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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

市民の方の食に関する現状や考えなどを聞き、「川崎市食育推進計画」策定の基礎資料として、

調査を実施するものです。 

２ 調査対象 

川崎市在住の満 20 歳以上から 3,500 名の方を無作為抽出 

３ 調査期間 

令和２年 11 月９日から令和２年 12 月１日 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

3,500 通 1,667 通 47.6％ 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 
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Ⅱ 調査結果の詳細 

１ 基本属性 

（１） 性別 

（２） 年齢 

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

男性 700 42.0

女性 953 57.2

無回答 14 0.8

42.0

57.2

0.8

0 20 40 60 80 100

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

２０～２４歳 76 4.6

２５～２９歳 101 6.1

３０～３４歳 117 7.0

３５～３９歳 140 8.4

４０～４４歳 153 9.2

４５～４９歳 185 11.1

５０～５４歳 148 8.9

５５～５９歳 171 10.3

６０～６４歳 113 6.8

６５～６９歳 147 8.8

７０～７４歳 168 10.1

７５歳以上 135 8.1

無回答 13 0.8

4.6

6.1

7.0

8.4

9.2

11.1

8.9

10.3

6.8

8.8

10.1

8.1

0.8

0 20 40 60 80 100
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（３） 性×年齢 

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

男性　合計 700 42.0

20歳代 79 4.7

30歳代 98 5.9

40歳代 130 7.8

50歳代 131 7.9

60歳代 124 7.4

70歳代以上 138 8.3

女性　合計 953 57.2

20歳代 97 5.8

30歳代 159 9.5

40歳代 208 12.5

50歳代 188 11.3

60歳代 136 8.2

70歳代以上 164 9.8

性別無回答 14 0.8

42.0

4.7

5.9

7.8

7.9

7.4

8.3

57.2

5.8

9.5

12.5

11.3

8.2

9.8

0.8

0 20 40 60 80 100
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（４） 職業 

（５） 平均的な勤務時間（残業含む） 

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

自営業主 70 4.2

家族従業（家業手伝い） 21 1.3

勤め（全日） 733 44.0

勤め（パートタイム） 247 14.8

内職 2 0.1

主婦・主夫（家事専業） 244 14.6

学生 36 2.2

無職（年金生活者を含む） 247 14.8

その他 34 2.0

無回答 33 2.0

4.2

1.3

44.0

14.8

0.1

14.6

2.2

14.8

2.0

2.0

0 20 40 60 80 100

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

４時間未満 73 4.4

４～７時間未満 231 13.9

７～９時間未満 531 31.9

９～１１時間未満 208 12.5

１１時間以上 66 4.0

勤務していない（主婦・主夫、

学生、無職の方）
460 27.6

無回答 98 5.9

4.4

13.9

31.9

12.5

4.0

27.6

5.9

0 20 40 60 80 100
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（６） 現在の居住地 

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

川崎区 242 14.5

幸区 195 11.7

中原区 274 16.4

高津区 245 14.7

宮前区 245 14.7

多摩区 220 13.2

麻生区 217 13.0

無回答 29 1.7

14.5

11.7

16.4

14.7

14.7

13.2

13.0

1.7

0 20 40 60 80 100
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（７） ＢＭＩ（身長・体重から算出） 

【性・年齢別】 

※ＢＭＩ （Body Mass Indx＝体格指数）とは 

体格の判定について広く用いられている指標で、次の式で導くことができ、「22」が標準とされてい

ます。 

ＢＭＩ＝体重(kg)÷（身長(ｍ)×身長(ｍ)） 

また、日本肥満学会ではＢＭＩの判定基準を、18.5 未満を「やせ」、18.5 以上 25.0 未満を「普

通」、25.0 以上を「肥満」と定めています。  

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

15.2

2.0

0.8

3.1

3.2

2.2

12.4

12.6

10.6

14.4

8.1

7.9

70.9

70.4

55.4

56.5

59.7

76.1

71.1

72.3

70.7

66.0

66.2

66.5

13.9

23.5

43.1

33.6

33.1

18.1

9.3

8.2

12.5

13.8

22.8

20.1

4.1

0.8

6.9

4.0

3.6

7.2

6.9

6.3

5.9

2.9

5.5

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

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

やせ 131 7.9

普通 1,114 66.8

肥満 341 20.5

無回答 81 4.9

7.9

66.8

20.5

4.9

0 20 40 60 80 100

やせ 普通 肥満 無回答
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（８） 現在、同居している家族の人数（あなた自身を含む） 

（９） 同居している人 

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

１人 265 15.9

２人 506 30.4

３人 427 25.6

４人 332 19.9

５人 70 4.2

６人以上 34 2.0

無回答 33 2.0

15.9

30.4

25.6

19.9

4.2

2.0

2.0

0 20 40 60 80 100

カテゴリ 件数 割合

全  体 1,667 100.0
％

配偶者 1,087 65.2

子ども 763 45.8

子どもの配偶者 21 1.3

孫 24 1.4

友人 6 0.4

パートナー 30 1.8

職場・仕事仲間 1 0.1

父母（あなた・配偶者の） 210 12.6

祖父母（あなた・配偶者の） 16 1.0

兄弟姉妹（あなた・配偶者の） 82 4.9

その他 13 0.8

いない 197 11.8

無回答 85 5.1

65.2

45.8

1.3

1.4

0.4

1.8

0.1

12.6

1.0

4.9

0.8

11.8

5.1

0 20 40 60 80 100
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２ 食生活について 

問１ １日に何回食事をしますか。（間食・夜食を除きます。）（○は１つ） 

１日の食事回数について、「３回」の割合が 81.0％と最も高く、次いで「２回」の割合が 16.8％

となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 70 歳代以上で「３回」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

1.1

0.6

16.8

12.7

81.0

84.7

0.5

0.5

0.3

0.2

0.2

1.2

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

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

2.0

0.8

6.1

0.7

1.3

0.5

2.2

0.6

30.4

22.4

23.8

17.6

16.1

11.6

27.8

15.1

11.1

18.6

12.5

9.8

69.6

72.4

75.4

73.3

83.9

87.0

71.1

83.0

88.0

80.3

83.1

89.0

2.3

0.7

0.6

2.2

2.0

1.0

1.1

1.0

0.8

0.5

0.6

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

１回 ２回 ３回 ４回以上 その他 無回答
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問２ 朝食は食べますか。（○は１つ） 

朝食について、「ほとんど毎日食べる」の割合が 78.4％と最も高く、次いで「ほとんど食べな

い（週１回以下）」の割合が 10.2％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代、30 歳代、女性の 20歳代で「ほとんど毎日食べる」の割

合が低くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

59.5

62.2

68.5

75.6

82.3

92.0

58.8

76.1

81.7

79.3

87.5

92.7

8.9

8.2

9.2

3.8

0.8

0.7

17.5

6.9

8.2

3.7

3.7

2.4

7.6

8.2

6.2

2.3

4.8

1.4

14.4

8.2

2.4

9.0

2.2

1.8

22.8

21.4

16.2

17.6

11.3

5.1

9.3

8.8

7.7

7.4

5.9

2.4

1.3

0.8

0.8

0.7

0.5

0.7

0.6

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

ほとんど毎日食べる 週４～５回食べる

週２～３回食べる ほとんど食べない（週１回以下）

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

78.4

82.7

5.7

4.6

5.3

3.7

10.2

7.8

0.4

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど「ほとんど毎日食べる」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、普通で「ほとんど毎日食べる」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

78.6

79.5

74.5

4.6

5.8

6.2

5.3

5.1

6.2

11.5

9.4

12.0

0.1

1.2

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

84.0

80.4

74.6

74.5

67.7

6.1

5.1

5.7

8.8

6.5

4.8

4.8

6.0

5.9

6.5

5.1

9.6

13.1

10.8

12.9

0.2

0.5

6.5

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

ほとんど毎日食べる 週４～５回食べる

週２～３回食べる ほとんど食べない（週１回以下）

無回答
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問２－１ 朝食を食べない理由は何ですか。（あてはまるもの全てに○） 

朝食を食べない理由について、「食べる時間がない」の割合が 39.4％と最も高く、次いで「食

べなくても問題がない」の割合が 33.4％、「食欲がない」の割合が 26.3％となっています。 

平成 27 年度調査と比較すると、「食べる時間がない」の割合が減少しています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「食べる時間がない」の割合が高くなってい

ます。また、男性の 40歳代で「食べなくても問題がない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

食
べ
る
時
間
が
な
い

用
意
す
る
時
間
が
な

い用
意
さ
れ
て
い
な
い

食
欲
が
な
い

太
り
た
く
な
い

食
べ
る
習
慣
が
な
い

食
べ
な
く
て
も
問
題

が
な
い

そ
の
他

無
回
答

男性 20 歳代 31 58.1 35.5 － 32.3 － 29.0 32.3 6.5 －

    30 歳代 37 43.2 35.1 10.8 29.7 8.1 27.0 37.8 2.7 －

    40 歳代 41 19.5 17.1 7.3 24.4 2.4 34.1 48.8 9.8 －

    50 歳代 31 29.0 9.7 6.5 29.0 6.5 35.5 32.3 3.2 3.2 

    60 歳代 21 14.3 19.0 － 9.5 14.3 28.6 38.1 19.0 －

    70 歳代以上 10 20.0 － － 20.0 － 20.0 40.0 20.0 20.0 

女性 20 歳代 40 62.5 37.5 10.0 20.0 7.5 7.5 15.0 15.0 －

    30 歳代 38 50.0 26.3 2.6 34.2 13.2 21.1 39.5 10.5 －

    40 歳代 38 44.7 23.7 － 31.6 13.2 13.2 31.6 18.4 5.3 

    50 歳代 38 42.1 13.2 － 34.2 － 15.8 28.9 18.4 5.3 

    60 歳代 16 31.3 12.5 － 12.5 － 25.0 25.0 12.5 6.3 

    70 歳代以上 11 － 18.2 － 9.1 － 27.3 36.4 18.2 －

％

食べる時間がない

用意する時間がない

用意されていない

食欲がない

太りたくない

食べる習慣がない

食べなくても問題がない

その他

無回答

39.4

22.9

4.0

26.3

6.2

22.9

33.4

11.9

2.3

46.2

21.3

4.4

26.7

6.2

20.0

29.3

12.9

1.3

0 20 40 60 80 100

令和２年度調査

（回答者数 = 353）

平成27年度調査

（回答者数 = 225）
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問３ 主食（ごはん・パン・めんなど）、主菜（魚・肉・卵・大豆製品の料理）、副菜

