住する 20 歳～74 歳までの男女個人を対象とした。 

各市町村とも男性 700 人、女性 700 人、計 1,400 人を対象とした（北大東村は全住

民を対象）。性別・年代別の対象者数は図表 19．～図表 21．を参照されたい。 

 
 市町村別性別年代別調査対象者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市町村別性別年代別あて先不明・調査対象外人数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  市町村別性別年代別有効調査対象数 
 
  

高年層

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

全体 2,687 2,264 880 5,831 2,599 2,163 992 5,754 5,286 4,427 1,872 11,585

1 豊見城市 319 276 105 700 319 276 105 700 638 552 210 1,400
2 浦添市 318 275 105 698 319 277 106 702 637 552 211 1,400
3 宮古島市 319 276 105 700 319 276 105 700 638 552 210 1,400
4 那覇市 319 275 106 700 319 276 105 700 638 551 211 1,400
5 名護市 319 276 105 700 319 276 105 700 638 552 210 1,400
6 石垣市 330 265 105 700 319 255 126 700 649 520 231 1,400
7 沖縄市 377 218 105 700 319 168 213 700 696 386 318 1,400
8 北大東村 67 127 39 233 47 83 22 152 114 210 61 385
9 うるま市 319 276 105 700 319 276 105 700 638 552 210 1,400

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

全体 34 11 2 47 27 1 2 30 61 12 4 77

1 豊見城市 1 1 0 1 0 0 1
2 浦添市 1 1 0 1 0 0 1
3 宮古島市 2 2 4 4 6 0 0 6
4 那覇市 5 5 1 1 6 0 0 6
5 名護市 4 4 2 1 3 6 1 0 7
6 石垣市 7 9 16 10 10 17 9 0 26
7 沖縄市 11 1 1 13 8 1 9 19 1 2 22
8 北大東村 1 1 2 1 1 1 1 1 3
9 うるま市 3 3 1 1 2 4 0 1 5

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

全体 2,653 2,253 878 5,784 2,572 2,162 990 5,724 5,225 4,415 1,868 11,508

1 豊見城市 318 276 105 699 319 276 105 700 637 552 210 1,399
2 浦添市 317 275 105 697 319 277 106 702 636 552 211 1,399
3 宮古島市 317 276 105 698 315 276 105 696 632 552 210 1,394
4 那覇市 314 275 106 695 318 276 105 699 632 551 211 1,394
5 名護市 315 276 105 696 317 275 105 697 632 551 210 1,393
6 石垣市 323 256 105 684 309 255 126 690 632 511 231 1,374
7 沖縄市 366 217 104 687 311 168 212 691 677 385 316 1,378
8 北大東村 67 126 38 231 46 83 22 151 113 209 60 382
9 うるま市 316 276 105 697 318 276 104 698 634 552 209 1,395
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 調査項目 

第７章「３．調査に使用した調査票（生活習慣調査）」及び「４．調査に使用した調

査票（BDHQ 調査）を参照。 

 
 実施時期 

市町村別の調査票等の発送日は図表 22．のとおり。 

当初の調査票回収締切日は、平成 29 年 12 月 22 日（金）。 

１回目延期による締切日は、平成 29 年 12 月 29 日（金）。 

２回目延期による締切日は、平成 30 年 1 月 5 日（金）。 

ただし、訪問回収調査の最中に返送する対象者がいたため、対象者には通知せずに

回収を延期した。 

 
 市町村別調査票発送日 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

№ 市町村名 発送日 発送件数 発送日 発送件数 発送日 発送件数 12月28日 発送件数

1 豊見城市 11月17日 1,400 11月27日 1,400 12月18日 12月28日 1,023

2 浦添市 11月17日 1,400 11月27日 1,400 12月18日 12月28日 1,078

3 宮古島市 11月17日 1,400 11月27日 1,400 12月18日 12月28日 1,056

4 那覇市 11月27日 1,400 12月4日 1,400 12月18日 12月28日 1,042

5 名護市 11月28日 1,400 12月4日 1,400 12月18日 12月28日 1,070

6 石垣市 12月11日 1,400 12月18日 12月28日 1,126

7 沖縄市 12月13日 1,400 12月21日 12月28日 1,215

8 北大東村 12月15日 385 12月21日 12月28日 355

9 うるま市 12月18日 1,400 12月26日 12月28日 1,398

7,000 11,585 8,355 9,363合計

8,355

市町村名
事前協力依頼
はがき送付

調査票発送 督促状発送 第2回督促状発送
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 調査実施体制 

当該調査は一般競争入札により選定された事業者が実施し、その事業者内での実施

体制は図表 23．のとおりである。 

 
 調査実施体制図 

 
 
  

事業主幹

沖縄県保健医療部健康長寿課 健康企画班

選定事業者

報 告

打合せ

指 示
マニュアル検討会議協議

調査全体統括

調査設計担当

封入・封緘業務担当

回収票整理・保管担当

データ入力担当

集計・分析担当

訪問回収調査担当

現地
調査員

現地
調査員

現地
調査員

現地
調査員

現地
調査員

現地
調査員

現地
調査員

現地調査員ネットワーク

調査全般を円滑に遂行するための管理者

調査の目的を達成できるように調査対象者数、調査項目

等を設計する担当

設計した調査票等の印刷、調査対象者へ郵送するための

封入・封緘等を行う担当

回収票の開封、チェック、仕分け等を行い、入力担当へ

引き渡す業務と入力後の回収票の保管の担当

協議

回収票（生活習慣調査）の入力を行う担当

入力したデータ及びBDHQ調査結果の集計業務と集計結果

の分析を行う担当

調査方法等の設計、調査員の募集と連絡、調査説明会の

実施、調査期間中の調査員・調査状況の管理、回収票提

出の受付、調査員への給与支払い等を行う担当

連

携
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 調査方法 

郵送による依頼状、調査票（２種）、記入例、個人結果サンプル、謝礼品（フリージ

ングパック）の配布、調査票の回収。 

途中２回のハガキによる督促状を発送した。 

１回目督促状発送：平成 29 年 12 月 18 日（月）、沖縄市、北大東村は 12 月 21 日

（木）、うるま市は 12 月 26 日 

２回目督促状発送：平成 29 年 12 月 28 日（木） 

 

なお、郵送での回収が目標に達しなかったため、以下の方法で未回答者への回収を

行った。 

 

① 調査対象地域と対象者 
② 調査対象地域は郵送調査と同一、対象者は平成 30 年 1 月 17 日時点で未回答の調査

対象者全員を対象とした。市町村別性別年代別調査対象者数及び目標不足数は図表 24．
のとおり。 

 
 市町村別性別年代別調査対象者数・目標数 

 
 
 
  

上段：対象者数、下段：目標回収数

若年層 壮年層 高齢層 若年層 壮年層 高齢層
248 169 50 210 147 49 873
37 3 55 0 0 48 143

232 168 40 235 174 53 902
27 3 41 16 8 53 148

263 190 50 226 163 30 922
54 24 53 14 0 32 177

237 161 44 217 147 49 855
32 0 46 1 0 50 129

251 189 42 237 162 38 919
49 32 50 29 0 40 200

252 174 38 210 151 66 891
44 16 42 12 9 43 166

256 193 58 236 117 118 978
55 32 60 26 50 17 240
55 91 20 38 53 16 273
18 23 3 12 9 4 69

239 182 64 247 181 53 966
39 22 66 33 9 52 221

2,033 1,517 406 1,856 1,295 472 7,579
355 155 416 143 85 339 1,493

北大東村

うるま市

合 計

宮古島市

那覇市

名護市

石垣市

沖縄市

男性 女性
合計

豊見城市

浦添市

市町村名
高年層高年層
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③ 調査対象者の抽出方法 
調査対象者名簿から以下の対象者を除外し、訪問回収対象者を抽出した。 

・BDHQ 票または生活習慣票のいずれか、あるいは両方を返送した調査対象者 

・調査票や督促状等が「あて先不明」で返送されてきた調査対象者 

・調査票等の送付によって「本人不在」「調査拒否」等の連絡があった調査対象者 

 

なお、特定の市町村・属性においては、宛先不明や回答拒否の数が多く目標数より

も訪問調査対象者数が少ない箇所があり、当該箇所については同一市町村内の同じ属

性の新規調査対象者に振り替えて調査を実施した。 

 
④ 調査方法 

調査員による訪問留置法（一部聞き取りによる調査を含む）。 

 
⑤ 調査期間 

平成 30 年 1 月 19 日（金）～平成 30 年 3 月 4 日（日） 

 
 回収数 

① 郵送調査の回収数 
郵送調査による BDHQ 票・生活習慣票セットの有効回収数は図表 25．のとおり。 

 
 BDHQ 票・生活習慣票セットの有効回収数 

 
  

男 女 合計
若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計

全体 475 719 400 1,594 682 803 469 1,954 1,157 1,522 869 3,548

1 豊見城市 62 97 45 204 104 123 53 280 166 220 98 484
2 浦添市 74 97 59 230 84 91 47 222 158 188 106 452
3 宮古島市 46 77 47 170 87 102 68 257 133 179 115 427

4 那覇市 68 109 54 231 98 125 50 273 166 234 104 504

5 名護市 51 68 50 169 72 103 59 234 123 171 109 403
6 石垣市 56 85 57 198 88 91 57 236 144 176 114 434
7 沖縄市 45 77 40 162 74 50 82 206 119 127 122 368
8 北大東村 11 31 14 56 8 27 5 40 19 58 19 96
9 うるま市 62 78 34 174 67 91 48 206 129 169 82 380

は目標数100を超えた層

男 女 合計
若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計

全体 17.9% 31.9% 45.6% 27.6% 26.5% 37.1% 47.4% 34.1% 22.1% 34.5% 46.5% 30.8%

1 豊見城市 19.5% 35.1% 42.9% 29.2% 32.6% 44.6% 50.5% 40.0% 26.1% 39.9% 46.7% 34.6%
2 浦添市 23.3% 35.3% 56.2% 33.0% 26.3% 32.9% 44.3% 31.6% 24.8% 34.1% 50.2% 32.3%
3 宮古島市 14.5% 27.9% 44.8% 24.4% 27.6% 37.0% 64.8% 36.9% 21.0% 32.4% 54.8% 30.6%

4 那覇市 21.7% 39.6% 50.9% 33.2% 30.8% 45.3% 47.6% 39.1% 26.3% 42.5% 49.3% 36.2%

5 名護市 16.2% 24.6% 47.6% 24.3% 22.7% 37.5% 56.2% 33.6% 19.5% 31.0% 51.9% 28.9%
6 石垣市 17.3% 33.2% 54.3% 28.9% 28.5% 35.7% 45.2% 34.2% 22.8% 34.4% 49.4% 31.6%
7 沖縄市 12.3% 35.5% 38.5% 23.6% 23.8% 29.8% 38.7% 29.8% 17.6% 33.0% 38.6% 26.7%
8 北大東村 16.4% 24.6% 36.8% 24.2% 17.4% 32.5% 22.7% 26.5% 16.8% 27.8% 31.7% 25.1%
9 うるま市 19.6% 28.3% 32.4% 25.0% 21.1% 33.0% 46.2% 29.5% 20.3% 30.6% 39.2% 27.2%

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計



 

30 
 

② 訪問回収調査での回収数 
訪問回収調査による BDHQ 票・生活習慣票セットの有効回収数は図表 26．のとおり。 

 
 訪問回収調査による回収数 

 
 
 
 
 
 
 
 

③ 郵送調査＋訪問回収調査での回収数 
郵送調査及び訪問回収調査による BDHQ 票・生活習慣票セットの有効回収数は図表

27．のとおり。 

 
 郵送調査＋訪問回収による有効回収数（生活習慣票・BDHQ 票セット回収） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお、図表 27．で示した有効回収数から、データ入力において生年月日や身長、体

重といった分析に必要な項目が揃っている回答者のみに絞った集計・分析対象者数は

図表 28．のとおり。 

 
 集計・分析対象者数（生活習慣票・BDHQ 票セット回収） 

 
  

男 女 合計
若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計

全体 362 152 413 927 157 106 339 602 519 258 752 1,529

1 豊見城市 40 4 55 99 48 48 40 4 103 147
2 浦添市 28 5 42 75 17 10 53 80 45 15 95 155
3 宮古島市 55 29 52 136 17 5 30 52 72 34 82 188

4 那覇市 32 46 78 1 1 49 51 33 1 95 129

5 名護市 51 32 50 133 28 3 40 71 79 35 90 204
6 石垣市 44 15 43 102 12 10 44 66 56 25 87 168
7 沖縄市 55 23 59 137 32 51 19 102 87 74 78 239
8 北大東村 18 22 1 41 17 15 4 36 35 37 5 77
9 うるま市 39 22 65 126 33 11 52 96 72 33 117 222

有効回収数【生活習慣票・ＢＤＨＱ票セット；郵送＋調査員訪問回収】

男 女 合計
若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計 若年層 壮年層 高齢層 計

全体 820 863 820 2,503 837 967 755 2,559 1,657 1,830 1,575 5,062

1 豊見城市 100 102 99 301 104 123 102 329 204 225 201 630
2 浦添市 100 103 100 303 101 100 101 302 201 203 201 605
3 宮古島市 99 103 103 305 102 109 100 311 201 212 203 616

4 那覇市 99 104 102 305 100 128 98 326 199 232 200 631

5 名護市 95 98 103 296 103 107 98 308 198 205 201 604
6 石垣市 100 102 99 301 96 110 93 299 196 212 192 600
7 沖縄市 98 97 101 296 106 146 57 309 204 243 158 605
8 北大東村 29 53 15 97 24 42 9 75 53 95 24 172
9 うるま市 100 101 98 299 101 102 97 300 201 203 195 599

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

男 女 合計
若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計 若年層 壮年層 高年層 計

総計 816 872 810 2,498 836 979 742 2,557 1,652 1,851 1,552 5,055
1 豊見城市 98 102 98 298 104 124 101 329 202 226 199 627
2 浦添市 100 104 99 303 100 104 97 301 200 208 196 604
3 宮古島市 100 102 103 305 101 111 99 311 201 213 202 616
4 那覇市 99 105 101 305 99 133 94 326 198 238 195 631
5 名護市 93 99 102 294 103 107 98 308 196 206 200 602
6 石垣市 98 106 97 301 96 114 89 299 194 220 186 600
7 沖縄市 99 100 97 296 107 142 59 308 206 242 156 604
8 北大東村 29 53 15 97 25 41 9 75 54 94 24 172
9 うるま市 100 101 98 299 101 103 96 300 201 204 194 599

※本調査における年齢階級区分は、若年層（20～39歳）、壮年層（40～69歳）、高齢層（70～74歳）である。
※本調査における年齢階級区分は、調査協力者の回答による。
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 調査実施時の注意事項 

