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2.健康に関する概況 
(1) 平均寿命・健康寿命（平均自立期間） 

令和 2 年の石垣市の平均寿命は、男性が 80.73 年、女性が 87.44 年で、男女ともに全国及

び沖縄県より低いです。平均寿命の伸びについて、令和２年と平成22年を比較すると男性は1.94

年で、全国（男性 1.82 年）を下回り、沖縄県（男性 1.84 年）を上回っています。女性は 0.08

年で、全国（女性 1.35 年）及び沖縄県（女性 1.51 年）を下回っています。 

令和 2 年の石垣市の健康寿命は、男性が 78.95 年、女性が 83.96 年で、男女とも全国及び

沖縄県より低いです。健康寿命の伸びについて、令和２年と平成 22 年を比較すると男性は 2.22

年、女性は 1.60 年で、男女ともに全国（男性 1.94 年、女性 1.28 年）及び沖縄県（男性

1.71 年、女性 1.29 年）を上回っています。 

平均寿命と健康寿命の差（不健康な期間）は、令和 2 年では男性は 1.77 年、女性は 3.47

年です。女性は男性の 2 倍となっています。（図表 25）（図表 26） 

 

  
出典: 「沖縄県市町村別健康指標」（令和 5 年６月発行） 

※ 平均寿命:5 年（国勢調査実施年）ごとに厚生労働省が作成公表している 

※ 健康寿命:平成 22 年度平成 27 年度令和 2 年度は「健康寿命算定プログラム」の「健康寿命算定表」シートにより、健康寿命を算定されていた 

※ 令和 5 年度集計より KDB の数値を用いて出典を作成することとした 
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健康寿命（平均自立期間）とは 「 日常生活が制限されることなく、生活できる期間 」 のことです。健康寿命と平均寿命の差は 「 不健康な期間 」 

を意味します。不健康な期間が⾧いと、個人においては生活の質の低下を、社会においては医療費や介護給付費などの社会保障費の増大を招きます。市

民が健康で生きがいに満ちた生活を送れるようにするためには、健康寿命の延伸が鍵であり、そのためには市民一人ひとりが若いうちから健康管理・健康づくり

に継続的に取り組むことが不可欠です。 

健 康 寿 命 とは 

不健康な期間 ＝ 「 介護が必要な期間 」 
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(2) 総死亡の状況及び 65 歳未満死亡者の割合 

ア. 総死亡の状況 
(ア) 総死亡原因の状況 

令和 4 年の総死亡原因でみると、悪性新生物、心疾患、脳血管疾患の順に高くなっています。 

（図表 27）（図表 28） 
 

【図表 27】 総死亡原因の状況 

総数
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103人(25.4%) 119人(28.5%) 110人(24.0%)
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石垣市

H30年 R1年 R2年 R3年

死
亡
の
状
況
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１位
悪性新生物 悪性新生物

 
出典:沖縄県市町村別健康指標 

 

 

  

悪性新生物 24.4%

心疾患 14.5%

老衰 11.5%
脳血管疾患 8.1%

自殺 2.8%
肺炎 2.8%

肝疾患 2.4%
腎不全 2.0%

不慮の事故 2.0%

糖尿病 1.0%

その他 28.3%

R4年
死因別構成割合

図表28

出典:沖縄県市町村別健康指標
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(イ) 標準化死亡比（SMR）の状況 

標準化死亡比（SMR）は、全国を 100 とすると、男性は高血圧性疾患、肝疾患、白血病、女性は

白血病、腎不全、老衰が高くなっています。（図表 29）（図表 30） 

沖縄県を 100 とすると、男性は悪性新生物、老衰、不慮の事故、女性は腎不全、老衰が高くなってい

ます。（図表 31） 

標準化死亡比（SMR）の状況（2018～2022 年） 

 
 

 
出典:沖縄県市町村別健康指標 
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ある集団の実際の死亡数を、基準となる集団の死亡数と比較する指標です。 

対象とする集団を 「 石垣市 」 に、基準となる集団を 「 全国 」 （標準化死亡比＝100）とした場合、標準化死

亡比が 100 より大きい場合は全国と比べて死亡数が多く、100 より小さい場合は少ないことを意味します。 

とは 標 準 化 死 亡 比 (SMR) 
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【図表 31】 石垣市 死亡数・死因別標準化死亡比（SMR）（2018～2022 年） 