（野菜を主にした料理）をそろえて食べることが１日のうちに何回ありますか。（○

は１つ） 

主食、主菜、副菜をそろえて食べる回数について、「２回」の割合が 45.6％と最も高く、次い

で「１回」の割合が 27.6％、「３回」の割合が 17.5％となっています。 

平成 27 年度調査と比較すると、「３回」の割合が減少しています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、女性の 20 歳代で「ほとんどない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

11.4

12.2

6.2

5.3

1.6

3.6

19.6

6.3

5.3

3.2

2.2

0.6

25.3

34.7

38.5

31.3

19.4

15.2

29.9

39.6

24.5

34.0

24.3

15.2

41.8

41.8

41.5

53.4

50.0

42.8

38.1

41.5

47.1

47.9

47.1

49.4

13.9

7.1

11.5

5.3

27.4

31.9

7.2

10.1

18.3

12.8

23.5

31.7

7.6

4.1

2.3

3.8

1.6

4.3

4.1

2.5

4.3

1.6

2.2

1.2

0.8

2.2

1.0

0.5

0.5

0.7

1.8

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

ほとんどない １回 ２回 ３回 ４回以上 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

5.6

3.7

27.6

25.2

45.6

42.7

17.5

26.9

3.1 0.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問３－１ 主食・主菜・副菜を３つそろえて食べる回数を増やすためには、どのような

ことが必要だと思いますか。（あてはまるもの全てに○） 

主食・主菜・副菜を３つそろえて食べる回数を増やすことについて、「手間がかからないこと」

の割合が 64.8％と最も高く、次いで「時間があること」の割合が 62.3％、「食費に余裕があるこ

と」の割合が 34.1％となっています。 

回答者数 = 554 ％

手間がかからないこと

時間があること

食費に余裕があること

自分で用意することができるこ

と

食欲があること

３つそろえて食べるメリットを

知っていること

家に用意されていること

外食やコンビニなどで手軽に取

ることができる環境があること

その他

わからない

無回答

64.8

62.3

34.1

21.5

17.0

11.2

16.4

14.3

4.5

1.4

3.2

0 20 40 60 80 100
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【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「手間がかからないこと」の割合が高くなっ

ています。また、若い世代ほど「食費に余裕があること」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

手
間
が
か
か
ら
な
い
こ
と

時
間
が
あ
る
こ
と

食
費
に
余
裕
が
あ
る
こ
と

自
分
で
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と食
欲
が
あ
る
こ
と

３
つ
そ
ろ
え
て
食
べ
る
メ
リ
ッ
ト
を

知
っ
て
い
る
こ
と

家
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と

外
食
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
手
軽
に
取

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
あ
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

男性 20 歳代 29 72.4 55.2 48.3 24.1 17.2 10.3 27.6 13.8 － － －

    30 歳代 46 67.4 71.7 39.1 23.9 10.9 13.0 28.3 21.7 2.2 2.2 4.3 

    40 歳代 58 60.3 56.9 36.2 17.2 1.7 13.8 17.2 10.3 3.4 － 5.2 

    50 歳代 48 60.4 56.3 31.3 18.8 12.5 8.3 14.6 16.7 10.4 4.2 －

    60 歳代 26 50.0 38.5 11.5 26.9 26.9 － 19.2 15.4 3.8 － 3.8 

    70 歳代以上 26 38.5 26.9 15.4 26.9 19.2 11.5 23.1 26.9 3.8 7.7 3.8 

女性 20 歳代 48 75.0 68.8 52.1 27.1 20.8 14.6 18.8 16.7 2.1 － －

    30 歳代 73 80.8 83.6 35.6 24.7 20.5 11.0 11.0 15.1 2.7 － －

    40 歳代 62 69.4 72.6 32.3 12.9 11.3 8.1 12.9 12.9 4.8 3.2 1.6 

    50 歳代 70 65.7 68.6 34.3 18.6 21.4 14.3 15.7 11.4 7.1 1.4 4.3 

    60 歳代 36 61.1 61.1 30.6 27.8 16.7 13.9 8.3 5.6 5.6 － 5.6 

    70 歳代以上 26 42.3 26.9 26.9 15.4 42.3 11.5 7.7 7.7 7.7 － 7.7 
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【食育に対する関心度別】 

食育に対する関心度別でみると、どちらかといえば関心がある、どちらかといえば関心がない、

関心がないで「手間がかからないこと」の割合が、関心があるで「時間があること」の割合が高

くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

手
間
が
か
か
ら
な
い
こ
と

時
間
が
あ
る
こ
と

食
費
に
余
裕
が
あ
る
こ
と

自
分
で
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と食
欲
が
あ
る
こ
と

３
つ
そ
ろ
え
て
食
べ
る
メ
リ
ッ
ト
を

知
っ
て
い
る
こ
と

家
に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と

外
食
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
手
軽
に
取

る
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
あ
る
こ
と

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

関心がある 99 55.6 66.7 31.3 18.2 17.2 13.1 13.1 14.1 7.1 2.0 3.0 

どちらかといえ
ば関心がある 

230 69.6 66.1 41.3 21.3 18.7 10.4 17.8 14.3 4.3 0.9 3.0 

どちらかといえ
ば関心がない 

135 66.7 60.0 25.2 24.4 14.1 9.6 18.5 14.8 3.0 1.5 3.0 

関心がない 48 66.7 50.0 27.1 18.8 8.3 12.5 14.6 16.7 4.2 2.1 6.3 

どちらともいえな
い 

35 60.0 57.1 40.0 25.7 22.9 14.3 11.4 11.4 5.7 2.9 －
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問４ 野菜料理を１日にどのくらい食べていますか。（○は１つ） 

野菜料理約 70 グラムを 1皿として 1日に食べる量について、「２皿食べる」の割合が 29.0％と

最も高く、次いで「３皿食べる」の割合が 25.9％、「１皿食べる」の割合が 23.8％となっていま

す。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性 70 歳代以上、女性の 60 歳代、70 歳代以上で「５皿以上食べる」の

割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

5.1

2.0

3.1

4.6

5.6

10.1

1.0

5.0

6.3

8.0

14.7

14.0

5.1

4.1

0.8

3.8

3.2

3.6

3.1

13.2

12.5

10.6

16.2

14.0

17.7

20.4

22.3

22.9

22.6

27.5

22.7

23.9

26.9

30.9

28.7

35.4

24.1

29.6

29.2

27.5

37.9

32.6

33.0

34.0

26.0

31.9

22.1

22.6

40.5

34.7

36.9

35.1

27.4

18.8

33.0

18.9

22.1

17.6

14.0

9.1

7.6

8.2

7.7

6.1

2.4

2.9

7.2

4.4

3.4

0.5

1.5

0.6

1.0

0.8

4.3

0.6

2.9

0.5

2.9

4.3

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

回答者数 =

1,667 7.1 8.4 25.9 29.0 23.8 3.8 1.9

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

５皿以上食べる ４皿食べる ３皿食べる ２皿食べる

１皿食べる ほとんど食べない 無回答
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、とてもよいほど野菜を多く食べている傾向が見られます。 

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

9.9

7.2

6.2

4.9

10.9

10.5

5.7

5.9

3.2

29.1

28.2

23.8

20.6

9.7

26.5

28.2

32.3

19.6

38.7

19.8

21.5

25.6

42.2

25.8

2.6

2.6

5.0

6.9

12.9

1.3

1.8

1.4

9.7

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

５皿以上食べる ４皿食べる ３皿食べる ２皿食べる

１皿食べる ほとんど食べない 無回答
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問５ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前は、外食（飲食店での食事）をどのぐ

らい利用していましたか。（○は１つ） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の外食の利用頻度について、「月１～３回」の割合

が 30.4％と最も高く、次いで「ほとんど利用しない」の割合が 20.6％、「週２～３回」の割合が

17.9％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性 70 歳代以上、女性の 60 歳代、70歳代以上で「ほとんど利用しない」

の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.3

3.1

0.8

1.5

0.8

0.6

0.5

10.1

8.2

9.2

6.9

6.5

2.2

5.2

3.8

2.4

0.5

0.7

1.2

16.5

9.2

13.8

16.0

10.5

2.2

5.2

7.5

5.3

3.7

4.4

16.5

28.6

30.0

23.7

12.9

15.9

28.9

26.4

17.3

11.7

5.1

7.3

21.5

20.4

16.2

16.8

13.7

12.3

23.7

24.5

22.1

19.1

8.8

14.0

24.1

20.4

20.8

19.1

29.8

26.1

27.8

29.6

40.9

38.8

38.2

32.9

10.1

9.2

8.5

13.7

24.2

37.7

9.3

6.9

9.1

26.1

41.9

40.9

1.0

0.8

2.3

1.6

3.6

0.6

2.4

0.7

3.7

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

回答者数 =

1,667
0.6
4.1 7.1 17.9 17.6 30.4 20.6 1.7

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

毎日２回以上 毎日１回 週４～６回

週２～３回 週１回 月１～３回

ほとんど利用しない 無回答
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問６ 今現在、外食（飲食店での食事）をどのぐらい利用しますか。（○は１つ） 

現在の外食の利用頻度について「ほとんど利用しない」の割合が 40.7％と最も高く、次いで「月

１～３回」の割合が 29.2％、「週１回」の割合が 12.6％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、女性 60 歳代、70 歳代以上、男性 70 歳代以上で「ほとんど利用しない」

の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

2.5

0.8

0.8

0.7

0.6

1.3

1.0

3.8

5.3

3.2

1.4

3.1

0.6

1.4

0.6

7.6

1.0

8.5

6.9

5.6

2.2

3.1

1.3

1.9

0.5

1.5

0.6

20.3

23.5

16.2

14.5

12.9

7.2

13.4

14.5

8.7

5.9

2.2

4.9

20.3

24.5

10.8

16.0

8.1

6.5

19.6

18.9

14.9

8.0

8.1

6.1

29.1

21.4

33.1

21.4

28.2

17.4

34.0

36.5

38.5

32.4

25.0

26.2

17.7

27.6

27.7

34.4

40.3

60.9

26.8

27.0

32.7

53.2

61.8

58.5

1.3

1.0

0.8

0.8

3.6

0.6

1.9

1.5

3.0

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

回答者数 =

1,667
0.4
1.7
3.0

11.0 12.6 29.2 40.7 1.6

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

毎日２回以上 毎日１回 週４～６回

週２～３回 週１回 月１～３回

ほとんど利用しない 無回答
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問７ 今現在、持ち帰りの市販弁当や総菜をどのぐらい利用していますか。（○は１つ） 