調査実施の各段階における注意事項について、下表のとおりまとめた。 

 
① 調査対象者の選定・抽出における注意事項 

№ 問題点 課題 

1 個人情報を外部機関に提供するための手

続きが想定以上に時間がかかり、一部市

町村では住民票閲覧・転記を実施したた

め、調査開始が遅れた。 

・手続きの迅速化 
・余裕を持ったスケジューリング 
・抽出方法の統一化 
・宛名ラベルの出力、貼り付けを市町村

内部で行うなど、外部機関に依存しない

調査対象者の選定・抽出方法等の検討 
2 外字処理対象者の特定と処理方法が市町

村によって異なっていた。 
・外字処理対処方法の明確化、統一化 
・宛名ラベルの出力、貼り付けを市町村

内部で行うなど、外部機関に依存しない

調査対象者の選定・抽出方法等の検討 
3 １市町村当たり回収目標 600ｎ、回収率

42.9％に対する設定サンプル数が少な

く、回収率が低位にとどまった（31.4％）。 

・１市町村当たり 600ｎを目標とする場

合、設定調査対象者数は 2,000 人必要（回

収率 30％を想定） 
4 一部市町村では住民票閲覧・転記を実施

したため、コストアップとなった。 
・手続きの迅速化 
・余裕を持ったスケジューリング 

 
② 調査票封入・封緘・発送における注意事項 

№ 問題点 課題 

1 外字処理対象者は手書きで対応し、時間

ロス、コストアップとなった。 
・宛名ラベルの出力、貼り付けを市町村

内部で行うなど、外部機関に依存しない

調査対象者の選定・抽出方法等の検討 
 

③ 郵送調査実施時における注意事項 
№ 問題点 課題 

1 個人情報の提供時期が市町村単位で異な

る、手続きに時間がかることで、事前ハ

ガキを発送できない市町村が 4 市町村発

生、市町村の広報紙への掲載が間に合わ

ず、調査票回収締切日を２回延期した。 

・手続きの迅速化 
・余裕を持ったスケジューリング 

2 BDHQ 票（生活習慣票）のみを返送する

対象者があり、死に票になった。 
・2 種類で 1 セットであり、両方を回答

してもらうように強調 
3 BDHQ 票に ID の記入がない票があり、

生活習慣票の ID を見て付記した。 
・2 種類で 1 セットであり、両方を回答

してもらうように強調 
予め ID を記入して送付する。 

4 回収率が低位にとどまったため、督促状

発送を 2 回実施した。 
・１市町村当たり 600ｎを目標とする場

合、設定調査対象者数は 2,000 人必要（回

収率 30％を想定） 
・督促状発送を 2 回実施して 30％強の回

収率であるため、当初から 2 回の督促状

発送の想定が必要 
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④ 訪問回収調査実施時における注意事項 
№ 問題点 課題 

1 郵送調査回収数が低位にとどまったた

め、訪問回収対象者数が増加した（当初

640 件程度⇒実際 1,400 件）。 

・訪問回収調査を行わなくても必要回収

数を確保できるサンプル数設定 
・それでも不足する場合に訪問回収調査

を実施 
2 2 回の督促状を発送しても未回答の対象

者へのアプローチが難しい（会えない、

会えても拒否が多い、回答する意志がな

い）。 

・訪問回収調査を行わなくても必要回収

数を確保できるサンプル数設定 
・早い段階での調査対象者以外の対象者

への振替実施 
3 振替調査の実施は当初の調査対象者の年

齢と全く同じ対象者への振替ではなくな

るため、標本抽出の精度が低くなる（非

標本誤差が大きくなる）。 

・訪問回収調査を行わなくても必要回収

数を確保できるサンプル数設定（郵送調

査のみで目標数を確保できるサンプル設

定） 
4 寒波厳しい時期、さとうきび収穫の繁忙

期のため、対象者が玄関先まで出てきて

くれない、協力してくれない。 

・実施時期を早めて対象者も協力しやす

い時期に調査を実施 

5 訪問時に「すでに回答した」という対象

者がいたが、ID を記入していない（不正

確な ID を記入）BDHQ 票のみを返送し

ており、返送のトレースができない。対

象者に不信感を持たれる。 

・2 種類で 1 セットであり、両方を回答

してもらうように強調 
・ID を必ず記入してもらうよう強調 
・予め ID を記入して送付する。 
・訪問回収調査を行わなくても必要回収

数を確保できるサンプル数設定 
・それでも不足する場合に訪問回収調査

を実施 
6 住民票を移さずに転出している対象者が

多い。 
・転出者数を見越したサンプル数設定 
・訪問回収調査を行わなくても必要回収

数を確保できるサンプル数設定 
7 調査を依頼した方とは別の方が記入した

ため、性別、年代が合わなくなった。 
・対象者本人が回答するよう説明 
・郵送の場合はその旨明記する。 

 
⑤ 調査期間に関する注意事項 

№ 問題点 課題 

1 BDHQ 票の記入内容不備の票があり、入

力できなかった。 
・記入例をよく読んで記入するよう分か

りやすい形で依頼する。 
2 身長、体重がブランクの場合、入力不可

となる（個人情報の中でも機微な情報の

ため、記入したがらない）。 

・性別、年代の平均身長、体重で処理が

可能か検討する。 
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３． 事後調整 

 回収票の整理・点検 

① 郵送調査で回収した票の開封 
郵送調査で回収した回収票は返信用封筒に入れて返送される。この返信用封筒を開

封し、封筒内にある生活習慣調査票及び BDHQ 調査票を取り出す。 

生活習慣調査票には ID 番号をあらかじめ印刷して郵送しているが、BDHQ 調査票は

ID 番号を印刷せずに回答者に生活習慣調査票に印刷してある ID 番号を書き写すよう

にお願いしている。しかし、回答者の中には ID 番号を書き写さずに返送する者がいる

ため、開封後すぐに２種の調査票を別々に保管すると、２種のペアで回収した調査票

が泣き別れた状態となる。 

このため、まず BDHQ 調査票に ID 番号を書き写しているかどうかを確認し、書き写

していない票は、生活習慣調査票の ID を書き写し、２種の調査票を別々に保管せず、

セットの状態で保管することが必要である。 

また、BDHQ 調査結果から個人ごとに「食習慣調査結果」が分析され、後日回答者へ

郵送する。この「食習慣調査結果」の郵送においても ID 番号をきちんと記入し、調査

対象者本人の回答内容と一致するようにしておく必要がある。 

ただし、回答者の個人情報を知られたくないため、生活習慣調査票の ID 番号を塗り

つぶして回答する者もいるため、「食習慣調査結果」の郵送ができない場合もある。こ

の場合は、当該対象者の回答内容は調査結果の分析には含めるものの、「食習慣調査結

果」の郵送からは除外する、といった対応が求められる。 

なお、返信用封筒の中に生活習慣調査票、BDHQ 調査票のいずれかしか入っていない

（回答していない）場合は、当該回収票は集計・分析から除外するため、無効票とし

て取り扱う。 

 
② 回答内容のチェック 

ID 番号が記載された生活習慣調査票と BDHQ 調査票でも、各設問に全く回答してい

ない票を返送する者もいるため、きちんと回答しているかどうかのチェックを行い、

きちんと回答している票を有効票と定義する。 

きちんと回答しているかどうかの定義については、「すべての調査項目に回答して

いる票」がベストではあるが、一部の項目のみは答えたくないという回答者も多い。 

このため、生活習慣調査は「ID 番号を記入」「設問の半分以上回答している」こと、

BDHQ 調査票は ID 番号を含め、調査項目すべてに記入がないと「食習慣調査結果」の

分析ができない。最低でも「ID 番号を記入」「身長と体重、生年月日を記入」「設問の

2/3 以上回答している」ことが条件となる。 

 
③ 訪問回収調査で回収した票のチェック 

調査員が回収した調査票については、調査員側で ID 番号のチェック、回答内容のチ

ェックを含めて調査を依頼するため、調査員に対する調査説明会において、上記 ID 番

号の記入や回答内容チェックについての指示を行う必要がある。  
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 回収票の管理 

回収票には ID 番号が付与されており、その ID 番号と紐づく調査対象者データがあ

るため、回答内容を含めすべての情報は個人情報と位置づけられる。 

調査を実施する者は ID 番号によって調査対象者の個人情報にアクセスできる環境

にあるため、回答者の個人情報保護の観点から、回収票及び入力したデータ等の紛失、

毀損、滅失、漏えい等がないように厳重に管理する必要がある。 

具体的に、回収票については鍵付きの部屋の鍵付きの保管庫で保管することが望ま

しい。また、保管庫への入退室を記録し、紛失等の事故が起きた際にトレースできる

ようにすることが望ましい。 

入力したデータ及び調査対象者データは、個人情報専用のパソコンなどを特定し、

当該パソコン以外ではデータの処理を行わないようにすること、当該パソコンには ID、

パスワード及びスクリーンセーバーの設定を行うなど、第三者がアクセスできない環

境を設定することが望ましい。 

当該調査を外部委託する場合、個人情報保護に関するマネジメントシステムを構築

し、プライバシーマークなどの認証を取得している企業を選定することが望ましい。 

 
※個人情報保護に関するマネジメントシステムとは、「JIS Q15001 個人情報保護マネジメントシス

テム－要求事項」であり、個人情報を事業の用に供している、あらゆる種類、規模の事業者に適用

できる個人情報保護マネジメントシステムに関する要求事項について規定したもの。プライバーマ

ークを取得しようとする事業者は必ず定める必要がある  

 

※プライバシーマークとは、「JIS Q 15001 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づ

いた基準に適合した事業者のみ使用が認められるマークであり、一般社団法人日本情報経済社会推

進協会等が付与する。プライバシーマークの使用が認められた事業者はプライバシーマーク付与事

業者と呼ばれ、「個人情報」を大切に取り扱う事業者として、ホームページや名刺、ポスターなどに

プライバシーマークを使用できる。  
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第４章  調査結果の入力・集計・分析・考察 

１． 調査票の入力 

 入力前準備 

まず、生活習慣調査票の情報を入力するための「入力フォーマット」を作成する。

「入力フォーマット」はマイクロソフト社が提供するマイクロソフトエクセルを使用

して作成する。なお、以後の説明については、特段の断りがない限り、生活習慣調査

票の「入力フォーマット」の作成及び集計・分析をマイクロソフトエクセル 2013（以

下、エクセル）の機能を用いた説明とする。 

「入力フォーマット」は、ID 番号及び設問に対する回答の全てを入力する空枠であ

る。このため、エクセルのワークシートの左から順に、「ID 番号」「問 1」「問 2」～の

ように、設定して作成する。 

その際、「○は１つ」と指定された設問（シングルアンサー、以下、SA）に対しては、

１つの問の回答内容に１列を確保し、「○は３つまで」や「○はいくつでも」と指定さ

れた設問（マルチプルアンサー、以下、MA）に対しては、当該設問の選択肢１つに１

列（選択肢が 10 ある場合は、10 列）確保して、回答内容（選択肢の番号）を入力で

きる空枠を設定する。MA 設問に選択肢の数だけ列を確保することで、単純集計やクロ

ス集計が容易になる。 

なお、選択肢のうち「その他」で自由記述する部分や自由記述を求める設問の場合

は、問や選択肢とは別に 1 列を確保する。 

上記の方法で、エクセルの 1 行目に入力する項目のヘッダー情報を入力する。 

 
 入力フォームイメージ 
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 MA 項目の入力フォームイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エクセルで入力する際、1 票の回答内容を 1 行に入力していく。初期値では入力後

のエンターキーを押したときに、初期値ではカーソルが下方向に進んでいくため、エ

ンターキーを押した後のカーソルの動きを「下」方向から「右」方向に変更すると入

力しやすい。 

設定方法は、「ファイル」タブ→「オプション」→「詳細設定」→「編集設定」の「Enter

キーを押したら、セルを移動する(M)」の下にあるプルダウンから「右」を選択し、ウ

ィンドウの右下にある「OK」ボタンをクリックする。 

 
 カーソル移動方向の設定 

 
 
 
 
  

選択肢の数だけ入力

する列を確保する。 

①プルダウンから

「右」を選択 

②「OK」をクリック 
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次に、設問（選択肢）ごとに入力するデータの種類（整数、小数点桁、リストなど）

とデータの有効範囲など、入力規則をあらかじめ設定することで入力ミスを防ぐこと

ができる。 

規則を設定したい列全体を選択し、「データ」タブ→「データの入力規則」をクリッ

クすると下図のウィンドウが立ち上がる。 

まず、1 列目（ID）の入力規則を設定する場合、「入力値の種類」をプルダウンから

「整数」を選択し、次に「データ」をプルダウンから「次の値の間」を選択、次に「最

小値」を ID 番号の最小値である 1 を入力、最大値は回収枚数を入力して「OK」ボタン

をクリックする。年齢や喫煙年数などの数値を入力する列についても同様に「最小値」

「最大値」を設定する。 

性別、職業など選択肢を設定しているデータの入力規則は、キーボード入力以外に

プルダウンから選択して入力することができる。そのためには、「入力値の種類」を「リ

スト」、「元の値」に選択肢の番号を「,」でつないで入力し、「OK」ボタンをクリック

する。MA 項目の場合、選択肢ごとに入力規則を設定することになり、入力は、ある選

択肢に回答があれば「1」、回答がなければ「0」を入力する。このため「元の値」には

「0,1」と入力する。選択肢の数が多い場合は、1 つの選択肢の入力規則の設定し、そ

のセル全体をコピー、他の選択肢の入力セルにペーストすることで簡素化することが

できる。 

 
 入力規則の設定 

＜1 列目 ID 番号の規則設定＞        ＜2 列目 性別の規則設定＞ 
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 入力作業 

前項で作成した「入力フォーム」と「入力規則」を使って実際に回答内容を入力す

る。入力する場合、「入力規則」で設定したプルダウンから選択して入力する方法と、

ダイレクトに１つ１つの回答内容をキーボード入力する方法がある。 

 
 プルダウン入力方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ダイレクトにキーボード入力する場合は、該当するセルに該当する回答内容を入力

していく。なお、「無回答」の場合は何も入力しない。 

入力中に調査対象者が記入した文字の判別がつかない場合は、当該部分は入力せず、

該当箇所に付箋を貼り、入力措置（未入力など）を付箋に記入し、「不明」＝「無回答」

として処理する。 

「○は１つ」と指定しているのに、○を複数つけている票については、該当する票

数が多い場合は、「複数回答可」を許容するかどうかを検討し、許容する場合は「入力

フォーム」を修正（SA 項目用のフォームから MA 項目用のフォームに修正）して入力

する。少ない場合はカテゴリコードの若い方を採用して入力し、回収票には入力しな

かった○部分に赤取消線を引く。 

喫煙年数など数値を記入する設問に対して小数点以下を許容しない場合でも小数点

を含む数値を記入している場合は、四捨五入して入力する。小数点以下を許容する場

合でも有効桁数以上を記入している場合は、許容できる小数点で四捨五入して入力し、

回収票には入力した数値を朱書きする。 

入力は必ずベリファイ入力（二度入力）する。また、ベリファイ入力は、1 回目の入

力者と 2 回目の入力者を変更して入力することが望ましい。 
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２． 入力データのチェック 