現在の持ち帰りの市販弁当や総菜の利用頻度について、「ほとんど利用しない」の割合が 29.1％

と最も高く、次いで「週２～３回」と「月１～３回」の割合が 20.0％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 70 歳代以上で「ほとんど利用しない」の割合が高くなっていま

す。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.0

1.5

0.8

1.5

2.5

7.1

8.5

7.6

7.3

2.9

5.2

2.5

1.4

2.7

0.7

1.2

13.9

13.3

11.5

9.2

8.1

5.1

8.2

9.4

5.3

8.0

6.6

3.0

21.5

25.5

21.5

16.8

20.2

13.8

18.6

25.8

19.2

25.0

15.4

17.7

13.9

16.3

20.0

16.8

10.5

15.9

11.3

22.6

22.1

17.0

21.3

12.8

13.9

17.3

13.1

20.6

19.4

19.6

21.6

18.9

26.0

17.6

19.9

26.2

32.9

18.4

23.8

27.5

33.9

38.4

35.1

20.1

23.1

29.8

33.8

36.0

1.3

1.0

0.8

0.8

4.3

0.6

2.9

0.7

3.0

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

回答者数 =

1,667
0.4
3.8 7.9 20.0 17.2 20.0 29.1 1.6

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

毎日２回以上 毎日１回 週４～６回

週２～３回 週１回 月１～３回

ほとんど利用しない 無回答
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回答者数 =

1,667 24.7 48.9 23.2 3.2

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

回答者数 =

1,667 9.9 24.2 51.0 14.9

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

回答者数 =

1,667
0.9
13.1 70.4 15.7

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

回答者数 =

1,667
0.7
1.9 76.0 21.4

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

回答者数 =

1,667
0.6
0.8 74.1 24.4

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

回答者数 =

1,667
0.2
0.7 24.7 74.4

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答

問８ 食品の購入のために、次の(ア)～(ク)をどのくらい利用しますか。（各項目に〇は

１つ） 

食品の購入のために、利用していることについて、“スーパーマーケット”の「週４日」「週２

～３日」の割合が最も高く、73.6％となっています。 

（ア）スーパーマーケット 

（イ）コンビニエンスストア 

（ウ）ドラッグストア 

（エ）商店街 

（オ）飲食店 

（カ）宅配サービス 

 （主に食材） 

（キ）配食サービス 

  （主に弁当） 

（ク）その他 

回答者数 =

1,667
0.9
13.1 70.4 15.7

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

回答者数 =

1,667
1.3
6.2 72.4 20.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（ア）スーパーマーケットの利用頻度

スーパーマーケットの利用頻度では、「週２～３日」の割合が 48.9％と最も高く、次いで「週

４日以上」の割合が 24.7％、「週１日以下」の割合が 23.2％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、女性の 20 歳代で「週１日以下」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

8.9

19.4

15.4

20.6

26.6

28.3

14.4

14.5

31.3

38.3

27.9

31.1

44.3

48.0

47.7

43.5

44.4

39.1

42.3

61.6

50.5

48.4

55.1

54.9

39.2

30.6

36.2

35.1

23.4

23.2

43.3

23.3

15.4

11.7

14.7

11.0

7.6

2.0

0.8

0.8

5.6

9.4

0.6

2.9

1.6

2.2

3.0

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

回答者数 =

1,667 24.7 48.9 23.2 3.2

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（イ）コンビニエンスストアの利用頻度

コンビニエンスストアの利用頻度では、「週１日以下」の割合が 51.0％と最も高く、次いで「週

２～３日」の割合が 24.2％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 60 歳代、女性の 40歳代で「週１日以下」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

19.0

19.4

22.3

16.8

8.9

5.1

15.5

6.9

8.7

5.9

4.4

38.0

32.7

30.8

38.2

19.4

14.5

36.1

35.2

19.2

21.3

16.2

6.1

41.8

42.9

42.3

42.0

55.6

46.4

42.3

54.1

62.0

59.6

56.6

53.0

1.3

5.1

4.6

3.1

16.1

34.1

6.2

3.8

10.1

13.3

22.8

40.9

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

回答者数 =

1,667 9.9 24.2 51.0 14.9

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（ウ）ドラッグストアの利用頻度

ドラッグストアの利用頻度では、「週１日以下」の割合が 70.4％と最も高く、次いで「週２～

３日」の割合が 13.1％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「週１日以下」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.0

1.5

0.8

3.2

1.4

0.6

1.4

0.5

6.3

13.3

13.8

10.7

8.1

8.0

17.5

21.4

19.7

13.8

12.5

6.7

86.1

77.6

76.2

80.9

69.4

56.5

79.4

75.5

67.8

74.5

61.8

56.7

7.6

8.2

8.5

7.6

19.4

34.1

3.1

2.5

11.1

11.2

25.7

36.6

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

回答者数 =

1,667
0.9
13.1 70.4 15.7

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（エ）商店街の利用頻度

商店街の利用頻度では、「週１日以下」の割合が 72.4％と最も高くなっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代、50 歳代、女性の 20歳代、30歳代で「週１日以下」の割

合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.0

1.5

0.8

2.4

2.2

1.0

2.7

0.7

2.4

2.5

6.1

3.1

3.8

7.3

6.5

4.1

6.3

3.4

6.9

10.3

11.6

86.1

80.6

83.1

86.3

66.1

50.0

89.7

87.4

80.3

72.3

58.1

45.7

11.4

12.2

12.3

9.2

24.2

41.3

6.2

6.3

15.4

18.1

30.9

40.2

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

回答者数 =

1,667
1.3
6.2 72.4 20.1

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（オ）飲食店の利用頻度

飲食店の利用頻度では、「週１日以下」の割合が 69.3％と最も高くなっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 50 歳代、女性の 30歳代で「週１日以下」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

3.8

3.1

4.6

0.8

3.2

0.7

2.1

1.3

1.9

0.5

26.6

14.3

8.5

10.7

3.2

4.3

16.5

9.4

4.8

4.8

3.7

1.2

60.8

74.5

74.6

80.2

70.2

50.0

75.3

84.3

76.4

74.5

64.7

48.2

8.9

8.2

12.3

8.4

23.4

44.9

6.2

5.0

16.8

20.2

31.6

50.6

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

回答者数 =

1,667
1.6
7.7 69.3 21.4

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（カ）宅配サービス（主に食材）の利用頻度

宅配サービス（主に食材）の利用頻度では、「週１日以下」の割合が 76.0％と最も高くなって

います。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 50 歳代、女性の 20歳代、30歳代で「週１日以下」の割合が高く

なっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.3

2.0

0.8

1.6

0.6

1.0

0.5

1.5

3.8

2.0

1.5

0.8

1.6

1.0

1.9

4.3

1.6

1.5

1.8

87.3

83.7

85.4

89.3

71.8

47.8

93.8

92.5

81.7

81.4

66.2

47.0

7.6

12.2

12.3

9.9

25.0

52.2

5.2

5.0

13.0

16.5

30.9

51.2

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

回答者数 =

1,667
0.7
1.9 76.0 21.4

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答



28

（キ）配食サービス（主に弁当）の利用頻度

配食サービス（主に弁当）の利用頻度では、「週１日以下」の割合が 74.1％と最も高くなって

います。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 40 歳代、50 歳代、女性の 20歳代、30歳代で「週１日以下」の割

合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

3.8

1.0

0.8

0.8

0.8

1.4

0.6

5.1

3.1

0.8

3.1

1.3

0.5

83.5

83.7

86.9

87.8

72.6

42.8

90.7

91.8

82.2

77.7

64.0

41.5

7.6

12.2

11.5

11.5

26.6

55.8

6.2

6.9

17.3

22.3

36.0

57.9

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

回答者数 =

1,667
0.6
0.8 74.1 24.4

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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（ク）その他

その他では、無回答が 74.4％。生協、ネットスーパー等の回答がありました。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 50 歳代で「週１日以下」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.0

0.8

0.6

1.3

1.0

0.8

0.8

0.6

1.0

0.7

1.8

35.4

34.7

32.3

40.5

21.0

17.4

26.8

24.5

26.9

26.6

12.5

9.1

63.3

63.3

66.2

58.8

79.0

82.6

73.2

74.2

72.1

73.4

86.8

89.0

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

回答者数 =

1,667
0.2
0.7 24.7 74.4

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

週４日以上 週２～３日 週１日以下 無回答
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３ 地産地消、食文化について 

問９ 川崎産の農産物があることを知っていますか。（〇は１つ） 

川崎産の農産物の認知度について、「はい」の割合が 56.7％、「いいえ」の割合が 41.9％となっ

ています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「いいえ」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

34.2

37.8

45.4

55.0

66.1

61.6

30.9

38.4

64.9

69.1

67.6

78.0

65.8

61.2

54.6

45.0

33.1

34.1

69.1

61.0

32.7

30.9

31.6

19.5

1.0

0.8

4.3

0.6

2.4

0.7

2.4

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

はい いいえ 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

56.7

59.7

41.9

39.4

1.4

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【野菜の量別】 

野菜の量別でみると、皿数が増えるにつれ、「はい」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

５皿以上食べる 119

４皿食べる 140

３皿食べる 431

２皿食べる 484

１皿食べる 397

ほとんど食べない 64

81.5

70.7

68.2

54.5

41.1

32.8

18.5

29.3

31.6

45.2

58.7

67.2

0.2

0.2

0.3

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

はい いいえ 無回答
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問 10 国産・県内産・川崎産など産地を意識して購入（地産地消）したことがあります

か。（〇は１つ） 

産地を意識して購入した経験について、「はい」の割合が 54.5％、「いいえ」の割合が 43.9％と

なっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「いいえ」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

25.3

38.8

44.6

51.9

47.6

48.6

23.7

46.5

66.8

69.7

77.2

72.6

73.4

60.2

55.4

47.3

51.6

47.8

76.3

52.8

31.3

29.3

21.3

24.4

1.3

1.0

0.8

0.8

3.6

0.6

1.9

1.1

1.5

3.0

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

回答者数 =

1,667 54.5 43.9 1.6

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

はい いいえ 無回答
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【野菜の量別】 

野菜の量別でみると、皿数が増えるにつれ、「はい」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

５皿以上食べる 119

４皿食べる 140

３皿食べる 431

２皿食べる 484

１皿食べる 397

ほとんど食べない 64

79.0

71.4

64.3

52.5

40.6

23.4

21.0

27.9

35.0

46.9

59.4

76.6

0.7

0.7

0.6

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

はい いいえ 無回答
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問 11 あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、

箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか。（○は１つ） 

食べ方・作法について、「受け継いでいる」の割合が 35.2％と最も高く、次いで「受け継いで

いない」の割合が 32.8％、「どちらともいえない」の割合が 30.5％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 30 歳代で「受け継いでいない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

29.1

22.4

23.1

26.0

25.0

21.0

26.8

42.1

51.9

46.3

47.1

38.4

41.8

48.0

46.2

43.5

39.5

43.5

35.1

37.7

21.6

22.9

17.6

19.5

29.1

28.6

30.8

29.8

34.7

32.6

38.1

18.9

24.5

30.9

33.1

39.0

1.0

0.8

0.8

2.9

1.3

1.9

2.2

3.0

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

回答者数 =

1,667 35.2 32.8 30.5 1.5

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

受け継いでいる 受け継いでいない どちらともいえない 無回答
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問 11－１ あなたが郷土料理や伝統料理など、地域や家庭において受け継いできた料理

や味、箸づかいなどの食べ方・作法を、地域や次世代（子どもや孫を含む）に対し

伝えていますか。（○は１つ） 

食べ方・作法の地域や次世代への継承について「伝えている」の割合が 58.4％と最も高く、次

いで「どちらともいえない」の割合が 21.0％、「伝えていない」の割合が 20.1％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代、30 歳代で「伝えていない」の割合が高くな

っています。 

回答者数 =

男性　20歳代 23

　　　　30歳代 22

　　　　40歳代 30

　　　　50歳代 34

　　　　60歳代 31

　　　　70歳代以上 29

女性　20歳代 26

　　　　30歳代 67

　　　　40歳代 108

　　　　50歳代 87

　　　　60歳代 64

　　　　70歳代以上 63

30.4

45.5

60.0

50.0

64.5

62.1

38.5

47.8

70.4

63.2

62.5

58.7

34.8

31.8

16.7

17.6

16.1

13.8

30.8

31.3

13.0

23.0

18.8

12.7

34.8

22.7

23.3

32.4

19.4

20.7

30.8

20.9

15.7

13.8

18.8

27.0

3.4

0.9

1.6

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

回答者数 =

587 58.4 20.1 21.0 0.5

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

伝えている 伝えていない どちらともいえない 無回答
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４ 食品ロス、食の安全性について 

問 12 家庭や食品産業において食べ残しや食品の廃棄が発生していることに関して、日

頃から「もったいない」と感じることがありますか。（○は１つ） 

食べ残しや食品の廃棄が発生していることに関して「もったいない」と感じることについて、

「いつも感じている」の割合が 56.3％と最も高く、次いで「ときどき感じている」の割合が 38.1％

となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 70 歳代以上で「いつも感じている」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

48.1

37.8

52.3

47.3

61.3

66.7

56.7

49.1

57.2

60.1

64.7

62.8

40.5

52.0

37.7

48.1

33.1

26.1

37.1

47.2

39.4

38.3

32.4

32.3

6.3

3.1

6.2

3.1

0.8

4.1

1.9

1.1

1.5

1.3

1.0

1.5

0.8

1.6

0.7

1.0

1.0

0.6

3.8

2.0

2.3

0.8

2.4

2.9

1.0

0.6

0.5

0.5

1.2

4.1

0.8

3.6

1.3

1.9

1.5

3.0

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

回答者数 =

1,667 56.3 38.1
2.0
0.7
1.3

1.6

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

いつも感じている ときどき感じている あまり感じていない

全く感じていない どちらともいえない 無回答
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問 13 あなたは、購入した食品を食べないまま、捨ててしまうことがありますか。（〇

は１つ） 

購入した食品を食べないまま捨ててしまうことについて、「あまりない」の割合が 51.6％と最

も高く、次いで「ときどきある」の割合が 25.6％、「全くない」の割合が 19.7％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性に比べ女性の方が「よくある」「ときどきある」の割合が高く特に女

性の 30 歳代の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.5

0.8

0.7

1.0

3.8

1.4

0.5

1.5

1.2

10.1

25.5

19.2

14.5

17.7

11.6

20.6

44.0

38.0

35.6

26.5

22.6

50.6

41.8

56.2

57.3

53.2

52.9

60.8

42.8

47.6

52.7

55.9

53.0

38.0

31.6

23.1

25.2

28.2

28.3

17.5

8.8

11.1

11.2

15.4

19.5

1.3

1.5

2.2

1.0

0.8

0.8

4.3

0.6

1.9

0.7

3.7

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

回答者数 =

1,667 1.1 25.6 51.6 19.7 0.4 1.5

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

よくある ときどきある あまりない 全くない わからない 無回答
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問 13－１ 捨ててしまった原因は何だと思いますか。（あてはまるもの全てに○） 

捨ててしまった原因について、「消費・賞味期限内に食べきれなかった」の割合が 79.4％と最

も高く、次いで「購入後、冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在を忘れてしまった」の割合が 56.7％、

「必要以上に買いすぎてしまった」の割合が 29.1％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 30 歳代、40 歳代、女性の 30歳代で「消費・賞味期限内に食べき

れなかった」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

必
要
以
上
に
買
い
す
ぎ
て

し
ま
っ
た

消
費
・
賞
味
期
限
内
に
食

べ
き
れ
な
か
っ
た

購
入
後
、
冷
蔵
庫
や
保
管

場
所
に
入
れ
た
ま
ま
存
在

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た

購
入
し
た
も
の
の
、
調
理

の
仕
方
や
食
べ
方
が
分
か

ら
な
か
っ
た

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

男性 20 歳代 8 50.0 87.5 62.5 － 12.5 － －

    30 歳代 25 20.0 88.0 56.0 － 8.0 － －

    40 歳代 27 33.3 88.9 40.7 3.7 3.7 － －

    50 歳代 20 20.0 80.0 65.0 － － － －

    60 歳代 22 9.1 63.6 50.0 4.5 9.1 － －

    70 歳代以上 17 41.2 58.8 64.7 － 5.9 5.9 －

女性 20 歳代 21 19.0 85.7 52.4 － － － －

    30 歳代 76 30.3 88.2 50.0 3.9 2.6 － －

    40 歳代 82 32.9 79.3 65.9 3.7 8.5 － 1.2 

    50 歳代 68 27.9 79.4 54.4 4.4 7.4 － 1.5 

    60 歳代 38 28.9 81.6 60.5 2.6 5.3 － －

    70 歳代以上 39 38.5 61.5 59.0 － 2.6 － －

回答者数 = 446 ％

必要以上に買いすぎてしまった

消費・賞味期限内に食べきれな

かった

購入後、冷蔵庫や保管場所に

入れたまま存在を忘れてしまっ

た

購入したものの、調理の仕方や

食べ方が分からなかった

その他

わからない

無回答

29.1

79.4

56.7

2.7

5.6

0.2

0.4

0 20 40 60 80 100
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問 14 食品を購入するときに、表示で参考にしているものはありますか。（あてはまる

もの全てに〇） 

食品を購入するときに、表示で参考にしているものについて、「消費期限や賞味期限」の割合が

89.5％と最も高く、次いで「生産地や製造元」の割合が 63.0％、「内容量」の割合が 44.8％とな

っています。 

平成 27 年度調査と比較すると、「内容量」の割合が増加しています。一方、「原材料名」「生産

地や製造元」の割合が減少しています。 

※平成 27 年度調査には、「特に参考としていない」の選択肢はありません。 

％

消費期限や賞味期限

栄養成分表示

内容量

原材料名

生産地や製造元

特定保健用食品（トクホ）などの

表示

アレルギー表示

その他

特に参考としていない

無回答

89.5

27.6

44.8

42.8

63.0

7.1

6.7

4.0

3.3

0.7

88.6

30.5

30.7

49.3

73.8

8.0

11.5

4.0

－

1.3

0 20 40 60 80 100

令和２年度調査

（回答者数 = 1,667）

平成27年度調査

（回答者数 = 1,389）
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【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに年齢が低くなるにつれ「内容量」の割合が高くなって

います。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

消
費
期
限
や
賞
味
期

限栄
養
成
分
表
示

内
容
量

原
材
料
名

生
産
地
や
製
造
元

特
定
保
健
用
食
品
（
ト

ク
ホ
）
な
ど
の
表
示

ア
レ
ル
ギ
ー
表
示

そ
の
他

特
に
参
考
と
し
て
い

な
い

無
回
答

男性 20 歳代 79 79.7 35.4 57.0 26.6 22.8 3.8 2.5 5.1 7.6 －

    30 歳代 98 83.7 28.6 54.1 40.8 46.9 8.2 11.2 1.0 6.1 －

    40 歳代 130 80.8 24.6 41.5 36.9 59.2 6.2 6.2 6.2 7.7 －

    50 歳代 131 87.8 30.5 41.2 31.3 58.8 7.6 3.1 0.8 2.3 0.8 

    60 歳代 124 89.5 25.8 37.1 38.7 61.3 5.6 4.0 4.8 4.8 －

    70 歳代以上 138 87.7 15.9 29.0 37.0 56.5 4.3 5.1 4.3 7.2 2.2 

女性 20 歳代 97 88.7 28.9 58.8 24.7 37.1 7.2 4.1 2.1 4.1 －

    30 歳代 159 92.5 25.8 55.3 41.5 65.4 0.6 6.3 5.7 1.3 －

    40 歳代 208 92.3 27.4 50.5 54.8 75.0 7.7 7.7 3.4 1.4 0.5 

    50 歳代 188 94.1 31.4 48.4 55.3 78.7 9.0 8.0 2.7 1.1 0.5 

    60 歳代 136 97.1 30.1 33.8 51.5 79.4 10.3 12.5 7.4 0.7 －

    70 歳代以上 164 90.9 29.9 38.4 48.2 72.0 12.2 7.3 3.7 1.2 2.4 
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問 15 あなたは、安全な食生活を送るための、食品の安全性に関する基礎的な知識（食