 回答内容の論理矛盾チェック 

アンケート回答内容の論理矛盾とは、例えば生活習慣票の問 20「ふだんの生活で悩

み、ストレスを感じることがありますか」で「1.はい」と答えた方のみ問 20-1,2 に回

答する論理になっているものに対して、「2.いいえ」や「無回答」の方が問 20-1,2 に

回答するケースを言う。 

入力時に論理矛盾に気付き、修正したデータを入力すれば問題ないが、入力担当者

には入力以外の作業を課さない方が、効率、精度ともに高くなる。 

チェック方法は、エクセルの「フィルター」機能を使い、矛盾する回答の選択肢番

号をフィルターにかけて、本来回答すべきでない設問に回答しているサンプルを検索

する。 

該当するサンプルが検索されたら、その ID 番号と合致する回収票を抽出し、抽出し

た調査票の該当設問箇所の回答を朱書きで修正する。 

修正の方向性として、 

Ａ主問（調査対象者全員が回答すべき設問、ここでは問 20）の回答を基準として、副

問（調査対象者のうち、特定の回答をした対象者が回答すべき設問、ここでは問 20-
1,2）を修正 
 （主問が「2.いいえ」と「無回答」のサンプルの副問の回答をすべて消去） 
Ｂ主問では「2.いいえ」と回答したものの、副問の設問文や選択肢を見たことで該当

するケースがあったことを思い出して回答する方もいるため、副問の回答内容を基準

として主問の回答を修正 
 （主問の「2.いいえ」を「1.はい」に修正） 

の２通りがある。 

 

通常のアンケート調査ではＡを採用するケースが多いが、副問の回答サンプルサイ

ズが小さくなる場合にはＢを採用するケースもある。 

なお、論理矛盾チェックの結果、修正が必要になった場合は、入力したデータファ

イルをコピーし、そのコピーしたデータファイルを修正する。入力した元のデータフ

ァイルは破損、紛失等の非常時のために別途保管しておく。修正したデータは、以降、

集計等に使用する。 

 
 入力異常値チェック 

① オーバーコード 
次に、「オーバーコード」、例えばある設問の選択肢が５つしかないのに「6」と入力

されていないかをチェックする。入力規則で入力可能な番号を設定したうえで入力す

れば、「オーバーコード」に該当するエラーはなくなるが、念のため最大選択肢番号を

フィルターで確認する。該当するサンプルがあれば、その ID 番号と合致する回収票を

抽出し、該当設問箇所の記入内容と比較して正しい選択肢番号を入力する。 

その際、回答者が勝手に選択肢を追加して「6.○○○」などと記入していた場合は、
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当初設定した選択肢に該当する内容かどうか確認し、あてはまる選択肢があればその

番号に朱書きで○を付け、「6.○○○」は赤取消線を引いて、正しい番号を入力する。

あてはまる選択肢がない場合、「その他」に朱書きで転記し、「その他」の選択肢番号

を入力、その他の自由記述欄列に当該内容を入力する。 

 

② 論理矛盾データ 
次に論理的に矛盾するデータ、例えば「1 日に何時間くらいゲームをしますか」と

いう設問に「25 時間」など、物理的にありえない回答や、「身長は何 cm ですか」とい

う設問に「300cm」、「体重は何 kg ですか」という設問に「1kg」などのデータがないか

チェックする。これ以外に、年齢と居住年数（20 歳で現住所に 40 年居住）、年齢と喫

煙歴（20 歳で喫煙歴 20 年；20 歳で喫煙歴 10 年だと可能性はあるが目的によっては

異常値として扱うことが望ましい）、性別と出産回数（男性で 3 回出産）など、他の回

答内容と組み合わせれば異常値となるケースもある。 

上記のようなケースに対しては、 

Ａ「無回答」として扱う 
Ｂその他の回答内容から類推してデータ修正する 

の２通りがある。 

 
Ａの場合は、「無回答」（入力しない）として、その ID 番号と合致する回収票を抽出

し、該当設問箇所の記入内容に赤取消線を引く。 

Ｂの場合は、その ID 番号と合致する回収票を抽出し、該当設問箇所に類推の過程、

結果を朱書きする。入力は類推した選択肢番号を入力する。ただし、かなり高度な方

法であるため、異常サンプルが少ない場合は「無回答」扱いする方が効率的である。 

 

③ 判読不明文字 
主に自由記述の設問が対象となるが、調査対象者が記入した文字の判別がつかない

場合がある。この場合は「■」で入力、その ID 番号と合致する回収票を抽出し、該当

箇所に付箋を貼り入力措置を記入する。 

 
これらの論理矛盾チェックや異常値チェックの内容や対処方法などを記録しておく

ことで、次回の調査設計や入力時の参考にすることができる。 
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３． 単純集計 

 選択肢形式の設問の集計 

① クロス集計のキー項目となる新たな変数の作成方法 
クロス集計のキー項目となる「性・年代」や「BMI 区分」などは、生活習慣調査票や

BDHQ 調査票の設問としてあらかじめ設計されているわけではなく、回答者の回答内容

を組み合わせて新たに作成する項目である。ここでは、その新たな変数の作成方法に

ついて記述する。 

まず、「性・年代」については、「男性若年層」（男性で 20 歳～39 歳）、「男性壮年層

（男性で 40 歳～64 歳）、「男性高年層」（男性で 65 歳以上）、「女性若年層」（女性で 20

歳～39 歳）、「女性壮年層（女性で 40 歳～64 歳）、「女性高年層」（女性で 65 歳以上）

の６つに区分される。この６区分を「性別」という回答結果と「年代」という回答結

果を組み合わせて作成する。 

作成の方法は、大きく２通りあり、１つは IF 関数の計算式でデータを作成する方

法、もう１つは「性別」と「年代」の回答データをフィルター機能で検索し、新たな

データを入力する方法である。 

 
＜性・年代別データの作成方法（IF 関数を使用する場合）＞ 

年齢を数値入力形式で質問している場合、回答データを以下の計算式で「1.若年層」

（20～39 歳）、「2.壮年層」（40～64 歳）、「3.高年層」（65 歳以上）の３つのカテゴリ

ーに区分する。 

= IF(C2<=39,1,IF(C2<=64,2,IF(C2>=65,3))) 

※C 列 2 行目以降に年齢の数値が入力されており、D 列 2 行目以降に計算式を入力

する場合 

D2 の計算式を下方向にドラッグコピーする。 

性別のデータ（B 列 2 行目以降）と年齢を３つのカテゴリーに区分したデータ（D 列

2 行目以降）のデータから、以下の計算式で「性・年代別」データの元になるデータを

E 列に作成する。 

=B2&D2 

E 列 2 行目の計算式を下方向へドラッグコピーする。 

E 列全体を選択し「コピー」→「形式を選択肢して貼り付け」→「値」を選択して

「OK」をクリックする。 

E 列全体を選択し、「データタブ」→「区切り位置」→「完了」をクリックして、文

字型データを数値型データへ変換する。 

E 列に作成したデータをもとに、F 列に以下の計算式で「1.男性若年層」「2.男性壮

年層」「3.男性高年層」「4.女性若年層」「5.女性壮年層」「6.女性高年層」の６つのカ

テゴリーに区分する。 

= IF(E2=11,1,IF(E2=12,2,IF(E2=13,3,IF(E2=21,4,IF(E2=22,5,IF(E2=23,6)))))) 
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＜E 列に作成した「性・年代別」データの元になるデータの定義＞ 

11：性別＝1（男）、年代＝1（若年層） 

12：性別＝1（男）、年代＝2（壮年層） 

13：性別＝1（男）、年代＝3（高年層） 

21：性別＝2（女）、年代＝1（若年層） 

22：性別＝2（女）、年代＝2（壮年層） 

23：性別＝2（女）、年代＝3（高年層） 

 

※IF 関数では、１つのセル内で使用できる IF の数が７つまでに制限されているた

め、カテゴリーが７つを超える場合は、フィルターを使用して新たな変数データを作

成する。 

 
 入力データのレイアウト例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

年齢を区分

したデータ 
性別と年齢

を組み合わ

せたデータ 

性・年代別

データ 
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 文字型データを数値型データに変換する方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

計算式を入れ

た列全体を選
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＜性・年代別データの作成方法（フィルターを使用する場合）＞ 
 

性別の列のフィルターをクリックし、「男性＝1」にチェックを入れる 

年齢を３つのカテゴリーに区分したデータのフィルターをクリックし、「若年層＝1」

にチェックを入れる 

これで男性若年層のサンプルがフィルターにかけられたので、当該サンプルすべて

に「男性若年層」のカテゴリコードである「1」を入力する。 

同じような方法で男性壮年層～女性高年層までのデータを作成する。 

 
 フィルター例 
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＜BMI データの作成方法＞ 
以下の計算式でＢＭＩを算出する 

体重（kg）÷身長（m）2   

※身長を k 列 2 行目以降、体重を L 列 2 行目以降に入力されており、M 列に BMI 計

算式を入力する場合（身長は cm とする） 

 =L2/(K2/100)^2 

M 列 2 行目の計算式を下方向にドラッグコピー 

上記計算式で算出した BMI を以下の計算式で「1.やせ」（18.5 未満）「2.標準」（18.5

～25.0 未満）「3.肥満」（25.0 以上）の３つのカテゴリーに区分する(BMI が null 値の

場合は「不明＝無回答」とする)。 

= IF(M2<18.5,1,IF(M2<25,2,IF(M2>=25,3))) 

※M 列 2 行目以降に「身長（m）×身長（m）÷体重」で算出した BMI データがあり、

N 列 2 行目に計算式を入力する場合 

N 列 2 行目の計算式を下方向にドラッグコピーする。 

 
＜入力データのレイアウト例＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

身長と体重から

算出した BMI 値 
BMI 値を 3 区

分したデータ 
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② 空集計表の作成 
集計結果を計算・表示させるための空の集計表を作成する。 

空集計表の構成は、シート上段に集計値（実数）を表示する表、シート中段に集計

値（構成比；％）を表示する表、シート下段に集計値（実数、構成比）を表示する表

の 3 部構成とする。なお、空集計表は１つの設問に対して１つのシートで作成する。 

集計表の右上（図表 37．では「男性」「女性」「無回答」部分）を「表頭」、左側（「男

性若年層」「男性壮年層」・・・の部分）を「表側」という。通常、集計したい項目を

「表頭」に、クロス集計のキー項目を「表側」に配置する。 

 
 空集計表イメージ 

 
 
 
 
  

上段（実数） 

中段（構成比） 

下段（実数、構成比） 

表頭に配置する項目の選択肢番号を名称

の１つ上の行に入力する。 

表側に配置する項目の選択肢番号を名称

の１つ左の列に入力する。 

問1

1 2
サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

1 男 性 若 年 層
2 男 性 壮 年 層
3 男 性 高 年 層
4 女 性 若 年 層
5 女 性 壮 年 層
6 女 性 高 年 層

サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

男 性 若 年 層
男 性 壮 年 層
男 性 高 年 層
女 性 若 年 層
女 性 壮 年 層
女 性 高 年 層

サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

男 性 若 年 層

男 性 壮 年 層

男 性 高 年 層

女 性 若 年 層

女 性 壮 年 層

女 性 高 年 層

性
・
年
代
別

全体

性
・
年
代
別

上段：実数
下段：　％
全体

単位：％

あなたの性別をお答えください。（ＳＡ）

単位：人
全体

性
・
年
代
別

表側項目ごとに、サンプル数に占める

個々の選択肢の集計値を計算する式を入

力する。 

上段で集計した実数と中段で計算した構

成比の結果を下段で表示する計算式を入

力する。 

表頭 

表側 
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③ 空集計表への計算式の入力 
まず、作成した空集計表と入力・修正したデータ（以下、入力データ）をエクセル

で開く。なお、入力データは、破損、紛失等の非常時のために原本は別途保管し、コ

ピーした入力データを使用する。 

次に、空集計表の「全体」の行に選択肢ごとにＧＴを集計する計算式を入力する。 

 

＜計算式入力前提＞ 

入力データシートの A 列に ID 番号、B 列に Q1 性別、C 列に T1 性・年代、D 列に Q28

歯の本数のデータが格納されているときの、Q1 性別を集計する場合。 

（以後、入力データのファイル名は「入力データ.xlsx」、シート名は「生活習慣調査」、

空集計表のファイル名は「集計表.xlsx」、シート名は入力データのヘッダー名称（Q1
性別など）、入力データの件数は 600 件、入力データシートの 1 行目はヘッダーとい

う前提で記述。ファイル名、シート名は適宜変更して使用も可） 
＜入力する計算式＞ 

「男 性」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,E$2) 

「女 性」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,F$2) 

「無回答」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,””) 
 

 SA 設問の単純集計のための計算式を入力する際のイメージ 
＜入力データ＞               ＜集計表＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「無回答」列の集計にあたっては、データを入力する際に「0」や「99999」などを

入力するのではなく、該当セルには何も入力しない（スキップ）で入力すれば、計算

式の最後にある「""」で検索をかけて集計することができる。入力時に「0」を入力し

た場合は、「""」を「0」に置き換えて計算式を入力する。 
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SA の設問と MA の設問では集計表と計算式が若干異なる。表頭の選択肢の１つ上の

行に入力する番号が SA の場合は選択肢番号であるが、MA の場合は各選択肢とも「1」

を入力する。「1」は入力データファイルに入力された、当該選択肢に回答があること

を示す「1」のことである。 

＜入力する計算式＞ 

「睡 眠」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!E$1:E$601,E$2) 

「運 動」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!F$1:F$601,F$2) 

「趣 味」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!G$1:G$601,G$2) 

「地域活動や～」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!H$1:H$601,H$2) 

「その他」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!I$1:I$601,I$2) 

「無回答」の列：=COUNTIF([入力データ.xlsx]生活習慣!J$1:J$601,J$2) 

 
一番目の選択肢（図表 39．では「睡眠」）の計算式を入力し、そのセルを右側にドラ

ッグコピーすることでも、同じ値が得られる計算式が入力できる。 

 
 MA 設問の単純集計のための計算式を入力する際のイメージ 

＜入力データ＞               ＜集計表＞ 
 
 
 
 
 
 
  

十字の形でドラッグ  
+ 
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 数値記入式の設問の集計 

① 空集計表の作成 
選択肢形式で作成したとおり、数値記入式の設問の集計においてもまず空集計表を

作成する。ただし、選択肢形式で作成した空集計表とはレイアウト等が異なる。 

数値記入式の集計は、「平均値」「標準偏差」「四分位」が中心となる。 

「平均値」は文字通り各サンプルの値の平均である。「標準偏差」は各サンプルの平

均値からのバラつきをみる数値である。この数値が大きければ各サンプルのデータの

バラつきが大きく、小さければバラつきは小さい、つまり平均値あたりのデータが多

いということである。「四分位」は「パーセンタイル」とも呼ばれ、各サンプルの「最

小値（サンプル内で最も小さい値）」「第 1 四分位（サンプルを昇順に並べ替えた場合、

小さい方から全体サンプルの 25％に相当する値）」「第 2 四分位（同 50％に相当する

値）「第 3 四分位（同 75％に相当する値）」「最大値（サンプル内で最も大きい値）」を

指す。「四分位」のうち、簡易的に「最小値」と「最大値」のみを集計するケースもあ

る。 

 
 空集計表のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 計算式の入力 
まず、作成した空集計表と入力したデータをエクセルで開く。 

次に、空集計表の「全体」の行に選択肢ごとにＧＴを集計する計算式を入力する。 

 

＜計算式入力前提＞ 

入力データシートの A 列に ID 番号、B 列に Q1 性別、C 列に T1 性・年代、D 列に Q28

歯の本数のデータが格納されているときの、Q28 歯の本数を集計する場合。 

＜入力する計算式＞ 

■ 「平  均」の列：=AVERAGE([入力データ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601) 