物アレルギーや食中毒防止など）があると思いますか。（○は１つ） 

食品の安全性に関する基礎的な知識について、「ある程度あると思う」の割合が 57.6％と最も

高く、次いで「あまりないと思う」の割合が 27.1％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の方が「あまりないと思う」「全くないと思う」の割合が高く、特に

男性の 20歳代 30 歳代、40 歳代の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

2.5

8.2

13.1

6.1

7.3

12.3

4.1

9.4

8.7

5.9

7.4

12.2

53.2

45.9

40.8

55.7

53.2

46.4

55.7

58.5

63.5

70.7

73.5

59.1

41.8

40.8

33.1

26.7

36.3

23.9

36.1

28.3

24.0

17.6

17.6

20.7

2.5

5.1

11.5

6.1

2.4

6.5

3.1

3.1

1.9

1.1

1.8

1.5

4.6

0.8

8.0

1.0

0.6

1.4

3.7

0.7

3.0

0.8

2.9

0.5

1.1

0.7

3.0

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

回答者数 =

1,667 8.5 57.6 27.1
3.6
2.3 0.9

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

十分にあると思う ある程度あると思う あまりないと思う

全くないと思う わからない 無回答
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５ 災害時の備蓄について 

問 16 災害時（地震や風水害だけでなく、新型コロナウイルス感染症拡大も含む）に備

えて、非常用の食料や飲料を用意していますか。（○は１つ） 

非常用の食料や飲料の用意について、「用意している」の割合が 64.1％、「用意していない」の

割合が 35.3％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「用意していない」の割合が高くなっていま

す。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

49.4

61.2

64.6

65.6

58.9

55.1

53.6

65.4

73.1

71.3

64.0

69.5

50.6

38.8

35.4

33.6

41.1

42.8

46.4

34.6

26.9

28.2

36.0

28.0

0.8

2.2

0.5

2.4

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

用意している 用意していない 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

64.1

62.9

35.3

35.9

0.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 16－１ 非常用の食料などとしてどんなものを用意していますか。（あてはまるもの

全てに○） 

用意している非常用の食料について、「飲料（水、お茶など）」の割合が 91.2％と最も高く、次

いで「主食（レトルトご飯、ご飯を乾燥させた加工米、乾パンなど）」の割合が 75.9％、「おかず

（肉・魚などの缶詰、カレー、シチューなどのレトルト食品など）」の割合が 63.4％となってい

ます。 

平成 27 年度調査と比較すると、「おかず（肉・魚などの缶詰、カレー、シチューなどのレトル

ト食品など）」の割合が増加しています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 30 歳代で「主食（レトルトご飯、ご飯を乾燥させた加工米、乾パ

ンなど）」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

主
食
（
レ
ト
ル
ト
ご

飯
、
ご
飯
を
乾
燥
さ
せ

た
加
工
米
、
乾
パ
ン
な

ど
）

お
か
ず
（
肉
・
魚
な
ど

の
缶
詰
、
カ
レ
ー
、
シ

チ
ュ
ー
な
ど
の
レ
ト

ル
ト
食
品
な
ど
）

飲
料
（
水
、
お
茶
な
ど
）

そ
の
他

無
回
答

男性 20 歳代 39 74.4 61.5 84.6 7.7 －

    30 歳代 60 83.3 43.3 88.3 5.0 －

    40 歳代 84 79.8 50.0 92.9 4.8 －

    50 歳代 86 73.3 61.6 94.2 8.1 －

    60 歳代 73 68.5 60.3 90.4 4.1 －

    70 歳代以上 76 75.0 71.1 88.2 5.3 －

女性 20 歳代 52 78.8 57.7 92.3 1.9 －

    30 歳代 104 75.0 54.8 92.3 7.7 －

    40 歳代 152 75.7 65.8 93.4 5.9 0.7 

    50 歳代 134 78.4 70.1 93.3 10.4 －

    60 歳代 87 73.6 75.9 92.0 13.8 －

    70 歳代以上 114 77.2 72.8 86.8 4.4 －

％

主食（レトルトご飯、ご飯を乾燥

させた加工米、乾パンなど）

おかず（肉・魚などの缶詰、カ

レー、シチューなどのレトルト食

品など）

飲料（水、お茶など）

その他

無回答

75.9

63.4

91.2

6.9

0.1

80.7

57.9

89.9

8.9

0.1

0 20 40 60 80 100

令和２年度調査

（回答者数 = 1,069）

平成27年度調査

（回答者数 = 874）
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問 16－２ あなた１人分として飲料をどのくらい用意していますか。２リットル＝１本

でお答えください。（〇は１つ） 

１人分として用意している量について、「５本以上」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「３

本」の割合が 19.8％、「２本」の割合が 18.9％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 70 歳代以上で「５本以上」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 33

　　　　30歳代 53

　　　　40歳代 78

　　　　50歳代 81

　　　　60歳代 66

　　　　70歳代以上 67

女性　20歳代 48

　　　　30歳代 96

　　　　40歳代 142

　　　　50歳代 125

　　　　60歳代 80

　　　　70歳代以上 99

18.2

20.8

12.8

17.3

9.1

3.0

18.8

16.7

15.5

10.4

5.0

2.0

27.3

17.0

25.6

16.0

18.2

7.5

27.1

17.7

21.1

17.6

20.0

17.2

12.1

24.5

15.4

14.8

15.2

22.4

29.2

24.0

16.2

19.2

23.8

21.2

6.1

5.7

10.3

8.6

3.0

4.5

4.2

8.3

14.1

9.6

7.5

10.1

33.3

32.1

35.9

43.2

54.5

61.2

20.8

33.3

33.1

43.2

43.8

48.5

3.0

1.5

1.0

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

回答者数 =

975 11.9 18.9 19.8 8.5 40.6 0.3

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

1 本 ２本 ３本 ４本 ５本以上 無回答
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６ 食育・食育活動について 

問 17 食育に関心がありますか。（○は１つ） 

食育への関心について、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」の割合が 64.8％となっ

ています。 

平成 27 年度調査では 71.2％なので、6.4％減少しています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代、40 歳代で「関心がない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

19.0

18.4

25.4

19.8

22.6

15.9

20.6

32.1

28.8

26.6

24.3

30.5

30.4

44.9

35.4

37.4

25.8

28.3

45.4

46.5

46.2

48.9

41.2

40.9

21.5

23.5

21.5

26.0

35.5

29.7

23.7

13.2

14.4

12.8

21.3

9.1

16.5

10.2

14.6

6.1

4.0

9.4

5.2

5.7

4.3

2.1

0.7

3.7

11.4

3.1

3.1

9.9

12.1

11.6

4.1

2.5

5.8

8.0

11.0

11.0

1.3

0.8

5.1

1.0

0.5

1.6

1.5

4.9

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

関心がある どちらかといえば関心がある

どちらかといえば関心がない 関心がない

どちらともいえない 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

24.6

31.3

40.2

39.9

19.8

14.0

6.2

6.2

7.7

5.4

1.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 17－１ 何に関心がありますか。（あてはまるもの全てに〇） 

関心があるものについて、「バランスのよい食事」の割合が 89.0％と最も高く、次いで「食の

安全（食中毒、食品添加物など）」の割合が 63.4％、「食事のマナー」の割合が 46.3％となってい

ます。 

平成 27 年度調査と比較すると、「誰かと一緒に食べること」「１日３回食べること」「食事のマ

ナー」の割合が増加しています。一方、「地産地消」の割合が減少しています。 

％

誰かと一緒に食べること

１日３回食べること

バランスのよい食事

食事のマナー

食文化や行事食など

食の安全（食中毒、食品添加物

など）

地産地消

その他

無回答

37.4

40.3

89.0

46.3

35.1

63.4

25.7

2.5

1.1

29.7

29.0

89.5

34.1

39.6

67.6

31.7

3.4

0.3

0 20 40 60 80 100

令和２年度調査

（回答者数 = 1,080）

平成27年度調査

（回答者数 = 989）
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【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代で「バランスのよい食事」の割合が低くなっています。 

また、男女とも 70 歳代以上で、「誰かと一緒に食べること」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

誰
か
と
一
緒
に
食
べ

る
こ
と

１
日
３
回
食
べ
る
こ

と バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食

事食
事
の
マ
ナ
ー

食
文
化
や
行
事
食
な

ど 食
の
安
全
（
食
中
毒
、

食
品
添
加
物
な
ど
）

地
産
地
消

そ
の
他

無
回
答

男性 20 歳代 39 46.2 23.1 69.2 46.2 25.6 51.3 12.8 － 2.6 

    30 歳代 62 35.5 32.3 83.9 48.4 37.1 50.0 14.5 1.6 －

    40 歳代 79 46.8 32.9 86.1 50.6 43.0 57.0 26.6 2.5 1.3 

    50 歳代 75 30.7 37.3 90.7 44.0 34.7 54.7 22.7 2.7 1.3 

    60 歳代 60 25.0 40.0 86.7 36.7 25.0 63.3 25.0 6.7 3.3 

    70 歳代以上 61 16.4 65.6 93.4 16.4 18.0 63.9 11.5 1.6 －

女性 20 歳代 64 34.4 23.4 90.6 46.9 28.1 51.6 17.2 － －

    30 歳代 125 48.8 32.8 87.2 60.8 40.0 63.2 24.8 4.0 －

    40 歳代 156 45.5 35.9 91.7 65.4 53.2 65.4 34.6 3.2 －

    50 歳代 142 38.0 38.7 90.8 44.4 38.0 70.4 31.0 1.4 －

    60 歳代 89 40.4 50.6 92.1 38.2 25.8 68.5 31.5 2.2 3.4 

    70 歳代以上 117 27.4 59.0 90.6 32.5 25.6 75.2 26.5 2.6 3.4 
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問 17－２ 関心のある理由はなんですか。（あてはまるもの全てに○） 