■ 「標準偏差」の列：=STDEVP([入力データ.xlsx]生活習慣! $D$2:$D$601) 

■ 「最  小」の列：=MIN([入力データ.xlsx]生活習慣! $D$2:$D$601) 

■ 「第 1 四分位の列：=QUARTILE([入力データ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601,1) 

■ 「第 2 四分位の列：=QUARTILE([入力データ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601,2) 

■ 「第 3 四分位の列：=QUARTILE([入力データ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601,3) 

■ 「最  大」の列：=MAX([入力データ.xlsx]生活習慣! $D$2:$D$601) 

  

平均 標準偏差 最小 第1四分位 第2四分位 第3四分位 最大
600 21.40 8.43 0.00 18.00 25.00 28.00 32.00

男 性 若 年 層
男 性 壮 年 層
男 性 高 年 層
女 性 若 年 層
女 性 壮 年 層
女 性 高 年 層

歯の本数

サンプル数
本

全体

性
・
年
代
別
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 数値式設問の単純集計のための計算式を入力する際のイメージ 
＜入力データ＞               ＜集計表＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ ＧＴ集計値による各設問の回答分布、平均、中央値の把握 
数値記入式設問のデータを選択肢形式の設問のように、「0～10 本」「11～20 本」な

ど、いくつかの区分値で区切ったデータを作成し集計する場合、ＧＴ集計値を参考に

して、データの区分を検討する。 

例えば、図表 41．の集計表の場合、歯の平均本数が 21.4 本、標準偏差が 8.43 本と

なっているため、21.4 本±8.43 本の間に多くのサンプルが集まっていることになる。

この結果を、「21.4 本-8.43 本≒13 本」→「1.13 本未満」「2.13 本～21 本未満」、「21.4

本+8.43 本≒30 本」→「3.21 本～30 本未満」「4.30 本以上」の４つに区切る、もしく

は「13 本～30 本」の間を 4 区分するなどの参考にすることができる。 

さらに、四分位の値を利用してデータを区切ると、区切りごとのサンプルを４等分

にすることができるため、区切ったデータを後述するクロス集計のキー項目として利

用すれば、サンプルサイズの違いによる標本誤差を均一化することができる。 
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４． クロス集計 

 留意点 

クロス集計を行うにあたっては、「とりあえず集計してみる」といったなりゆきまか

せの集計ではなく、目標・目的に対してどのようにアプローチすればよいか、そのア

プローチにはどのような集計が必要かを熟考する必要がある。 

クロス集計によって得られる効果は、「仮説の検証」と「新たな発見」の２つである。

この２つ効果を得るために、どの設問をどの項目とクロス集計すれば検証できるのか、

あるいは新たな仮説ができるのかを具体的に検討し、「見える化」することが重要であ

る。 

この「見える化」のためのツールの１つが集計計画表である。 

 
 集計計画表の作成 

集計計画表は表頭に設問、表側にクロス集計項目を配置させた表であり、クロス集

計表と近いイメージとなる（図表 42．）。 

まず、表頭項目の作成について、集計計画表の左側から右側にかけて設問の順に「設

問番号」「調査項目名」「SA/MA 区分」「カテゴリー（選択肢）数」を入力し、次に、ク

ロス集計したキー項目を表側に記入していき、空の集計計画表を作成する。 

その他に、「調査プロジェクト名」や「作成日」「作成者」「サンプルサイズ」「集計

期限」「出力成果品の種類」「第４章２．（１）で記述した論理矛盾チェックの方法」「特

殊な集計方法（回答データのスコア化、加重平均）」「複数の調査結果を組み合わせて

新たな変数を作成する場合の作成方法、データの区切り方」など、集計に係る重要事

項のすべてを記述していく。 

最後に、仮説検証・発見に必要な集計項目の行列がクロスする箇所すべてに「○」

印をつけて集計計画表を完成させる。 
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 集計計画表のイメージ 
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 クロス集計のための計算式の作成 

① 選択肢形式の設問の計算式作成 
クロス集計で使用する計算式はＧＴ集計で使用する計算式と類似しているが、表側

の項目の選択肢を複数検索して集計する必要があるため、「COUNTIFS」関数を使用する。 

図表 37．で作成した空集計表の「性・年代別」の集計を行うために、以下の計算式

を入力する。 

 

■ 「男性若年層」のサンプル数 

=SUM(E5:G5) 

■ 表頭「男性」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,E$2,[入力データ.xlsx]生

活習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「女性」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,F$2,[入力データ.xlsx]生

活習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

 もしくは表頭「男性」・表側「男性若年層」の計算式をドラッグコピー 

■ 表頭「無回答」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!$B$1:$B$601,"",[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

 もしくは表頭「男性」・表側「男性若年層」の計算式をドラッグコピー 

■ 男性壮年層～女性高年層の計算式 

男性若年層のＤ列～Ｇ列を下方向にドラッグコピー 

 
 選択肢形式の設問のクロス集計のための計算式を入力する際のイメージ 

 
 
 
  

+ 
十字の形でドラッグ  

=SUM(E5:G5) 
上記式を下方向に

ドラッグコピー  

+ 
十字の形でドラッグ  
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MA 設問の場合の計算式は以下のとおり。 

 
 MA 設問のクロス集計のための計算式を入力する際のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 表頭「睡眠」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!E$1:E$601,E$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「運動」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!F$1:F$601,F$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「趣味」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!G$1:G$601,G$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「地域活動や～」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!H$1:H$601,H$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「その他」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!I$1:I$601,I$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 表頭「無回答」・表側「男性若年層」の計算式 

=COUNTIFS([入力データ.xlsx]生活習慣!J$1:J$601,J$3,[入力データ.xlsx]生活

習慣!$C$1:$C$601,$A5) 

■ 男性壮年層～女性高年層の計算式 

男性若年層のＥ列～Ｊ列を下方向にドラッグコピー 

十字の形でドラッグ  

+ 
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「睡眠」の計算式を入力し、そのセルを右側にドラッグコピーすることでも、同じ

値が得られる計算式が入力できる。 

サンプル数については、SA、MA とも同じ表側項目であれば基本的には同じ数値にな

るが、副問では主問のサンプル数よりも減少するため、改めて集計・修正する必要が

ある。 

＜主問が SA の場合の副問のサンプル数を修正する方法＞ 

主問で「1.はい」と回答したサンプルが副問に回答する場合は、主問のクロス集計

表シートのうち、同じ表側項目で「1.はい」と回答した実数を副問のクロス集計表の

同じ表側項目のサンプル数とする（コピー＆ペーストでも可）。 

 

＜主問が MA の場合の副問のサンプル数を集計する方法＞ 

主問が MA の場合、主問が SA の場合と同じようにサンプル数を修正すると、複数回

答の性質から本来のサンプル数を超えるサンプル数となってしまう。このため、主問

側の副問に回答すべき選択肢に１つでも回答があったサンプルを表側項目それぞれに

ついて集計する。 

 
② 数値記入式の設問の計算式作成 

クロス集計で使用する計算式はＧＴ集計で使用する計算式と類似しているが、表側

の項目の選択肢を複数検索して集計する必要があるため、「AVERAGEIF」関数、

「STDEVP(IF)」関数、「QUARTILE(IF)」関数を使用する。 

図表 40．で作成した空集計表の「性・年代別」の集計を行うために、以下の計算式

を入力する。 

 

■ 「男性若年層」～「女性高年層」のサンプル数 

図表 43．「男性若年層」～「女性高年層」をコピー＆ペースト 

■ 表頭「平均」・表側「男性若年層」の計算式 

=AVERAGEIF([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601,$B6, [入力データ.xlsx]

生活習慣!$D$2:$D$601) 

■ 表頭「標準偏差」・表側「男性若年層」の計算式 

=STDEVP(IF(([ 入 力 デ ー タ .xlsx] 生 活 習 慣 !$C$2:$C$601=$B6), [ 入 力 デ ー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601)) 

■ 表頭「最小」・表側「男性若年層」の計算式 

=QUARTILE(IF(([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601=$B6), [入力デー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601),0) 

■ 表頭「第 1 四分位」・表側「男性若年層」の計算式 

=QUARTILE(IF(([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601=$B6), [入力デー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601),1) 

■ 表頭「第 2 四分位」・表側「男性若年層」の計算式 

=QUARTILE(IF(([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601=$B6), [入力デー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601),2) 
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■ 表頭「第 3 四分位」・表側「男性若年層」の計算式 

=QUARTILE(IF(([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601=$B6), [入力デー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601),3) 

■ 表頭「最大」・表側「男性若年層」の計算式 

=QUARTILE(IF(([入力データ.xlsx]生活習慣!$C$2:$C$601=$B6), [入力デー

タ.xlsx]生活習慣!$D$2:$D$601),4) 

■ 男性壮年層～女性高年層の計算式 

男性若年層のＦ列～Ｌ列を下方向にドラッグコピー 

 
「標準偏差」～「最大」の計算式は配列数式（CSE 数式）に該当するため、計算式を

入力しエンターキーを押す際に「Ctrl キー＋Shift キー＋Enter キー」を同時に押し

て計算式を確定させる必要がある。 

「配列数式」は数同士の計算ではなく、数の集まり同士の計算を行うことができる。

つまり、ただの数式と「配列数式」を区別して計算させることをプログラム側に命令

するために、Enter だけでなく Ctrl + Shift + Enter を押す必要がある。 

 
 数値式設問のクロス集計のための計算式を入力する際のイメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十字の形でドラッグ  

+ 
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③ シートをコピーして他の設問のクロス集計表を作る 
選択肢形式の設問のクロス集計表を作成する場合、エクセルのシート１つにつき１

つの設問のクロス集計を作成していく。 

このため、１つの設問に対してクロス集計表の作成が終了したら、そのシートをコ

ピーして別の設問のクロス集計表を作成することができる。 

コピー先のクロス集計シートでは、以下の修正が必要となる。 

 

＜コピー先のクロス集計シートの修正点＞ 

■ シート名の修正 

■ 問番号、設問文の修正 

■ 選択肢名称・番号の修正と追加、削除 

■ 表側項目名称・番号の修正と追加、削除 

■ サンプル数の修正（主問→副問になる場合、またはその逆） 

■ 計算式の修正（カウントするデータ範囲の修正） 

 
④ クロス集計表（下段：実数、構成比）の印刷 

これまでに見てきた方法でクロス集計表の上段（実数）を集計したら、空のクロス

集計表を作成した時点で、自動的に中段（構成比）のクロス集計表と下段（実数、構

成比）のクロス集計表が作成されるように計算式を入力している。 

集計したクロス集計表を印刷する場合、下段（実数、構成比）の表の部分を印刷範

囲に設定すると、当該部分のみ印刷される。 
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 クロス集計表（上段、中段、下段）のイメージ 
 
 
 
  

問1

1 2
サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

600 243 357 0
1 男 性 若 年 層 91 91 0 0
2 男 性 壮 年 層 96 96 0 0
3 男 性 高 年 層 56 56 0 0
4 女 性 若 年 層 133 0 133 0
5 女 性 壮 年 層 110 0 110 0
6 女 性 高 年 層 114 0 114 0

サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

600 40.5 59.5 0.0
男 性 若 年 層 91 100.0 0.0 0.0
男 性 壮 年 層 96 100.0 0.0 0.0
男 性 高 年 層 56 100.0 0.0 0.0
女 性 若 年 層 133 0.0 100.0 0.0
女 性 壮 年 層 110 0.0 100.0 0.0
女 性 高 年 層 114 0.0 100.0 0.0

サ
ン
プ
ル
数

男
性

女
性

無
回
答

600 243 357 0
40.5 59.5 0.0

男 性 若 年 層 91 100 0 0
100.0 0.0 0.0

男 性 壮 年 層 96 100 0 0
100.0 0.0 0.0

男 性 高 年 層 56 100 0 0
100.0 0.0 0.0

女 性 若 年 層 133 0 100 0
0.0 100.0 0.0

女 性 壮 年 層 110 0 100 0
0.0 100.0 0.0

女 性 高 年 層 114 0 100 0
0.0 100.0 0.0

性
・
年
代
別

あなたの性別をお答えください。（ＳＡ）

性
・
年
代
別

全体

全体

単位：人
全体

性
・
年
代
別
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５． 考察 

 集計結果の傾向分析 

① 全体結果の傾向分析 
まずは、調査対象者全体の回答結果について、各設問の選択肢間の構成比の大小関

係をみる（回答者はどの選択肢に最も多く回答したか）。このとき、前回調査と同じ調

査を行った場合、前回調査結果の傾向から「変化があったか（なかったか）」という有

意差（偶然のバラつきで生じたとは考えにくい差）については、前回調査結果と有意

差検定を行い、前回調査結果からの回答率の変化に有意差があるのかを確認する（有

意差検定方法については、次章で説明）。 

 
② 性・年代別等による傾向分析 

調査対象者全体の回答結果では見えてこない傾向も、性別、年代別、性・年代別、

職業別などとのクロス集計結果によって、有意な傾向があるか（ないか）を把握する

ことができる。 

このため、調査設計時に設定したデモグラフィックや検証したい仮説に必要な項目

をキーとしてクロス集計を行い、その結果が全体結果に近似しているか（していない

か）、性別や年代間で有意差があるのか（ないのか）を分析する。 

 
③ 有意差検定 

有意差検定とは、同じ調査を、同じ方法で昨年と今年で２回実施したとして、「昨年

と今年の調査結果には差がないにもかかわらず、誤差や偶然によってたまたま差が生

じる確率（ｐ値）」を求め、その確率が 0.05（5％）未満であれば偶然性が低い＝昨年

と今年の調査結果は同じではない＝昨年と今年の調査結果には差があると解釈するも

のである。 

例えば、昨年の調査で朝食を毎日食べる市民の割合が 65％、今年の調査で 75％、昨

年・今年ともサンプルサイズは 600ｎとした場合、p=0.000201881 となり、「朝食を毎

日食べる市民の割合は、昨年から今年にかけて 10 ポイント有意に増加した」と判断で

きる。 

また、男性若年層の朝食を毎日食べる市民の割合が 65％、男性壮年層で 75％、サン

プルサイズはいずれも 100ｎとした場合、p= 0.164914823 となり、「男性若年層は男性

壮年層に比べて朝食を毎日食べる割合は低い（事実）が、有意差はない＝男性若年層

と男性壮年層の朝食を毎日食べる割合に差があるとは言えない」と判断できる。 

 
 傾向から導き出される仮説の検証、新たな問題点の発見に関する分析 

調査設計時点で、想定される仮説をいくつか検討しておき、その仮説検証に必要な

項目（変数）を調査項目として採用し、傾向分析を行う必要がある。 

例えば、「本当に男性よりも女性の方がアルコール摂取量は少ないのか」「若年層よ

りも高年層の方が塩分摂取量は多いのか」などである。 

傾向分析を行っていく過程で、検証したい仮説とは逆の結果が検証されたり、性別、
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年代別、職業別に有意差検定をしたりすると、仮説として想定していなかった傾向や