関心のある理由について、「食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ、不規則な食事など）」の割合

が 46.1％と最も高く、次いで「生活習慣病（高血圧、糖尿病など）の増加」の割合が 42.5％、「子

どもの心身の健全な発育」の割合が 36.2％となっています。 

回答者数 = 1,667 ％

子どもの心身の健全な発育

食生活の乱れ（栄養バランスの

崩れ、不規則な食事など）

肥満ややせすぎの体型の二極

化

生活習慣病（高血圧、糖尿病な

ど）の増加

狂牛病や鳥インフルエンザの発

生など食品の安全確保及び流
通

食にまつわる地域の文化や伝
統を守ること

食料を海外からの輸入に依存し

すぎること

消費者と生産者の間の交流や

信頼の不足

有機農業など自然環境と調和し

た食料生産の推進

自然の恩恵や食に対する感謝
の希薄

大量の食べ残しなど食品廃棄

物の増加

その他

無回答

36.2

46.1

23.8

42.5

10.9

13.6

20.9

7.2

16.0

20.3

31.0

1.5

33.8

0 20 40 60 80 100
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【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 40 歳代、女性の 30歳代、40 歳代で「子どもの心身の健全な発育」

の割合が、女性の 20 歳代で「食生活の乱れ（栄養バランスの崩れ、不規則な食事など）」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

子
ど
も
の
心
身
の
健

全
な
発
育

食
生
活
の
乱
れ
（
栄
養

バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
、
不

規
則
な
食
事
な
ど
）

肥
満
や
や
せ
す
ぎ
の

体
型
の
二
極
化

生
活
習
慣
病
（
高
血

圧
、
糖
尿
病
な
ど
）
の

増
加

狂
牛
病
や
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
発
生
な

ど
食
品
の
安
全
確
保

及
び
流
通

食
に
ま
つ
わ
る
地
域

の
文
化
や
伝
統
を
守

る
こ
と

男性 20 歳代 79 21.5 39.2 20.3 24.1 5.1 5.1 

    30 歳代 98 36.7 39.8 29.6 38.8 9.2 12.2 

    40 歳代 130 42.3 39.2 26.2 33.1 9.2 16.9 

    50 歳代 131 26.0 38.9 22.9 36.6 9.2 17.6 

    60 歳代 124 15.3 34.7 21.8 39.5 8.1 9.7 

    70 歳代以上 138 10.9 31.9 15.9 41.3 4.3 5.1 

女性 20 歳代 97 23.7 58.8 29.9 37.1 4.1 10.3 

    30 歳代 159 60.4 49.7 25.2 37.7 8.2 17.0 

    40 歳代 208 58.2 47.6 25.5 41.3 8.2 23.6 

    50 歳代 188 47.9 56.4 24.5 52.7 16.0 17.6 

    60 歳代 136 33.1 52.9 22.8 49.3 16.9 11.0 

    70 歳代以上 164 26.8 53.7 22.6 59.8 24.4 6.7 

区分 

食
料
を
海
外
か
ら
の

輸
入
に
依
存
し
す
ぎ

る
こ
と

消
費
者
と
生
産
者
の

間
の
交
流
や
信
頼
の

不
足

有
機
農
業
な
ど
自
然

環
境
と
調
和
し
た
食

料
生
産
の
推
進

自
然
の
恩
恵
や
食
に

対
す
る
感
謝
の
希
薄

大
量
の
食
べ
残
し
な

ど
食
品
廃
棄
物
の
増

加 そ
の
他

無
回
答

男性 20 歳代 12.7 3.8 2.5 13.9 19.0 1.3 50.6 

    30 歳代 10.2 4.1 6.1 12.2 17.3 － 36.7 

    40 歳代 17.7 9.2 11.5 19.2 25.4 3.1 39.2 

    50 歳代 17.6 5.3 9.9 23.7 29.8 3.8 43.5 

    60 歳代 18.5 3.2 15.3 11.3 21.0 1.6 50.0 

    70 歳代以上 21.7 5.8 19.6 10.9 26.1 － 50.0 

女性 20 歳代 7.2 6.2 5.2 13.4 28.9 1.0 33.0 

    30 歳代 10.7 8.2 14.5 20.8 29.6 1.9 20.8 

    40 歳代 21.6 9.1 19.2 28.4 34.6 0.5 23.6 

    50 歳代 28.7 9.0 21.8 28.2 41.5 2.1 23.4 

    60 歳代 29.4 10.3 21.3 22.1 38.2 2.2 33.1 

    70 歳代以上 38.4 7.9 26.2 24.4 40.9 0.6 26.2 
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問 18 地域で食育に関する何らかの活動を行ったり、参加したりしていますか。（〇は

１つ） 

食育に関する活動経験について、「したいと思わないし、していない」の割合が 37.4％と最も

高く、次いで「したいと思っている（機会があればしたい）が実際にはしていない」の割合が 30.2％、

「あまりしていない」の割合が 27.0％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「したいと思わないし、していない」の割合

が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

1.5

1.6

0.7

0.6

0.5

1.1

0.7

1.2

3.8

1.0

3.1

4.6

3.2

2.2

2.1

3.1

2.4

5.9

3.7

5.5

27.8

27.6

25.4

22.9

27.4

31.2

15.5

22.6

30.8

28.2

29.4

30.5

20.3

28.6

30.8

29.0

18.5

21.0

34.0

40.3

37.5

35.1

30.1

26.2

48.1

42.9

40.8

41.2

49.2

41.3

48.5

33.3

28.4

29.3

33.8

31.7

0.8

3.6

0.5

0.5

2.2

4.9

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

積極的にしている

あまりしていない

したいと思わないし、していない

できる機会があればしている

したいと思っている（機会があればしたい）が実際にはしていない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

0.7

0.9

3.5

5.8

27.0

26.9

30.2

29.2

37.4

35.1

1.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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７ 共食について 

問 19 家族や友人・知人などと一緒に食事をしますか。（各項目に〇は１つ） 

（１）朝食

家族や友人・知人などと一緒に食事をする日数について、「ほとんど毎日」の割合が 40.4％と

最も高く、次いで「ほとんど一緒に食べない」の割合が 37.0％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代、50 歳代、で「ほとんど一緒に食べない」の

割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

20.3

35.7

34.6

27.5

37.1

50.7

18.6

49.1

56.3

28.2

49.3

53.0

10.1

8.2

6.2

4.6

8.1

4.3

5.2

4.4

4.8

5.9

5.1

3.0

10.1

12.2

13.1

8.4

10.5

2.2

12.4

8.8

9.6

13.3

8.1

1.8

6.3

5.1

2.3

3.8

3.2

2.2

3.1

4.4

2.4

5.3

2.2

1.2

53.2

33.7

43.1

54.2

35.5

31.2

58.8

32.7

24.5

43.6

29.4

27.4

5.1

0.8

1.5

5.6

9.4

2.1

0.6

2.4

3.7

5.9

13.4

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

回答者数 =

1,667 40.4 5.5 9.0 3.3 37.0 4.9

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど、「ほとんど毎日」の割合が高くなっています。 

【バランスの取れた食事の摂取別】 

バランスの取れた食事の摂取別でみると、バランスの取れた食事がほとんどないで「ほとんど

一緒に食べない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

ほとんどない 94

１回 460

２回 760

３回 291

４回以上 51

10.6

27.0

42.9

63.2

52.9

2.1

5.0

7.2

3.1

3.9

3.2

10.7

9.1

8.9

2.0

1.1

4.1

3.4

0.7

13.7

78.7

49.3

32.0

19.2

23.5

4.3

3.9

5.4

4.8

3.9

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

45.7

44.3

36.4

36.3

12.9

7.0

5.7

5.0

2.9

3.2

10.9

9.1

8.5

7.8

6.5

1.9

4.1

3.5

2.9

30.0

33.0

41.8

47.1

71.0

4.5

3.7

4.8

2.9

6.5

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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（２）昼食

家族や友人・知人などと一緒に食事をする日数について、「ほとんど毎日」の割合が 28.1％と

最も高く、次いで「ほとんど一緒に食べない」の割合が 27.2％、「週に１～２日」の割合が 20.5％

となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 50 歳代で「ほとんど一緒に食べない」の割合が高くな

っています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

20.3

22.4

16.9

19.8

27.4

39.1

28.9

33.3

27.9

21.3

38.2

37.2

19.0

11.2

14.6

14.5

12.1

10.1

12.4

17.0

9.6

13.3

12.5

7.3

24.1

22.4

24.6

19.1

20.2

5.8

23.7

22.0

27.4

26.1

15.4

14.6

8.9

7.1

7.7

6.9

2.4

6.5

7.2

6.9

9.1

4.8

12.5

11.0

27.8

32.7

35.4

39.7

32.3

29.0

24.7

20.8

24.5

31.9

14.7

19.5

4.1

0.8

5.6

9.4

3.1

1.4

2.7

6.6

10.4

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

回答者数 =

1,667 28.1 12.4 20.5 7.6 27.2 4.3

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど、「ほとんど毎日」「週に３～４日」の割合が高くな

っています。 

【バランスの取れた食事の摂取別】 

バランスの取れた食事の摂取別でみると、バランスの取れた食事がほとんどないで「ほとんど

一緒に食べない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

ほとんどない 94

１回 460

２回 760

３回 291

４回以上 51

11.7

20.2

31.1

38.8

25.5

5.3

11.7

14.5

11.7

3.9

17.0

20.2

21.4

18.9

27.5

3.2

8.9

6.6

8.2

13.7

59.6

34.3

22.9

16.8

27.5

3.2

4.6

3.6

5.5

2.0

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

32.9

27.4

28.2

24.5

19.4

13.1

15.8

10.0

6.9

3.2

21.1

24.1

17.6

18.6

6.5

8.6

8.1

6.7

7.8

3.2

21.1

21.5

33.0

40.2

61.3

3.2

3.0

4.5

2.0

6.5

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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（３）夕食

家族や友人・知人などと一緒に食事をする日数について、「ほとんど毎日」の割合が 60.6％と

最も高く、次いで「ほとんど一緒に食べない」の割合が 13.0％、「週に３～４日」の割合が 10.3％

となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 70 歳代以上で「ほとんど一緒に食べない」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

45.6

58.2

47.7

49.6

59.7

59.4

48.5

76.7

77.9

55.3

72.8

57.3

24.1

11.2

20.0

14.5

8.9

2.9

11.3

3.8

10.6

14.4

4.4

5.5

10.1

11.2

13.1

11.5

7.3

3.6

18.6

8.2

3.8

10.6

2.2

3.0

8.9

6.1

2.3

5.3

5.6

5.1

8.2

5.0

1.9

4.8

5.1

7.3

11.4

13.3

16.9

19.1

16.1

21.7

11.3

5.7

3.8

13.8

12.5

16.5

2.4

7.2

2.1

0.6

1.9

1.1

2.9

10.4

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

回答者数 =

1,667 60.6 10.3 7.9 5.1 13.0 3.1

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど「ほとんど毎日」の割合が高くなっています。 

【バランスの取れた食事の摂取別】 

バランスの取れた食事の摂取別でみると、バランスの取れた食事の回数が多いほど「ほとんど

毎日」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

ほとんどない 94

１回 460

２回 760

３回 291

４回以上 51

25.5

55.9

63.4

70.4

74.5

13.8

10.2

11.4

6.5

9.8

14.9

10.0

7.0

6.2

2.0

13.8

5.0

4.6

3.8

3.9

29.8

16.1

10.8

8.9

9.8

2.1

2.8

2.8

4.1

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

69.0

65.4

54.9

52.9

38.7

8.6

11.2

11.1

9.8

6.4

8.5

8.5

8.8

3.2

5.4

4.8

5.7

2.9

6.5

8.6

7.8

17.1

23.5

48.4

1.9

2.4

2.8

2.0

3.2

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

ほとんど毎日 週に３～４日 週に１～２日

月に１～３日 ほとんど一緒に食べない 無回答
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【参考】 １日のどこか１食でも「ほとんど毎日」家族や友人・知人と食事をする頻度 

１日のどこか１食でも「ほとんど毎日」家族や友人・知人と食事をする割合＝ 

（673+469+1,010-（340+416+594-325））÷1,667＝67.6％

※前回調査時（平成 27 年度）は 58.5％でした。 

【参考】 朝食と夕食のどちらかを「ほとんど毎日」家族や友人・知人と食事をする頻度 

朝食と夕食のどちらかを「ほとんど毎日」家族や友人・知人と食事をする割合＝ 

（673+1,010-594）÷1,667＝65.3％ 

※前回調査時（平成 27年度）は 54.5％でした。

回答者数= 1,667

朝食を
「ほとんど毎日」家族や
友人・知人と食べる

673人

夕食を
「ほとんど毎日」家族や
友人・知人と食べる

1,010人
594人

回答者数= 1,667

朝食を
「ほとんど毎日」家族や
友人・知人と食べる

673人

夕食を
「ほとんど毎日」家族や
友人・知人と食べる

1,010人

昼食を
「ほとんど毎日」家族や
友人・知人と食べる

469人

340人 594人

325人

416人
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問 20 地域や所属コミュニティ（職場などを含む）での食事会などの機会があれば、あ

なたは参加したいと思いますか。（○は１つ） 

地域や所属コミュニティ（職場などを含む）での食事会について、「どちらともいえない」の割

合が 30.2％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 24.4％、「あまりそう思わない」の割合が

19.9％となっています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「とてもそう思う」の割合が高くなっていま

す。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

15.2

3.1

5.4

6.9

4.8

0.7

8.2

4.4

4.8

3.7

2.9

5.5

25.3

23.5

22.3

21.4

24.2

16.7

23.7

28.9

26.4

27.1

25.0

26.8

27.8

29.6

27.7

29.0

26.6

26.8

27.8

33.3

33.7

36.2

33.1

25.6

12.7

16.3

20.0

24.4

29.0

27.5

16.5

15.1

16.8

14.4

23.5

23.8

12.7

22.4

17.7

16.0

12.1

21.0

17.5

13.8

13.9

12.8

11.8

9.8

6.3

4.1

6.9

1.5

2.4

5.1

5.2

4.4

3.8

5.3

3.7

6.7

1.0

0.8

0.8

2.2

1.0

0.5

0.5

1.8

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

回答者数 =

1,667 5.1 24.4 30.2 19.9 14.7 4.6 1.3

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

とてもそう思う そう思う どちらともいえない

あまりそう思わない 全くそう思わない わからない

無回答
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８ 健康について 

問 21 現在の健康状態はいかがですか。（○は１つ） 

健康状態について、「よい」の割合が 37.6％と最も高く、次いで「ふつう」の割合が 34.7％、

「とてもよい」の割合が 18.8％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、「とてもよい」の割合が増加しています。一方、「ふつ

う」の割合が減少しています。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、女性の 20 歳代で「とてもよい」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

21.5

18.4

19.2

18.3

13.7

18.8

26.8

20.8

23.1

17.6

15.4

12.8

43.0

40.8

35.4

33.6

46.0

31.9

40.2

44.0

42.3

35.1

30.9

34.1

32.9

34.7

32.3

38.9

32.3

38.4

25.8

29.6

26.4

38.3

44.1

44.5

1.3

5.1

10.0

7.6

6.5

5.8

4.1

3.8

7.2

7.4

8.1

4.3

1.3

1.0

3.1

1.5

4.3

3.1

1.9

1.0

1.1

1.5

3.0

1.6

0.7

0.5

1.2

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

とてもよい よい ふつう あまりよくない よくない 無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

18.8

11.9

37.6

32.9

34.7

43.1

6.1

9.9

1.9

1.4

0.9

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 22 高血圧、糖尿病、脳卒中などの生活習慣病の予防及び改善に役立つことのうち、

あなたの普段の行動としてあてはまるものに〇をつけてください。（各項目に〇は１

つ） 

（１）よく噛んでゆっくり食べる

よく噛んでゆっくり食べることについて、「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が

38.5％と最も高く、次いで「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が 30.8％、「すで

にできている」の割合が 22.9％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 40 歳代、50 歳代で「するつもりはない」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

27.8

14.3

10.8

15.3

25.0

35.5

29.9

18.2

18.8

22.9

26.5

32.9

32.9

32.7

32.3

38.9

37.9

24.6

36.1

42.8

48.1

50.0

41.2

32.9

31.6

44.9

44.6

32.1

28.2

25.4

32.0

35.8

29.3

26.1

27.2

23.8

7.6

8.2

12.3

13.0

7.3

4.3

2.1

3.1

3.4

1.5

1.2

0.8

1.6

10.1

0.5

1.1

3.7

9.1

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

22.9

20.4

38.5

41.0

30.8

31.7

4.8

3.9

2.9

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど「すでにできている」「するつもりがあり、頑張れば

できる」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、肥満で「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が、やせ、普通

で「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

29.8

24.7

15.0

39.7

39.4

36.7

27.5

28.2

40.2

2.3

4.5

6.5

0.8

3.2

1.8

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

33.2

20.7

20.4

21.6

22.6

38.0

41.5

38.2

36.3

16.1

22.7

31.4

33.7

32.4

48.4

4.2

5.3

4.7

4.9

6.5

1.9

1.1

3.1

4.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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（２）減塩をする

減塩をすることについて、「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が 38.9％と最も高く、

次いで「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が 26.1％、「すでにできている」の割

合が 25.1％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「するつもりはない」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

15.2

14.3

10.8

18.3

32.3

37.0

16.5

18.2

19.2

30.3

36.0

42.7

32.9

35.7

31.5

35.1

40.3

32.6

43.3

42.8

46.6

42.6

39.7

38.4

32.9

40.8

43.8

30.5

22.6

17.4

21.6

31.4

27.9

20.7

20.6

14.0

17.7

8.2

13.8

14.5

4.0

3.6

17.5

6.9

6.3

5.9

1.5

2.4

1.3

1.0

1.5

0.8

9.4

1.0

0.6

0.5

2.2

2.4

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

25.1

27.9

38.9

36.1

26.1

26.0

7.7

7.5

2.2

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、よくないで「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が、よい

で「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が肥満で高くなっていま

す。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

32.1

25.9

19.9

34.4

39.2

38.4

20.6

25.3

32.3

11.5

7.1

8.2

1.5

2.4

1.2

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

32.3

25.0

21.2

28.4

22.6

38.0

41.5

39.4

33.3

16.1

19.5

24.7

30.2

29.4

45.2

8.3

7.8

7.9

3.9

9.7

1.9

1.0

1.2

4.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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（３）脂っこい食事を避ける

脂っこい食事を避けることについて、「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が 35.8％

と最も高く、次いで「すでにできている」の割合が 29.2％、「するつもりはあるが、続ける自信

がない」の割合が 26.8％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 20 歳代で「するつもりはない」の割合が高くなってい

ます。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

17.7

22.4

11.5

19.8

26.6

40.6

23.7

22.0

24.0

39.4

42.6

47.6

29.1

28.6

32.3

35.9

38.7

29.0

40.2

37.1

43.8

38.3

37.5

32.9

34.2

42.9

42.3

32.1

29.0

16.7

23.7

35.2

28.4

18.6

17.6

14.0

17.7

6.1

13.8

11.5

4.8

3.6

11.3

5.0

3.4

1.6

1.5

1.2

1.3

0.8

0.8

10.1

1.0

0.6

0.5

2.1

0.7

4.3

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

29.2

31.4

35.8

37.9

26.8

23.0

5.8

5.3

2.5

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、よいで「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が、よくない、と

てもよいで「すでにできている」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、やせで「すでにできている」の割合が、普通で「するつもりがあり、頑張

ればできる」の割合が高くなっています。また、肥満で「するつもりはあるが、続ける自信がな

い」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

47.3

30.5

18.8

25.2

37.3

34.0

19.1

24.5

37.0

6.1

5.1

8.5

2.3

2.5

1.8

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

36.7

28.4

26.8

24.5

38.7

35.8

38.8

34.2

35.3

19.4

19.8

25.4

31.8

30.4

29.0

5.8

6.2

5.5

5.9

6.5

1.9

1.3

1.7

3.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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（４）食べ過ぎないようにする

食べ過ぎないようにすることについて、「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が 39.9％

と最も高く、次いで「すでにできている」の割合が 31.5％、「するつもりはあるが、続ける自信

がない」の割合が 23.5％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代で「するつもりはない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