有意差が認められる場合がある。 

例えば、「若年層よりも高年層の方が朝食を毎日食べる割合が高い」という通説があ

った場合、この通説を検証するためではなく、他の仮説を検証するために年代別の朝

食を毎日食べる割合を集計した結果、「意外に若年層と高年層の朝食を毎日食べる割

合に有意差はない」といった結果が得られるなどである。 

ただし、クロス集計によって得られる結果を解釈する場合に注意しなければならな

いこととして、「交絡因子」の存在がある。「交絡」とは、「統計モデルの中の従属変数

と独立変数の両方に相関する外部変数が存在すること」であり、そのような外部変数

を「交絡因子」という。 

例えば、「栄養成分表示の活用度」を「喫煙歴」でクロス集計しようとすると、この

２つの変数には「性別」による相関（女性の方が栄養成分表示の活用度は高く、男性

の方が喫煙率は高い）が介在することが示唆されている。そのため、性別を気にせず

にクロス集計を行い、喫煙歴によって栄養成分表示の活用度に有意差があるという結

果が出たとしても、その結果は正しいと言えない可能性がある。このような場合、あ

らかじめ喫煙歴を男女で分けておき、栄養成分表示の活用度とクロス集計することで

「交絡」を回避することが可能となる。 

保健・衛生分野の分析では、特に「性・年代は必ず迂回路になりうる」と考えて、

注意が必要である。その際、性別で結果が異なる場合は性別を分けて分析する、年代

を分けて分析する場合は各年代でサンプルサイズを同数にするなどの注意が必要であ

る。「交絡」の対処については、統計の専門家のアドバイスを受けるなど、外部リソー

スを活用することも有効である。 
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第５章  調査結果の評価と活用 

１． 栄養データの取り扱い方 

 栄養データの種類 

BDHQ 調査で得られる栄養データは下表のとおりである。 

なお、下表のシートに格納されるデータの内容を次ページ以降に示した。 

 
 BDHQ 調査結果シートの種類 

シート名 内容 

nutr 栄養素摂取量（粗摂取量） 
enutr  栄養素摂取量（推定申告誤差調整済み摂取

量） 
pnutr  栄養素摂取量（密度法による摂取量） 
food（BDHQ15y、3y は food2） 食品摂取量（粗摂取量） 
efood（BDHQ15y、3y は efood2） 食品摂取量（推定申告誤差調整済み摂取量） 
pfood（BDHQ15y、3y は pfood2） 食品摂取量（密度法による摂取量） 
f_nutr1、f_nutr2、f_nutr3 主要栄養素の食品群別摂取量 

出所：http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/dhq/manual/cal02.pdf 
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 BDHQ データファイルの内容（1/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（2/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（3/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（4/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（5/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（6/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（7/12） 

 
 
 
 
 
  



 

69 
 

図表 48. BDHQ データファイルの内容（8/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（9/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（10/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（11/12） 
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図表 48. BDHQ データファイルの内容（12/12） 

 
 
 
 
 
 
 
 

① 「推定申告誤差」 
身体活動レベルはすべての回答者が「ふつう」であると仮定しており、その下に回

答者の性、年齢階級で身体活動レベル（ふつう）に相当する推定エネルギー必要量が

記載されている（妊婦・授乳婦の場合はこれらも考慮）。この値は日本人の食事摂取基

準（2015 年版）の値を用いているが、年齢階級の境界上で大きな不連続が生じないよ

うに数値をならした（smoothing を行った）値が記載されている。その下のエネルギ

ー摂取量とは BDHQ への回答から栄養価計算した結果である。これらのちがいが「推

定申告誤差」で、具体的には、以下の式で計算している。 

 

推定申告誤差（%）＝（エネルギー摂取量-推定エネルギー必要量）/推定エネルギー必要量×100 

 

全員に対して身体活動レベルを「ふつう」と設定していること、推定エネルギー必

要量は個人のエネルギー必要量ではないこと、食事アセスメントには必ず測定誤差が

伴うこと（特に過小申告の傾向が強いこと）、などの理由により、「エネルギーからみ

た推定申告誤差」が必ずしも本当の申告誤差を表しているわけではない。しかし、確

率的には、この値が 0（ゼロ）に近いほど、申告誤差が少なく、大きいほど申告誤差が

大きい可能性が示唆される。正の数値の場合は過大申告、負の数値の場合は過小申告

である。申告誤差が大きくなるほど、得られた結果（栄養価計算結果）の信頼度は低

いものと考えられる。じゅうぶんな科学的根拠があるわけではないが、経験的に、±

30％未満であれば、申告誤差はそれほど大きくなく、得られた結果（栄養価計算結果）

の信頼度は高いものと考え、その下の「エネルギーからみた申告誤差判定」に「適切」

と表示される。それより誤差が大きいと、「過小」または「過大」と表示される。この

値に根拠はなく、あくまでも目安のひとつとしていただきたい。 

他のどの種類の食事アセスメント法（たとえば食事記録法）で得られたエネルギー

摂取量でも、信頼度はあまり高くなく、食事指導では用いないことが勧められている

（参考：「日本人の食事摂取基準 2015」エネルギー）。エネルギー摂取量の過不足は食

事アセスメントによる結果ではなく、体重の増減や肥満度を用いて行うことが勧めら

れている。BDHQ でもこの原則に従い、BDHQ への回答から得られたエネルギー摂取量

は、上記のように、回答の信頼度を判断する資料としてのみ用いている。 

出所：http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/dhq/manual/res03.pdf 
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② 「密度法による摂取量」 
粗摂取量を a とすると、a×(1000/エネルギー摂取量) として計算される。pfood シ

ートに保存されている。 

出所：http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/dhq/manual/res03.pdf 

 
③ 「推定エネルギー必要量を摂取していると仮定した場合の摂取量」 

粗摂取量を a とすると、a×(推定エネルギー摂取量/エネルギー摂取量) として計

算される。短期間で大きな体重変動がない場合には個人はその個人の必要エネルギー

を摂取していると考えられる。そして、個人の必要エネルギーに確率的に最も近いの

は推定エネルギー必要量であると考えられる。そのため、短期間で大きな体重変動が

ない場合における各栄養素の摂取量は、この方法で求められた摂取量であると考えら

れる。したがって、「詳細編」以外のすべての結果票では、この「推定エネルギー必要

量を摂取していると仮定した場合の摂取量（g/日）」を使って結果を示したり、摂取量

の過不足の判断をしたりしている。efood シートに保存されている。 

出所：http://www.nutrepi.m.u-tokyo.ac.jp/dhq/manual/res03.pdf 

 
 栄養データの見方 

エネルギー摂取量と栄養素摂取量との間には、多くの場合、強い正の相関が認めら

れる。そのために、栄養素摂取量の過小・過大申告はエネルギー摂取量の過小・過大

申告に強く相関し、また、栄養素摂取量の日間変動はエネルギー摂取量の日間変動に

強く同期する。このため、エネルギー摂取量の過小・過大申告及び日間変動による影

響を可能な限り小さくした上で栄養素摂取量を評価することが望まれる。そのための

計算方法が幾つか知られており、これらはまとめてエネルギー調整と呼ばれている。

その一つとして、密度法が知られている。密度法では、エネルギー産生栄養素につい

ては、当該栄養素由来のエネルギーが総エネルギー摂取量に占める割合（％ エネルギ

ー）として表現される。エネルギーを産生しない栄養素については、一定のエネルギ

ー（例えば、1,000kcal）を摂取した場合に摂取した栄養素量（重量）で表現する。後

者に推定エネルギー必要量を乗じれば、推定エネルギー必要量を摂取したと仮定した

場合における当該栄養素の摂取量（重量/日）が得られる。 

出所：日本人の食事摂取基準（2020 年版）「日本人の食事摂取基準」策定検討会報告書ｐ27 

 

まずは、栄養素摂取量や食品摂取量など、粗摂取量の平均がどの程度か、市町村間

で平均に差があるのか、性・年代間で差があるのかを確認する。ここで市町村間や性・

年代別間で差がある場合、密度法による摂取量や推定申告誤差調整済み摂取量におい

ても差がある可能性があるため、それぞれのシートの結果についても差があるかどう

かを確認する。 

粗摂取量の平均に有意差がない場合でも、密度法による摂取量や推定申告誤差調整

済み摂取量では有意差がある可能性があり、しかもより高い精度で有意差がある可能

性があるため、それぞれのシートの結果について後述する t 検定により差を確認する

ことが望ましい。 
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 BDHQ 調査結果シートの見方；フロー図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

栄養素摂取量、食品摂取量の確認

（nutr、food、f_nutrシート）

全体平均、市町村間、性・年代間等

での平均値の比較

密度法による摂取量の確認

（pnutr、pfoodシート）

全体平均、市町村間、性・年代間等での平均値の比較

推定申告誤差調整済み摂取量の確認

（enutr、efoodシート）



 

76 
 

２． 食事と生活習慣等の関連性の分析 

食事と生活習慣等との関連性を分析するにあたって、BDHQ 調査で得られる調査デー

タと生活習慣調査で得られる調査データの中に、クロス集計や分析・評価軸のキーに

なる指標が含まれている。 

しかし、これらの指標の多くは連続変数（数量データ）になっているため、クロス

集計のキーとして使用する場合には、何らかの基準で連続変数を区切っていくつかの

群（グループ）を作成し、その群ごとにクロス集計や分析を行う必要がある。 

保健衛生分野で主に使われる連続変数と、その区分の方法については以下のとおり

である。 

「規則依存型」とは、ＢＭＩや喫煙指数など、一定の基準によって定義づけされた

データであり、このメリットは、今現在の保健事業や施策で使えるということで、デ

メリットは規則が変わると使えないことや過去との比較ができない（過去には違う形

での規則値があった，そもそも規則がなかったなど）ことである。また、データを年

次推移で見たい場合、規則の変更によって特定区間しか見られないというデメリット

や各群のサンプルサイズに偏りが生じる場合があり、該当者ゼロになることもある。

このため有意差が出にくいという傾向がある。 

 

【規則依存型の区分】 

 肥満度（ＢＭＩ）：体重（kg）÷（身長；ｍ）2 

＜日本肥満学会の基準＞ 

ＢＭＩ値 判定 

18.5 未満 低体重(痩せ型) 

18.5〜25 未満 普通体重 

25〜30 未満 肥満(1 度) 

30〜35 未満 肥満(2 度) 

35〜40 未満 肥満(3 度) 

40 以上 肥満(4 度) 

 

＜世界保健機関(WHO)の基準＞ 

ＢＭＩ値 判定 

16 未満 痩せすぎ 

16.00〜16.99 以下 痩せ 

17.00〜18.49 以下 痩せぎみ 

18.50〜24.99 以下 普通体重 

25.00〜29.99 以下 前肥満 

30.00〜34.99 以下 肥満(1 度) 

35.00〜39.99 以下 肥満(2 度) 

40.00 以上 肥満(3 度) 
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＜平成 29 年度調査の区分＞ 

ＢＭＩ値 判定 

18.5 未満 やせ 

25.0 未満 普通 

25.0 以上 肥満 

 
 適正飲酒量：純アルコール摂取量で約 20ｇ 

 
 喫煙指数（ブリンクマン指数）：1 日に吸うタバコの本数×喫煙している年数 

400 以上で肺がんのリスクが上がり、700 以上では COPD のみならず、咽頭がんや肺

がんのリスクが数十倍上がるという報告があり、女性はそれよりも低い値で危険とな

る。 

 
もう１つの区切り方は平均値や中央値、最頻値、四分位数といった、データから得

られた区分で区切る「データ依存型」である。中央値とは分析するデータを小さい順

に並べたとき、中央に位置する値のことである。最頻値とは分析するデータの中で一

番多く出現した値のことである。四分位数とは分析するデータを４つに等分した際の

値のことである。 

データ依存型で区切るときの基本は、区切った各群のサンプルサイズ同じにするこ

とで、そのためには平均値や最頻値ではなく中央値や四分位数で区切ると良い。また、

サンプルサイズを同じにすることで、各群の有意差が出やすいという特徴がある。 

 
 平均値、中央値等の集計結果（参考） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

変数名 単位 平均値 中央値 最頻値 最小値 第1四分位数
第2四分位数

（中央値）
第3四分位数

第4四分位数
（最大値）

ＢＭＩ 指数 23.983 23.424 23.875 13.178 21.094 23.424 26.133 73.465

エネルギー kcal 1,753.883 1,667.434 1,782.450 117.090 1,318.235 1,667.434 2,096.438 7,138.727

食塩相当量 ｇ 10.030 9.477 10.872 1.521 7.520 9.477 11.869 48.188

アルコール ｇ 13.763 1.171 0.000 0.000 0.000 1.171 16.418 254.037
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３． 集計結果における地域データの読み取り方（市町村間の比較） 

地域間比較における前提条件として、「調査方法、調査対象者の属性（性別、年代等）、

調査項目、調査時期が同じであること」がある。加えて、比較する地域ごとの調査対

象者数、つまりサンプルサイズを同数にする必要がある。 

同数サンプルサイズとすることで、比較結果がより鮮明に得られるメリットがある

反面、人口の多い那覇市も、那覇市よりも人口が少ない沖縄市も同数のサンプルサイ

ズとなるため、この調査によって得られる沖縄県全体の結果は、沖縄県全体を代表す

る値ではないという、代表性欠落のデメリットもある。 

しかし、市町村としては、自市町村の結果と他市町村の結果を比べて、どこに、ど

のような違いがあるのかを把握し、その違いからどのような保健衛生行政を行うかを

検討することが重要である。 

このため、例として平成 29 年度調査における、浦添市と石垣市の調査結果の比較を

用いて市町村間の比較の方法について説明する。 

図表 51．は 浦添市と石垣市のアルコール摂取量をｔ検定によって比較した結果で、

「石垣市は浦添市に比べてアルコール摂取量が有意に高い」という結果となっている

（ｔ検定の方法は図表 54．図表 55．参照）。浦添市全体、石垣市全体の列にある数値

は、それぞれのアルコール摂取量平均値である。 

 
 浦添市と石垣市のアルコール摂取量の比較結果 

 
 
 
 
 
 
 

この平均値は石垣市・浦添市全住民に調査した結果ではなく、両市の住民の中から

無作為抽出した結果のため、真の値ではない。平成 29 年度調査では、たまたまこの平

均値になっただけで、将来同じ調査を行った場合、必ずこの平均値になるとは限らな

い。つまり、この平均値には「揺らぎ」があるということである。 

このように、全住民に対する調査（悉 皆
しっかい

調査という）で全住民から回答を得た結果

以外では、必ずこの「揺らぎ」が発生する。この「揺らぎ」のことを「幅」＝「バラ

つき」＝「標準偏差」（以下、標準偏差）という（図表 52．の①、②）。 

この標準偏差を疑似的に示したものが図表 53．である。「標準偏差」とは、母集団

（浦添市民や石垣市民など）から得られた個々のデータのバラつきを表すものである。

「標準誤差」とは、母集団から抽出された標本から標本平均を求める場合、標本平均

の値が母集団の平均に対してどの程度バラついているか（揺らいでいるか）という「標

本平均の標準偏差」を表すもので、サンプルサイズが大きくなると標準誤差は小さく

なる。  

シート名 変数名 栄養データ種別
石垣市
全体

浦添市
全体

p値

nutr アルコール
栄養素摂取量
（粗摂取量）

15.9 12.8 p<0.05

pnutr アルコール
栄養素摂取量

（密度法による摂取量）
6.2 4.6 p<0.01

enutr アルコール
栄養素摂取量（推定申告誤

差調整済み摂取量）
20.6 15.7 p<0.01
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 浦添市と石垣市のアルコール摂取量の分布例（イメージ図） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 標準偏差をより鮮明にした  
浦添市と石垣市のアルコール摂取量の分布例（イメージ図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 52．の①、②の標準偏差は同じである。図表 53．の①、②、① ’と② ’もそれぞ

れ標準偏差は同じであるが、①と① ’、②と② ’の標準偏差は異なる。これは、浦添市と

石垣市の分布のうち、Ａ（Ａ ’）とＢ（Ｂ ’）でアルコール摂取の方法が異なることを意

味する。Ａ（Ａ ’）は分布のすそ野が広く、アルコール摂取量が少ない人から多い人ま

で、さまざまな摂取方法の方が存在している分布である。一方、Ｂ（Ｂ ’）は平均値に

非常に近い量を摂取する方が多い分布である。そこで、「浦添市よりも石垣市の方がア

ルコール摂取量は多い」とイメージできるのは、Ａ・Ａ ’の比較ではなく、Ｂ（Ｂ ’）の

比較の方である。しかし、Ａ（Ａ ’）とＢ（Ｂ ’）の「差」は同じであるのに、アルコー

ル摂取量平均値は同じである。 

これが平均値を「点」で捉えた場合と、「幅」も考慮した場合の違いであり、平均値

を「点」ではなく「幅」で捉えることが重要であることの説明となる。つまり、「幅」

石垣市平均人数

アルコール摂取量

有意差

あり

浦添市平均

幅＝バラツキ＝標準偏差

① ②

浦添市分布 石垣市分布
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も考慮すると、保健衛生行政のやり方として、石垣市は「アルコール対策」を実施し、

浦添市は実施しないという判断になる。 

このように結果によって決断が異なり、その決断を出すのに必要なのは有意差があ

るかどうかということである。「差」が同じであるのに決断が違うということは、「差」

よりも「幅」に依存しているということである。 

次に、有意差があるかどうかの検定（有意差検定）について、概略を説明する。 

まず、求められたアルコール摂取量の平均値は真の値ではなく、標本の平均である

ため揺らぎが生じる。このとき、図表 53．のＢ（Ｂ ’）の分布のうち 5 人程度がアルコ

ール摂取量に揺らぎが生じたとして、平均値に与える影響は少ないと考えられる。し

かし、Ａ（Ａ ’）の分布では 5 人のアルコール摂取量が揺らいだ場合、平均値の変動は

大きいと考えられる。標準誤差とは、この平均値が揺らぐ単位であり、「標準偏差÷平

均値を計算したデータ件数の平方根」で求められる。 

標準誤差＝
標準偏差

平均値を計算したデータ件数（人数）

 ＝揺らぎ 

 

このため、平均値の揺らぎは標準誤差のスパン（図表 53．の①、① ’、②、② ’）によ

って決まる。 

同じような調査を数回実施すると、このスパン以外の数値が出てくる可能性がある

が、おそらく浦添市よりも石垣市の方がアルコール摂取量は多くなり、たまに浦添市

の方が多くなるケースが発生する可能性がある。その場合、前述のとおりＢ（Ｂ ’）の

集団では平均値には影響は少なく、Ａ（Ａ ’）の集団の平均値に影響が強く出る。つま

りＢ（Ｂ ’）の分布は何回調査を実施しても、石垣市のアルコール摂取量の平均値は浦

添市のアルコール摂取量の平均値よりも高いという結果になる。 

このように、複数回の調査を実施しても石垣市の アルコール摂取量の平均値が浦

添市のアルコール摂取量の平均値よりも高くならない確率（偶然にも石垣市のアルコ

ール摂取量平均値＜浦添市のアルコール摂取量平均値とならない確率）をｐ値いう。 

ｐ値は、100 回調査したときに 5 回は異なる結果が出て場合 0.05（5％）、100 回に

1 回出た場合は 0.01（1％）となり、通常、100 回のうち 5 回（20 回のうち 1 回）まで

は許容し、ｐ値が 0.05 未満であれば「有意差あり」と判断する。 

図表 53．のＢ（Ｂ ’）は複数回の調査で異なる結果が得られる確率が非常に低いと考

えられ、Ａ（Ａ ’）はＢ（Ｂ ’）に比べて異なる結果が得られる確率が高いと考えられる。 

このように、平均値は同じであるが、幅の違いによって結論が違ってくることで、

石垣市は「アルコール対策」を実施し、浦添市は実施しないという判断につながる。 

 

実際にｔ検定による有意差を検定する場合、連続変数（アルコール摂取量や喫煙歴、

喫煙本数など）の検定と２値変数の検定では方法が異なる。 

連続変数の検定方法が図表 54．に、２値変数の検定方法が図表 55．に示した方法で

ある。 
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 ｔ検定実施方法（連続変数） 
 

1. 「t 検定」機能を使用するためにはエクセルのアドイン機能を有効にする必要がある。

有効にする操作は下図のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

①「ファイル」→オプションをクリック 

②アドイン

をクリック 

③分析ツールを

クリックする 

④設定をクリックする 

⑤分析ツールにチェックを

入れてＯＫをクリックする 
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2. 浦添市と石垣市のサンプルデータを用意する。用意したサンプルデータの中から比較

したいデータ（列）を新規ファイル（またはシート）に下図のようにコピーする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. エクセルの「データ」タブ→「データ分析」をクリックし、「t 検定：等分散を仮定し

た２標本による検定」を選択、OK をクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

①変数 1 の入力範囲に浦添

市の問 24-1 喫煙年数（B

列）を指定する 

②変数 2 の入力範囲に石垣

市の問 24-1 喫煙年数（B

列）を指定する 

③出力先はサンプルデータ

が入力されているシートの

左側空欄を指定する（その

方が分かりやすい） 

④「ラベル」にチェックす

る（１行目に入力している

変数名を分析結果で返す） 

⑤ＯＫをクリック 

有意水準を入力する（通常

は 0.05 でよいが、精度を高

める場合は 0.01 とする） 
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4. 下表のような分析結果が得られ、その結果の見方は下図のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 「4」～「5」を比較する変数分繰り返し、分析を行う。性・年代別など比較の場合も、

両市の各性・年代別ごとにサンプルデータを用意し「3」～「4」を繰り返す。 
 

 ｔ検定実施方法（2 値の比較） 
 

1. 市町村別に集計した集計表を用意する。今回の比較では浦添市全体と石垣市全体を

比較するとともに、それぞれの性・年代別の結果も比較したため、下表のように浦添

市と石垣市の２つの集計表を用いた。 
 

浦添市の集計表              石垣市の集計表 
 
  

t-検定: 等分散を仮定した２標本による検定

問24-1
喫煙年数
浦添市

問24-1
喫煙年数
石垣市

平均 24.85714 24.22314
分散 212.8159 209.3581
観測数 105 121
プールされた分散 210.9635
仮説平均との差異 0
自由度 224
t 0.327281
P(T<=t) 片側 0.371881
t 境界値 片側 1.651685
P(T<=t) 両側 0.743761
t 境界値 両側 1.970611

【結果の見方】 
浦添市民と石垣市民の喫煙者の平均喫

煙年数の差が統計的に有意であるかを

確認するために、有意水準 5％で両側

検定を行ったところ、t（224）
=0.33、p=0.74 であり、浦添市の喫煙

者と石垣市の喫煙者の平均喫煙年数の

差に有意差は見られなかった。 
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600 131 72 131 99 57 10 99 1
男 性 若 年 層 98 36 26 15 13 1 5 2 0
男 性 壮 年 層 106 34 20 16 27 0 0 9 0
男 性 高 年 層 97 12 1 10 22 1 0 51 0
女 性 若 年 層 96 26 12 33 6 11 5 3 0
女 性 壮 年 層 114 20 13 44 15 13 0 9 0
女 性 高 年 層 89 3 0 13 16 31 0 25 1
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600 21.8 12.0 21.8 16.5 9.5 1.7 16.5 0.2
男 性 若 年 層 98 36.7 26.5 15.3 13.3 1.0 5.1 2.0 0.0
男 性 壮 年 層 106 32.1 18.9 15.1 25.5 0.0 0.0 8.5 0.0
男 性 高 年 層 97 12.4 1.0 10.3 22.7 1.0 0.0 52.6 0.0
女 性 若 年 層 96 27.1 12.5 34.4 6.3 11.5 5.2 3.1 0.0
女 性 壮 年 層 114 17.5 11.4 38.6 13.2 11.4 0.0 7.9 0.0
女 性 高 年 層 89 3.4 0.0 14.6 18.0 34.8 0.0 28.1 1.1

あなたの職業は何ですか。（ＳＡ）
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604 206 31 110 41 80 29 102 5
男 性 若 年 層 100 55 9 11 3 0 17 4 1
男 性 壮 年 層 104 65 13 5 12 0 0 8 1
男 性 高 年 層 99 13 0 21 20 1 0 44 0
女 性 若 年 層 100 47 4 19 1 11 12 5 1
女 性 壮 年 層 104 23 5 35 4 26 0 10 1
女 性 高 年 層 97 3 0 19 1 42 0 31 1
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604 34.1 5.1 18.2 6.8 13.2 4.8 16.9 0.8
男 性 若 年 層 100 55.0 9.0 11.0 3.0 0.0 17.0 4.0 1.0
男 性 壮 年 層 104 62.5 12.5 4.8 11.5 0.0 0.0 7.7 1.0
男 性 高 年 層 99 13.1 0.0 21.2 20.2 1.0 0.0 44.4 0.0
女 性 若 年 層 100 47.0 4.0 19.0 1.0 11.0 12.0 5.0 1.0
女 性 壮 年 層 104 22.1 4.8 33.7 3.8 25.0 0.0 9.6 1.0
女 性 高 年 層 97 3.1 0.0 19.6 1.0 43.3 0.0 32.0 1.0

あなたの職業は何ですか。（ＳＡ）
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2. 浦添市全体と石垣市全体のサンプルサイズ、各選択肢の回答度数を、別途配布するエ

クセルファイル（2 群の差の検定シート.xlsx）に代入し p 値を算出する。 
 
  比率の差の検定方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３群以上の平均値の差を比較する場合は別の分析方法を用いるが、この方法によっ

て得られる結果は、「すべての群間で平均値に差はない」あるいは「すべての群の平均

値は同じ」というものになる。つまり、この結果では特定の群間での有意差や傾向な

どを見ることができない。 

このため、２群間の t 検定を複数行い、どの群間で差があるのかを見る方法を用い

る代替案がある。この方法では、検定する２群間の組み合わせが多くなり、組み合わ

せが多くなればなるほど、多くの組み合わせで算出される p 値を比較しなければなら

なくなるというデメリットもある。算出される p 値の数が多くなればなるほど、実際

には有意差がないのにもかかわらず、有意差があるとしてしまう過ちを犯す確率が高

くなる。 

このリスクを回避するためには、比較する基準カテゴリーを決めて、そのカテゴリ

ーといくつかの変数の比較を行うことで、算出されるｐ値の数を抑制することができ、

リスクを回避することが可能となる（例えば、壮年層を基準として若年層や高年層と

比較するなど）。 

 
このように実施した有意差検定結果は、クロス集計表に落とし込むことで、どのよ

うな層とどのような層に有意差があるのかを視覚的に把握することができる（図表

56．）。 

  

サンプルサイズ 600
度数 131

サンプルサイズ 604
度数 206

4.6784
0.0000

p>=0.05⇒有意差なし
p<0.05⇒有意差あり

１番目の群

２番目の群

ｚ値（連続性補正）
ｐ値

①石垣市のサンプル数を入力 

②浦添市のサンプル数を入力 

③石垣市の会社員の回答度数を入力 

④浦添市の会社員の回答度数を入力 

①～④まで入力すると、ここに P 値

が計算される 

この場合、p 値が 0.01 をはる

かに下回るため、1％の有意水

準で有意差ありとなる。 
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 有意差検定結果のクロス集計結果への表記例 
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４． 国民健康・栄養調査や県民健康・栄養調査との比較 

次に、国や沖縄県でこれまで実施してきた「国民健康・栄養調査」（以下、国民 DR）

や「県民健康・栄養調査」（以下、県民 DR）の結果と、平成 29 年度調査をどのように

比較するのかについて説明する。 

まず、国民 DR と県民 DR、平成 29 年度調査における調査方法の違いについてみる

と、国民 DR 及び県民 DR は、ある 1 日の食物摂取量を調査する「秤量食事記録法」で

あるのに対し、平成 29 年度調査は特定の 1 カ月間の食事歴を調査する、簡易型自記式

食事歴法調査「BDHQ 調査」である。 

いずれの調査方法も、人が食べているものや食べ方を明らかにするための「食事調

査」であり、調査結果からそれぞれ栄養摂取量や食物摂取量を算出することができる。

しかしながら、調査手法が違うことで、栄養摂取量や食物摂取量を算出するための前

提や定義がそれぞれ異なっている可能性があるため、調査手法が違うと単純に比較す

ることができない（図表 57．）。 

 
 健康・栄養調査における国、県、市町村の収集データの違い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このため、国民 DR や県民 DR の結果と平成 29 年度調査結果を比較可能とするため

に、平成 29 年度調査結果から国民 DR や県民 DR と比較可能な栄養素摂取量を推定す

る「推定式」を、東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野教授の佐々木敏氏に

依頼して作成した。 

なお、推定式の作成にあたっては回帰分析の手法を用い、男女別に推定式を作成し

た。また、年齢による栄養素摂取量の違いに着目し、年齢調整を行わない推定式（回

帰式１）と年齢調整を行った推定式（回帰式２）の、計４パターンの推定式を作成し

た。 

その推定方法が図表 58．であり、作成した推定式が図表 59．図表 60．である。 

  

国
●●市 沖縄県

比較可能

比較可能

ＢＤＨＱ

ＢＤＨＱ

ＤＲ ＤＲ
比較不可
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 推定式作成方法 
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 DR 推定式（男性）a 
 
 
 
 
 
 
  