25.3

26.5

16.2

22.1

39.5

39.1

32.0

25.8

30.3

36.7

39.7

40.9

35.4

32.7

33.8

48.1

36.3

32.6

43.3

44.0

43.8

44.1

40.4

38.4

25.3

36.7

40.8

24.4

21.8

15.9

21.6

27.7

25.0

18.1

17.6

15.9

12.7

4.1

9.2

4.6

2.4

4.3

3.1

1.9

1.0

0.5

0.7

0.6

1.3

0.8

8.0

0.6

0.5

1.5

4.3

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

31.5

28.8

39.9

40.7

23.5

25.6

3.1

2.6

2.0

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、とてもよい、よいで「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が高

くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、やせで「すでにできている」の割合が、普通で「するつもりがあり、頑張

ればできる」の割合が高くなっています。また、肥満で「するつもりはあるが、続ける自信がな

い」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

53.4

34.4

15.8

26.7

41.1

38.4

14.5

19.8

39.9

3.8

2.5

5.0

1.5

2.2

0.9

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

37.7

31.7

28.5

30.4

35.5

43.5

41.1

39.2

36.3

19.4

15.0

23.1

28.2

26.5

29.0

2.6

3.0

3.1

2.9

9.7

1.3

1.0

1.0

3.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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（５）運動をしたり、日常生活でこまめに体を動かす

運動をしたり、日常生活でこまめに体を動かすことについて、「するつもりがあり、頑張ればで

きる」の割合が 32.8％と最も高く、次いで「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が

32.2％、「すでにできている」の割合が 30.1％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、女性の 30 歳代で「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が高

くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

32.9

25.5

26.2

28.2

34.7

42.0

23.7

15.1

21.6

32.4

40.4

42.1

27.8

33.7

35.4

32.8

29.0

25.4

32.0

35.8

43.3

37.8

25.0

27.4

32.9

35.7

33.8

33.6

33.1

23.2

38.1

45.9

32.7

28.7

30.9

23.8

5.1

5.1

4.6

5.3

2.4

0.7

5.2

2.5

2.4

0.5

0.7

3.0

1.3

0.8

8.7

1.0

0.6

0.5

2.9

3.7

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

30.1

31.1

32.8

31.6

32.2

32.4

2.8

2.7

2.2

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、よくない、あまりよくないで「するつもりはあるが、続ける自信がない」

の割合が、とてもよいで「すでにできている」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、肥満で「するつもりはあるが、続ける自信がない」の割合が、やせで「す

でにできている」の割合が高くなっています。また、普通で「するつもりがあり、頑張ればでき

る」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

33.6

32.2

22.3

29.0

33.5

32.0

32.1

29.8

39.0

3.8

2.0

5.6

1.5

2.5

1.2

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

42.2

31.7

25.2

18.6

9.7

30.7

36.0

32.6

28.4

16.1

23.0

29.2

37.8

44.1

54.8

2.2

1.9

3.1

5.9

12.9

1.9

1.1

1.2

2.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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（６）定期的に体重を測る

定期的に体重を測ることについて、「すでにできている」の割合が 46.7％と最も高く、次いで

「するつもりがあり、頑張ればできる」の割合が 23.8％、「するつもりはあるが、続ける自信が

ない」の割合が 19.0％となっています。 

平成 27 年度調査と傾向を比較すると、大きな変化はみられません。 

【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性の 20 歳代で「するつもりはない」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

男性　20歳代 79

　　　　30歳代 98

　　　　40歳代 130

　　　　50歳代 131

　　　　60歳代 124

　　　　70歳代以上 138

女性　20歳代 97

　　　　30歳代 159

　　　　40歳代 208

　　　　50歳代 188

　　　　60歳代 136

　　　　70歳代以上 164

24.1

27.6

29.2

53.4

58.1

50.7

38.1

37.7

48.1

49.5

64.7

62.2

39.2

27.6

28.5

19.8

16.1

17.4

29.9

36.5

24.5

25.0

13.2

17.1

16.5

31.6

25.4

16.8

20.2

15.9

23.7

18.9

21.2

14.9

14.0

14.6

19.0

13.3

16.9

9.2

4.8

7.2

8.2

6.3

6.3

9.6

4.4

4.3

1.3

0.8

0.8

8.7

0.6

1.1

3.7

1.8

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答

回答者数 =

令和２年度調査 1,667

平成27年度調査 1,389

46.7

46.5

23.8

25.5

19.0

15.5

8.5

9.9

2.1

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【健康状態別】 

健康状態別でみると、健康状態がよいほど「すでにできている」「するつもりがあり、頑張れば

できる」の割合が高くなっています。 

【ＢＭＩ別】 

ＢＭＩ別でみると、普通で「すでにできている」の割合が高くなっています。 

回答者数 =

やせ 131

普通 1,114

肥満 341

45.0

49.6

38.7

22.1

23.3

25.8

14.5

17.7

25.5

16.8

7.1

9.1

1.5

2.3

0.9

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

回答者数 =

とてもよい 313

よい 627

ふつう 579

あまりよくない 102

よくない 31

51.8

48.2

43.5

48.0

38.7

24.0

24.1

24.9

18.6

16.1

14.1

19.6

20.9

19.6

25.8

8.3

7.5

9.3

9.8

12.9

1.9

0.6

1.4

3.9

6.5

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

すでにできている するつもりがあり、頑張ればできる

するつもりはあるが、続ける自信がない するつもりはない

無回答
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９ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

問 23 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、食生活に関して感じていることはあ

りますか。（あてはまるもの全てに〇） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、食生活について、「人と会話をしながら食べる機

会が減った」の割合が 42.3％と最も高く、次いで「家で料理することが増えた」の割合が 41.0％、

「体重が増えた」の割合が 25.5％となっています。 

回答者数 = 1,667 ％

栄養バランスが偏っている

家で料理することが増えた

食事の準備( 買い物、レシピ考

案など) が大変

食費が増えた

間食の頻度が増えた

お酒を飲む量が増えた

体重が増えた

人と会話をしながら食べる機会

が減った

その他

感じていることはない

無回答

11.7

41.0

22.1

24.0

16.9

9.4

25.5

42.3

3.5

15.5

1.5

0 20 40 60 80 100
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【性・年齢別】 

性・年齢別でみると、男性、女性ともに 30 歳代で「家で料理することが増えた」の割合が高く

なっています。また、女性の 70 歳代で「人と会話をしながら食べる機会が減った」の割合が高く

なっています。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
）

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
偏
っ
て

い
る

家
で
料
理
す
る
こ
と
が
増

え
た

食
事
の
準
備(

 

買
い
物
、
レ

シ
ピ
考
案
な
ど)

 

が
大
変

食
費
が
増
え
た

間
食
の
頻
度
が
増
え
た

お
酒
を
飲
む
量
が
増
え
た

体
重
が
増
え
た

人
と
会
話
を
し
な
が
ら
食

べ
る
機
会
が
減
っ
た

そ
の
他

感
じ
て
い
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

男性 20 歳代 79 15.2 30.4 12.7 11.4 13.9 8.9 20.3 36.7 2.5 25.3 －

    30 歳代 98 11.2 51.0 24.5 18.4 21.4 13.3 25.5 30.6 1.0 14.3 －

    40 歳代 130 12.3 35.4 11.5 24.6 15.4 20.0 35.4 39.2 3.8 15.4 －

    50 歳代 131 11.5 38.2 9.2 16.8 13.0 16.0 26.7 41.2 2.3 18.3 1.5 

    60 歳代 124 12.9 34.7 15.3 15.3 4.0 15.3 23.4 47.6 4.0 21.8 1.6 

    70 歳代以上 138 9.4 30.4 14.5 9.4 11.6 5.8 10.9 43.5 3.6 22.5 3.6 

女性 20 歳代 97 22.7 39.2 16.5 27.8 25.8 8.2 27.8 36.1 4.1 12.4 －

    30 歳代 159 9.4 55.3 38.4 30.8 22.0 6.9 32.7 32.1 6.3 11.9 －

    40 歳代 208 11.1 49.5 33.2 43.8 17.8 9.1 29.8 40.9 5.3 9.1 －

    50 歳代 188 10.1 42.6 24.5 27.7 16.0 5.3 28.7 50.0 2.7 13.8 －

    60 歳代 136 8.8 37.5 25.7 22.8 22.1 8.1 22.1 47.1 2.9 17.6 1.5 

    70 歳代以上 164 12.2 39.6 25.0 22.0 20.7 2.4 20.1 55.5 1.8 12.8 2.4 
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問 24 新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、新しい生活様式を送るにあたり、あ

なたの食生活で、一番変わっていくだろうと思うことをお書きください。 

記入者は 1,038 人でした。１人で複数の内容を記入している場合も含むため、記入者数と件数

の合計は一致しません。 

新型コロナウイルス感染症の影響により食生活で変わっていくことについて聞いたところ、

「外食の機会が減ったことについて」が 291 件と最も多く、次いで「会食や人と食事をする機会

の変化について」が 236 件、「家で食事をする機会について」が 93 件でした。 

食生活で変わっていくこと 件数 

１．外食の機会が減ったことについて 291  

２．会食や人と食事をする機会の変化について 236  

３．家で食事をする機会について 93  

４．料理をする機会について 78 

５．バランスの良い食事への意識について 75  

６．テイクアウトの利用について 47  

７．外食全般 24 

８．買物回数の変化 15 

９．その他 194  
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10 川崎市であったらいいなと思う食育の取組について 

問 25 川崎であったらいいなと思う食育の取組をご自由にお書きください。 

記入者は 491 人でした。１人で複数の内容を記入している場合も含むため、記入者数と件数の

合計は一致しません。 

川崎であったらいいなと思う食育の取組について「特にない」との回答が 127 件で最も多く、

次いで「地産地消に関する取組」が 111件でした。 

記入内容 件数 

１．特にない 127  

２．地産地消に関する取組 111  

３．子どもと一緒に参加できる取組 63  

４．食の大切さに関する取組 62  

５．栄養バランスに関する取組 51  

６．食品ロスや食の安全に関する取組 36  

７．農林漁業等の体験に関する取組 33  

８．食事のマナーに関する取組 28  

９．学校給食に関する取組 27  

10．わからない 18  

11．その他 85  
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参考 調査票  
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79



80



81



82



83
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