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 β α　 決定係数 β γ α　 決定係数
項目 b

1 摂取量－ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) ◎ 1936.9 603.4 1940.2 565.1 0.05 1845.26 0.00 0.05 -0.86 1886.77 0.00
2 摂取量－総たんぱく質(g) ◎ 70.7 29.7 71.0 23.2 0.07 66.38 0.01 0.04 0.18 58.33 0.02
3 　摂取量－動物性たんぱく質(g) 41.5 23.5 40.9 20.2 0.14 35.27 0.02 0.12 0.07 32.09 0.03
4 　摂取量－植物性たんぱく質(g) 29.2 9.8 30.1 9.7 -0.04 31.19 0.00 -0.06 0.09 26.79 0.03
5 摂取量－総脂質(g) ◎ 56.8 21.8 63.1 29.3 0.07 59.13 0.00 0.09 -0.13 65.11 0.01
6 　摂取量－動物性脂質(g) 27.3 13.4 33.5 22.2 0.04 32.58 0.00 0.09 -0.17 40.06 0.02
7 　摂取量－植物性脂質(g) 29.5 11.0 29.6 15.2 0.15 25.12 0.01 0.15 0.03 23.59 0.01
8 　摂取量－ﾄﾘｱｼﾙｸﾞﾘｾﾛｰﾙ当量(g) - - - - - - - - - - -
9 摂取量－飽和脂肪酸(g) 14.6 5.9 16.5 8.6 -0.04 17.02 0.00 -0.01 -0.04 18.78 0.01
10 摂取量－一価不飽和脂肪酸(g) 20.3 7.9 22.9 12.0 0.11 20.76 0.00 0.13 -0.08 24.74 0.02
11 摂取量－多価不飽和脂肪酸(g) 14.6 5.5 13.4 5.7 0.05 12.58 0.00 0.05 0.00 12.56 0.00
12 摂取量－n-3系脂肪酸(g) 2.8 1.6 2.1 1.3 0.22 1.54 0.07 0.20 0.01 1.10 0.09
13 摂取量－n-6系脂肪酸(g) 11.8 4.2 11.1 5.0 0.07 10.21 0.00 0.08 -0.01 10.52 0.00
14 摂取量－ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(mg) 410.5 203.2 359.1 220.6 0.13 306.59 0.01 0.13 -0.20 315.60 0.01
15 摂取量－炭水化物(g) ◎ 248.9 87.3 239.3 74.2 0.08 220.58 0.01 0.07 -0.19 230.73 0.01
16 摂取量－ﾅﾄﾘｳﾑ(mg) ◎ 4290.2 1518.3 3546.5 1318.1 -0.07 3840.48 0.01 -0.09 13.05 3253.48 0.03
17 摂取量－ｶﾘｳﾑ(mg) ◎ 2329.6 1053.1 2011.5 801.6 0.15 1672.36 0.04 0.09 12.62 1139.33 0.10
18 摂取量－ｶﾙｼｳﾑ(mg) ◎ 498.5 275.3 448.7 235.1 0.13 382.90 0.02 0.05 4.20 198.44 0.11
19 摂取量－ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(mg) ○ 247.1 103.2 240.5 89.1 0.12 210.21 0.02 0.06 1.44 149.16 0.09
20 摂取量－ﾘﾝ(mg) 1055.4 454.8 963.2 334.5 0.09 866.33 0.02 0.05 4.43 675.75 0.06
21 摂取量－鉄(mg) 7.9 3.4 7.5 2.8 0.04 7.13 0.00 0.00 0.04 5.56 0.05
22 摂取量－亜鉛(mg) 8.2 3.0 8.2 2.8 0.08 7.54 0.01 0.08 -0.01 7.95 0.01
23 摂取量－銅(mg) 1.1 0.4 1.1 0.3 -0.02 1.08 0.00 -0.03 0.00 0.94 0.03
24 摂取量－ﾏﾝｶﾞﾝ(mg) 3.1 1.2 3.3 1.5 0.15 2.82 0.02 0.14 0.01 2.12 0.04
25 摂取量－ﾖｳ素(μg) - - - - - - - - - - -
26 摂取量－セレン(μg) - - - - - - - - - - -
27 摂取量－クロム(μg) - - - - - - - - - - -
28 摂取量－モリブデン(μg) - - - - - - - - - - -
29 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＡ(μgRE) ○ 784.6 647.6 538.0 531.8 0.00 538.67 0.00 -0.03 4.61 314.56 0.02
30 　摂取量－β-ｶﾛﾃﾝ当量(μg) 3780.8 2820.0 4268.9 4275.3 0.18 3589.23 0.01 0.15 21.73 2540.81 0.02
31 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＤ(μg) ○ 13.6 13.2 6.4 7.2 0.14 4.47 0.07 0.12 0.07 1.25 0.09
32 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＥ(mg) ○ 7.9 3.5 6.7 3.6 0.15 5.55 0.02 0.13 0.02 4.90 0.03
33 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＫ(μg) ○ 271.8 186.1 219.4 158.4 0.12 187.50 0.02 0.10 1.55 111.18 0.05
34 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ1(mg) ○ 0.8 0.3 0.9 0.5 -0.01 0.87 0.00 -0.06 0.00 0.72 0.02
35 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ2(mg) ○ 1.3 0.6 1.1 0.5 0.07 0.96 0.01 0.03 0.01 0.73 0.03
36 摂取量－ﾅｲｱｼﾝ(mgNE) ○ 18.3 9.0 15.8 8.7 0.10 13.96 0.01 0.06 0.08 10.13 0.04
37 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ6(mg) ○ 1.3 0.6 1.1 0.5 0.12 0.95 0.02 0.07 0.01 0.58 0.08
38 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ12(μg) ○ 9.5 8.2 5.7 7.0 0.09 4.87 0.01 0.08 0.02 3.69 0.01
39 摂取量－葉酸(μg) ◎ 320.2 166.8 255.5 113.5 0.12 218.24 0.03 0.07 1.72 140.50 0.09
40 摂取量－ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸(mg) 6.2 2.5 5.1 2.0 0.04 4.83 0.00 0.02 0.01 4.26 0.01
41 摂取量－ﾋﾞｵﾁﾝ(μg) - - - - - - - - - - -
42 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＣ(mg) ○ 97.6 57.9 79.6 58.4 0.29 51.15 0.08 0.23 0.67 21.17 0.12
43 摂取量－総食物繊維(g) ◎ 11.2 5.0 12.9 6.3 0.23 10.33 0.03 0.15 0.09 6.17 0.09
44 　摂取量－水溶性食物繊維(g) ○ 2.8 1.4 3.0 1.5 0.18 2.46 0.03 0.12 0.02 1.54 0.07
45 　摂取量－不溶性食物繊維(g) ○ 8.0 3.5 9.4 4.7 0.21 7.76 0.02 0.13 0.07 4.54 0.09
46 摂取量－食塩相当量(g) ◎ 10.8 3.8 9.0 3.3 -0.07 9.76 0.01 -0.09 0.03 8.27 0.03
47 摂取量－たんぱく質ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 14.5 3.3 16.2 8.0 -0.02 16.41 0.00 -0.01 -0.01 16.70 0.00
48 摂取量－脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 26.6 6.8 32.6 19.2 0.40 21.88 0.02 0.45 -0.17 29.60 0.04
49 摂取量－炭水化物ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 51.7 9.9 55.0 27.6 0.27 40.82 0.01 0.23 -0.22 54.57 0.03
50 摂取量－穀類(g) ◎ 437.0 195.2 436.8 175.9 0.10 391.00 0.01 0.08 -1.82 496.58 0.04
51 　摂取量－米・加工品(g) 324.1 176.6 339.6 172.5 0.23 265.82 0.05 0.21 -1.25 338.07 0.07
52 　摂取量－小麦・加工品類(g) 89.3 58.2 88.3 105.9 0.17 73.05 0.01 0.18 -0.45 96.17 0.01
53 　摂取量－その他穀類・加工品(g) 23.6 29.9 8.9 47.6 -0.12 11.61 0.01 -0.11 0.05 8.99 0.01
54 摂取量－いも類(g) 26.1 34.5 29.8 55.0 -0.08 31.94 0.00 -0.10 0.32 15.67 0.01
55 　摂取量－いも・加工品(g) - - - - - - - - - - -
56 　摂取量－でんぷん・加工品(g) - - - - - - - - - - -
57 摂取量－砂糖・甘味料類(g) ◎ 5.7 5.4 4.4 7.3 0.18 3.36 0.02 0.16 0.05 0.63 0.03
58 摂取量－豆類(g) 63.8 50.6 70.9 78.1 0.22 56.91 0.02 0.14 1.01 8.69 0.06
59 　摂取量－大豆・加工品(g) - - - - - - - - - - -
60 　摂取量－その他の豆・加工品(g) - - - - - - - - - - -
61 摂取量－種実類(g) - - - - - - - - - - -
62 摂取量－野菜類(g) ◎ 214.1 161.0 277.5 188.6 0.24 226.52 0.04 0.19 2.01 129.92 0.07
63 　摂取量－緑黄色野菜(g) 85.2 71.8 99.2 96.0 0.34 70.68 0.06 0.32 0.39 51.36 0.07
64 　摂取量－その他の野菜(g) 117.7 94.3 162.8 125.1 0.17 142.94 0.02 0.11 1.51 69.58 0.06
65 　摂取量－野菜ジュース(g) - - - - - - - - - - -
66 　摂取量－漬け物(g) 11.2 15.1 4.3 14.9 -0.10 5.39 0.01 -0.10 0.04 3.17 0.01
67 摂取量－果実類(g) 59.4 65.2 54.1 81.4 0.35 33.19 0.08 0.25 1.79 -55.73 0.21
68 　摂取量－生果(g) - - - - - - - - - - -
69 　摂取量－ジャム(g) - - - - - - - - - - -
70 摂取量－きのこ類(g) 10.1 9.2 11.1 22.6 0.49 6.14 0.04 0.50 -0.11 11.78 0.05
71 摂取量－海草類(g) 12.5 12.2 14.7 23.3 0.55 7.88 0.08 0.52 0.10 2.95 0.09
72 摂取量－魚介類(g) ◎ 79.8 71.8 59.6 66.1 0.25 39.99 0.07 0.19 0.85 -0.95 0.11
73 　摂取量－生魚介類(g) 44.4 43.0 41.6 58.4 0.11 36.52 0.01 0.06 0.59 7.33 0.03
74 　摂取量－魚介加工品(g) 35.4 37.2 18.0 29.4 0.28 8.04 0.13 0.25 0.30 -6.57 0.16
75 摂取量－肉類(g) ◎ 79.2 46.3 125.7 98.6 0.44 91.02 0.04 0.43 -1.30 160.68 0.09
76 　摂取量－畜肉(g) 38.0 28.3 64.4 85.2 1.08 23.20 0.13 1.08 -1.07 80.36 0.17
77 　　摂取量－ハム・ソーセージ類(g) 9.9 9.4 18.6 32.0 0.30 15.65 0.01 0.31 -0.06 18.92 0.01
78 　摂取量－鳥肉(g) 29.7 23.6 40.7 56.7 0.32 31.15 0.02 0.31 -0.18 40.99 0.02
79 　摂取量－肉類（内臓）(g) 1.5 3.2 2.1 15.9 0.20 1.80 0.00 0.19 0.02 0.75 0.00
80 　摂取量－その他の肉類(g) - - - - - - - - - - -
81 摂取量－卵類(g) 47.2 31.1 45.2 41.6 0.34 28.98 0.07 0.34 0.06 25.74 0.07
82 摂取量－乳類(g) 106.5 103.4 82.6 123.8 0.22 59.52 0.03 0.20 0.69 25.21 0.04
83 　摂取量－牛乳・乳製品(g) - - - - - - - - - - -
84 　摂取量－その他の乳類(g) - - - - - - - - - - -
85 摂取量－油脂類(g) ○ 13.2 6.1 14.3 10.7 0.30 10.37 0.03 0.29 -0.05 13.22 0.04
86 摂取量－菓子類(g) ◎ 41.0 40.0 17.9 39.3 0.04 16.27 0.00 0.04 -0.07 20.07 0.00
87 摂取量－嗜好飲料類(g) 809.6 492.3 676.2 663.1 0.34 398.63 0.06 0.35 -2.49 524.91 0.07
88 　摂取量－アルコール飲料(g) ◎ 214.7 369.8 228.4 471.0 0.38 147.59 0.09 0.38 -0.06 150.84 0.09
89 　摂取量－その他の嗜好飲料(g) ○ 595.0 355.6 447.7 449.4 0.23 311.30 0.03 0.24 -2.17 419.21 0.04
90 摂取量－調味料・香辛料類(g) ○ 27.8 13.6 70.7 79.7 0.04 69.68 0.00 0.12 -0.67 103.24 0.02
91 　摂取量－しょうゆ(g) ○ 1.6 0.5 10.7 11.6 -3.80 16.63 0.02 -3.50 0.05 13.49 0.03
92 　摂取量－塩(g) ○ 3.4 1.4 1.7 1.7 0.06 1.53 0.00 0.07 0.00 1.72 0.00
93 　摂取量－マヨネーズ(g) ○ 5.4 5.3 1.5 3.7 0.10 0.97 0.02 0.10 -0.01 1.64 0.02
94 　摂取量－味噌(g) ○ 17.5 11.6 11.3 11.8 0.26 6.84 0.06 0.24 0.14 -0.19 0.10
95 　摂取量－その他の調味料(g) - - - - - - - - - - -
96 　摂取量－香辛料・その他(g) - - - - - - - - - - -

a: H28年度BDHQ及びDR (n 312)のうち、推定式作成群 (n 156)を使用した。

c: 回帰式1 DR= βBDHQ +α 

d: 回帰式2 DR= βBDHQ +γage＋α

b: DR推定値算出優先項目

BDHQ (n 156) DR (n 156) 回帰式1c 回帰式2d
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 DR 推定式（女性）a 
 
 
 
 
 
 
  

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 β α　 決定係数 β γ α　 決定係数
項目 b

1 摂取量－ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) ◎ 1689.2 548.4 1586.6 437.6 0.03 1527.74 0.00 0.04 -1.33 1594.18 0.00
2 摂取量－総たんぱく質(g) ◎ 64.5 26.1 60.3 21.0 0.19 47.86 0.06 0.19 0.06 45.22 0.06
3 　摂取量－動物性たんぱく質(g) 37.8 20.5 31.5 16.7 0.16 25.59 0.04 0.17 -0.09 29.85 0.04
4 　摂取量－植物性たんぱく質(g) 26.8 9.1 28.8 10.0 0.12 25.59 0.01 0.11 0.15 17.64 0.08
5 摂取量－総脂質(g) ◎ 53.2 20.8 52.5 20.6 0.11 46.47 0.01 0.13 -0.13 52.99 0.03
6 　摂取量－動物性脂質(g) 24.9 12.4 25.9 14.6 0.07 24.09 0.00 0.11 -0.18 32.77 0.05
7 　摂取量－植物性脂質(g) 28.3 10.6 26.6 12.9 0.14 22.71 0.01 0.13 0.05 20.33 0.02
8 　摂取量－ﾄﾘｱｼﾙｸﾞﾘｾﾛｰﾙ当量(g) - - - - - - - - - - -
9 摂取量－飽和脂肪酸(g) 13.7 5.6 14.0 6.4 0.10 12.69 0.01 0.11 -0.06 15.77 0.03
10 摂取量－一価不飽和脂肪酸(g) 18.8 7.7 18.2 8.2 0.06 17.14 0.00 0.08 -0.08 20.91 0.03
11 摂取量－多価不飽和脂肪酸(g) 13.9 5.5 11.4 4.8 0.11 9.84 0.02 0.10 0.02 9.09 0.02
12 摂取量－n-3系脂肪酸(g) 2.6 1.3 1.8 1.0 0.11 1.50 0.02 0.11 0.00 1.48 0.02
13 摂取量－n-6系脂肪酸(g) 11.3 4.4 9.5 4.1 0.12 8.11 0.02 0.11 0.02 7.38 0.02
14 摂取量－ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ(mg) 364.1 171.0 267.2 145.0 0.11 226.23 0.02 0.12 -0.16 233.95 0.02
15 摂取量－炭水化物(g) ◎ 217.5 78.4 208.8 59.3 0.00 209.84 0.00 -0.01 0.05 207.05 0.00
16 摂取量－ﾅﾄﾘｳﾑ(mg) ◎ 3798.2 1359.7 3065.2 1136.2 0.16 2469.07 0.04 0.17 -4.02 2650.42 0.04
17 摂取量－ｶﾘｳﾑ(mg) ◎ 2306.0 1022.2 2006.8 882.5 0.31 1281.02 0.13 0.28 10.54 772.28 0.17
18 摂取量－ｶﾙｼｳﾑ(mg) ◎ 481.2 235.0 438.9 254.0 0.38 255.19 0.12 0.33 3.18 104.28 0.17
19 摂取量－ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(mg) ○ 231.8 92.6 229.3 97.2 0.37 144.36 0.12 0.31 1.59 69.49 0.20
20 摂取量－ﾘﾝ(mg) 970.3 393.1 843.9 317.6 0.22 634.89 0.07 0.19 2.25 531.30 0.09
21 摂取量－鉄(mg) 7.5 3.2 7.0 3.0 0.24 5.18 0.07 0.21 0.04 3.39 0.11
22 摂取量－亜鉛(mg) 7.5 2.7 7.1 2.3 0.15 6.00 0.03 0.15 0.00 5.89 0.03
23 摂取量－銅(mg) 1.0 0.4 1.0 0.3 0.17 0.81 0.04 0.15 0.00 0.58 0.09
24 摂取量－ﾏﾝｶﾞﾝ(mg) 2.9 1.2 3.0 1.4 0.16 2.58 0.02 0.17 0.02 1.25 0.10
25 摂取量－ﾖｳ素(μg) - - - - - - - - - - -
26 摂取量－セレン(μg) - - - - - - - - - - -
27 摂取量－クロム(μg) - - - - - - - - - - -
28 摂取量－モリブデン(μg) - - - - - - - - - - -
29 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＡ(μgRE) ○ 754.5 570.5 691.3 1082.9 0.53 294.92 0.08 0.52 1.61 212.84 0.08
30 　摂取量－β-ｶﾛﾃﾝ当量(μg) 3981.6 2805.8 4138.0 3228.1 0.22 3275.29 0.04 0.19 34.40 1477.78 0.07
31 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＤ(μg) ○ 12.7 11.1 5.1 6.5 0.07 4.26 0.01 0.06 0.01 3.53 0.02
32 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＥ(mg) ○ 7.7 3.3 6.0 3.1 0.23 4.29 0.06 0.20 0.03 3.07 0.08
33 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＫ(μg) ○ 285.1 184.5 224.2 185.8 0.27 147.27 0.07 0.26 1.35 75.07 0.09
34 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ1(mg) ○ 0.7 0.3 0.8 0.4 0.23 0.61 0.03 0.21 0.00 0.47 0.05
35 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ2(mg) ○ 1.2 0.5 1.0 0.6 0.29 0.68 0.07 0.27 0.00 0.50 0.08
36 摂取量－ﾅｲｱｼﾝ(mgNE) ○ 17.0 8.0 13.1 6.3 0.16 10.47 0.04 0.16 -0.01 11.12 0.04
37 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ6(mg) ○ 1.2 0.5 1.0 0.5 0.25 0.71 0.08 0.22 0.01 0.47 0.12
38 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＢ12(μg) ○ 8.5 6.4 4.2 5.6 0.08 3.57 0.01 0.09 -0.01 4.12 0.01
39 摂取量－葉酸(μg) ◎ 314.5 160.2 272.8 151.9 0.34 166.97 0.13 0.31 1.61 85.51 0.16
40 摂取量－ﾊﾟﾝﾄﾃﾝ酸(mg) 5.8 2.3 4.8 1.8 0.19 3.68 0.06 0.18 0.01 3.24 0.06
41 摂取量－ﾋﾞｵﾁﾝ(μg) - - - - - - - - - - -
42 摂取量－ﾋﾞﾀﾐﾝＣ(mg) ○ 103.0 60.4 90.7 63.7 0.35 54.82 0.11 0.31 0.77 16.18 0.15
43 摂取量－総食物繊維(g) ◎ 11.1 5.2 13.9 7.5 0.48 8.63 0.11 0.44 0.10 3.82 0.16
44 　摂取量－水溶性食物繊維(g) ○ 2.8 1.4 3.3 2.0 0.38 2.24 0.07 0.34 0.02 1.03 0.11
45 　摂取量－不溶性食物繊維(g) ○ 7.9 3.6 10.0 5.4 0.47 6.29 0.10 0.43 0.07 2.96 0.14
46 摂取量－食塩相当量(g) ◎ 9.6 3.4 7.8 2.9 0.16 6.26 0.04 0.17 -0.01 6.73 0.04
47 摂取量－たんぱく質ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 15.3 3.4 15.6 7.1 0.38 9.80 0.03 0.40 -0.02 10.61 0.03
48 摂取量－脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 28.4 6.3 30.7 15.5 0.24 23.85 0.01 0.27 -0.13 30.13 0.03
49 摂取量－炭水化物ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%) ◎ 51.8 8.7 54.4 23.2 0.14 47.01 0.00 0.13 -0.06 51.07 0.00
50 摂取量－穀類(g) ◎ 358.7 170.6 344.0 130.9 0.09 311.34 0.01 0.09 -1.07 370.01 0.03
51 　摂取量－米・加工品(g) 274.0 143.5 253.9 136.6 0.17 208.64 0.03 0.17 -0.81 252.99 0.04
52 　摂取量－小麦・加工品類(g) 71.4 47.0 74.3 81.9 0.05 70.56 0.00 0.05 -0.45 95.19 0.01
53 　摂取量－その他穀類・加工品(g) 13.3 19.2 15.8 62.3 -0.22 18.70 0.00 -0.21 0.17 9.52 0.01
54 摂取量－いも類(g) 29.7 41.9 30.6 44.7 -0.02 31.07 0.00 -0.02 0.13 24.20 0.00
55 　摂取量－いも・加工品(g) - - - - - - - - - - -
56 　摂取量－でんぷん・加工品(g) - - - - - - - - - - -
57 摂取量－砂糖・甘味料類(g) ◎ 4.6 4.1 4.5 7.1 0.06 4.20 0.00 0.00 0.07 0.77 0.03
58 摂取量－豆類(g) 63.8 45.1 84.1 103.6 0.43 56.84 0.03 0.36 1.76 -35.71 0.12
59 　摂取量－大豆・加工品(g) - - - - - - - - - - -
60 　摂取量－その他の豆・加工品(g) - - - - - - - - - - -
61 摂取量－種実類(g) - - - - - - - - - - -
62 摂取量－野菜類(g) ◎ 219.6 146.1 275.3 176.0 0.31 207.23 0.07 0.30 1.39 133.59 0.08
63 　摂取量－緑黄色野菜(g) 90.3 65.5 94.9 91.5 0.42 56.96 0.09 0.41 0.48 31.29 0.10
64 　摂取量－その他の野菜(g) 118.2 83.9 163.9 125.5 0.17 143.89 0.01 0.16 0.87 97.47 0.03
65 　摂取量－野菜ジュース(g) - - - - - - -
66 　摂取量－漬け物(g) 11.0 16.0 3.0 8.2 0.03 2.65 0.00 0.03 -0.03 4.04 0.01
67 摂取量－果実類(g) 81.2 73.0 86.3 104.1 0.51 45.24 0.13 0.39 2.08 -59.60 0.24
68 　摂取量－生果(g) - - - - - - - - - - -
69 　摂取量－ジャム(g) - - - - - - - - - - -
70 摂取量－きのこ類(g) 11.3 12.6 17.7 38.2 0.59 11.03 0.04 0.60 -0.04 13.37 0.04
71 摂取量－海草類(g) 12.4 12.9 14.4 24.4 0.35 10.08 0.03 0.33 0.14 2.82 0.04
72 摂取量－魚介類(g) ◎ 72.3 56.4 44.0 55.8 0.17 31.39 0.03 0.17 0.03 30.09 0.03
73 　摂取量－生魚介類(g) 36.4 29.5 27.0 46.7 0.17 20.71 0.01 0.17 0.03 19.12 0.01
74 　摂取量－魚介加工品(g) 35.9 35.0 17.0 29.0 0.17 11.07 0.04 0.17 0.00 11.06 0.04
75 摂取量－肉類(g) ◎ 71.5 48.6 96.9 69.4 0.26 78.52 0.03 0.26 -0.75 119.12 0.07
76 　摂取量－畜肉(g) 34.8 29.0 45.1 48.9 0.30 34.56 0.03 0.31 -0.48 60.58 0.06
77 　　摂取量－ハム・ソーセージ類(g) 8.4 7.8 11.8 22.2 -0.01 11.92 0.00 -0.01 -0.12 18.31 0.01
78 　摂取量－鳥肉(g) 26.9 25.5 37.0 56.8 0.16 32.62 0.01 0.16 -0.18 42.75 0.01
79 　摂取量－肉類（内臓）(g) 1.4 3.2 3.1 13.6 0.90 1.82 0.05 0.89 0.02 1.00 0.05
80 　摂取量－その他の肉類(g) - - - - - - - - - - -
81 摂取量－卵類(g) 40.4 26.6 31.4 28.9 0.23 22.20 0.04 0.23 0.01 21.53 0.04
82 摂取量－乳類(g) 104.1 90.9 94.2 122.5 0.23 70.65 0.03 0.22 0.57 40.34 0.03
83 　摂取量－牛乳・乳製品(g) - - - - - - - - - - -
84 　摂取量－その他の乳類(g) - - - - - - - - - - -
85 摂取量－油脂類(g) ○ 12.6 5.7 10.5 8.1 -0.06 11.28 0.00 -0.04 -0.07 14.71 0.02
86 摂取量－菓子類(g) ◎ 42.6 31.5 23.8 37.9 0.15 17.30 0.02 0.14 -0.13 24.88 0.02
87 摂取量－嗜好飲料類(g) 679.9 427.0 494.2 394.6 0.23 339.66 0.06 0.23 -1.57 426.16 0.07
88 　摂取量－アルコール飲料(g) ◎ 103.8 233.1 58.8 191.2 0.14 43.93 0.03 0.14 -1.40 120.68 0.05
89 　摂取量－その他の嗜好飲料(g) ○ 576.2 355.3 435.4 345.3 0.22 306.04 0.05 0.22 -0.17 315.20 0.05
90 摂取量－調味料・香辛料類(g) ○ 24.9 14.9 62.6 61.4 -0.34 71.04 0.01 -0.25 -0.48 95.19 0.02
91 　摂取量－しょうゆ(g) ○ 1.4 0.4 9.6 10.2 -0.35 10.08 0.00 -0.51 0.06 7.18 0.01
92 　摂取量－塩(g) ○ 3.1 1.2 1.2 1.3 -0.04 1.33 0.00 -0.02 -0.01 1.71 0.01
93 　摂取量－マヨネーズ(g) ○ 4.9 5.3 1.4 3.5 0.01 1.30 0.00 0.01 -0.01 1.82 0.00
94 　摂取量－味噌(g) ○ 15.4 12.6 9.6 10.1 0.16 7.07 0.04 0.16 0.04 5.20 0.05
95 　摂取量－その他の調味料(g) - - - - - - - - - - -
96 　摂取量－香辛料・その他(g) - - - - - - - - - - -

 BDHQ (n 184)  DR (n 184) 回帰式1c 回帰式2d

b: DR推定値算出優先項目

a: H28年度BDHQ及びDR (n 365)のうち、推定式作成群 (n 184)を使用した。

c: 回帰式1 DR= βBDHQ +α 

d: 回帰式2 DR= βBDHQ +γage＋α
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推定式の作成にあたっては、回帰分析の手法を用いている。回帰分析とは、原因と

考えられる変数（説明変数：Ｘ）と結果となる変数（目的変数：Ｙ）の間に一方的な

因果関係があると考え、結果となる変数の変動は 1 個あるいは複数個の説明変数によ

って説明できると考えるもので、その平均的な関係を示す「回帰式」を求める手法で

ある。 

 

回帰式例：Ｙ＝ａ1Ｘ1＋ａ2Ｘ2＋ａ3Ｘ3・・・・＋ｂ 

Ｙ：目的変数 

Ｘ1、Ｘ2、Ｘ3：説明変数 

ａ1、ａ2、ａ3：回帰係数（傾き） 

ｂ：定数項（切片） 

 

 

図表 61．は野菜摂取量の回帰式を求める際の個々の回答者の回答データを図にした

ものである。横軸（x 軸；説明変数）に BDHQ 調査で回答した野菜摂取量、縦軸（y 軸：

目的変数）に同一回答者の DR での野菜摂取量、●の１つ１つが回答者という図であ

る。 

BDHQ 調査の野菜摂取量と DR の野菜摂取量には因果関係があるものとして、その因

果関係がどのような曲線（直線）となるのかを式で表したものが回帰式である。 

図中の点線を回帰直線といい、個々の回答者のプロット位置から矢印で示した距離

の二乗和が最小になるように引いた直線である。この方法を最小二乗法という。 

このようにして栄養素ごとに推定式を作成し、作成した推定値に BDHQ 調査で得ら

れた値（BDHQ 調査と DR 調査のサンプルは、回帰式作成用のサンプルと検証用のサン

プルの２群に分け、さらにそれらを男女で分けた４つ群を作成しており、検証用のサ

ンプルの値を代入した）を代入することで、図表 64．や図表 65．に示す推定値を算出

している。 

 
 回帰式の求め方 

 
 
 
 
  

y DR_野菜摂取量

0 x
BDHQ_野菜摂取量

　　調査対象者の野菜摂取量
　　から → の差の二乗和が最小になるように引いた直線が回帰直線

傾き＝回帰係数＝β

切片＝α（エラー）

回帰直線
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推定式で得られた推計値は図表 62．や図表 63．のようにグラフで表現するとより比

較しやすくなる。 

図表 62．は男女別の値を比較することを目的として作成したグラフである。このた

め、「男女」の順に平成 29 年度調査、DR1 平均値、DR2 平均値、県平均値、全国平均値

と並んでいる。しかし、「栄養素摂取量は男女で明らかに異なる」ということが既知の

事実であれば、平成 29 年度調査、DR1 平均値、DR2 平均値、県平均値、全国平均値ご

との比較に着目した方がよいかもしれない。 

その場合、図表 63．のようなグラフの方が比較しやすい。グラフ作成においては、

何を、どのように比較するのかを考えて、最適な表現方法でグラフを作成することが

重要である。 

 
 男女別比較を目的としたグラフ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 国、県との比較を目的としたグラフ 
 
 
 
 
 
  

1,944.49

1,569.79
1,940.54

1,582.43
1,942.94

1,588.53

1,899.00

1,578.00

2,097.00

1,694.43

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

BDHQ平均値 DR1平均値 DR2平均値 県平均値 全国平均値

摂取量－エネルギー（kcal）

2,097.00 1,899.00

1,940.54 1,942.94 1,694.43 1,578.00

1,582.43 1,588.53

1,944.49

1,569.79

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

全国
平均値

県
平均値

DR1
平均値

DR2
平均値

全国
平均値

県
平均値

DR1
平均値

DR2
平均値

男性 女性

男性 女性 BDHQ平均値

摂取量－エネルギー（kcal）



 

92 
 

 DR 推定式で得られた推定値と国民 DR や県民 DR との比較結果（粗摂取量） 
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  DR 推定式で得られた推定値と国民 DR や県民 DR との比較結果（食品群別摂取量） 
 
 
 
  