 
出典:沖縄県市町村別健康指標 
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イ. 65 歳未満死亡の状況 
(ア) 65 歳未満死亡者の割合 

平成 30 年から令和 4 年の状況をみると、65 歳未満の死亡者の割合は男女とも全国及び沖縄県より

高く、令和４年では、男性は 23.2％、女性は 11.1％となっています。（図表 32）（図表 33） 

 
 

  
出典:「 人口動態統計 」 （厚生労働省） 

 

(イ) 65 歳未満死亡者の死因の順位 

平成 30 年から令和 4 年までの死亡原因は、悪性新生物や心疾患、脳血管疾患など生活習慣病が

約半数以上を占めています。（図表 34） 
 

【図表 34】 死亡原因の状況（65 歳未満死亡者） 
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出典:「 人口動態統計 」（厚生労働省） 
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(ウ) 65 歳未満死亡者の悪性新生物（５がん）の死因内訳  

悪性新生物の種別で高い順にみると、男性は肺がん、大腸がん、胃がん、女性は胃がん、大腸がん、子

宮がんの順になっています。（図表 35）（図表 36） 
 

65 歳未満死亡者の悪性新生物（５がん）の死因内訳（平成 30 年～令和 4 年集計） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  出典: 「人口動態統計」（厚生労働省） 

44%

37%

19% 25%

22%

21%

18%

14%
胃がん 

大腸がん 

気管・気管支 
及び肺がん 

胃がん 

気管・気管支 
及び肺がん 

大腸がん 

子宮がん 

乳がん 

男 性 女 性 

死因分類 胃がん 大腸がん 
気管・気管支

及び肺がん 
乳房がん 子宮がん 

H30 年 1 人 3 人 0 人 1 人 2 人 

R1 年 3 人 0 人 3 人 0 人 1 人 

R2 年 2 人 2 人 1 人 2 人 0 人 

R3 年 1 人 1 人 0 人 1 人 0 人 

R4 年 0 人 0 人 0 人 1 人 3 人 

総数 7 人 6 人 4 人 5 人 6 人 

 

図表 35 図表 36 

死因分類 胃がん 大腸がん
気管・気管支
及び肺がん

H30年 3人 3人 2人

R1年 1人 1人 2人

R2年 1人 2人 5人

R3年 0人 4人 2人

R4年 1人 2人 3人

総数 6人 12人 14人
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(3) 妊娠 11 週以内の妊娠届出率・低体重児出生率 

ア. 妊娠週数別妊娠届出率 
令和３年度の満 11 週以内での妊娠届出率は 94.6％で全国と同等、沖縄県より高値です。 

（図表 37） 
 

 
出典:地域保健・健康増進事業報告 

 
イ. 低体重児（2,500ｇ未満）出生率 

低出生体重児の出生率は、全国、沖縄県より高い状況が続いてます。令和 4 年は 13.3%と全国より

3.9 ポイント、沖縄県より 2 ポイント高くなっています。（図表 38） 
 

 
  ※全国…H24 年、H25 年 データなし                               出典:「 保健所概要 」（沖縄県八重山保健所） 
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ウ. 妊婦健診受診状況 
(ア) 妊婦健診受診状況と有所見者の割合 

有所見者割合は減少しています。（図表 39） 
 

 
出典:「 妊婦健康診査受診状況表 」（沖縄県国民健康保険団体連合会） 

 

(イ) 妊婦健康診査 有所見者内訳（延数） 

高血圧症候群と糖尿病の有所見者割合は沖縄県より低いです。（図表 40）（図表 41） 
 

  
出典:「 妊婦健康診査受診状況表 」（沖縄県国民健康保険団体連合会） 
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妊娠 20 週以降、分娩 12 週までに高血圧がみられる場合、また

は高血圧に蛋白尿を伴う場合で、これらの症候が偶発合併症によら

ないものをいいます。妊娠高血圧症候群の症候の中で、母胎と胎児

に最も悪影響を及ぼすものが高血圧です。妊娠高血圧症候群の症

候のうち、高血圧のみが発症した場合を 「 妊娠高血圧 」 といい、

高血圧に蛋白尿を伴った場合を 「 妊娠高血圧腎症 」 といいます。 

妊娠高血圧症候群 

軽 症 
300mg/日以上 

2.0g/日未満 

妊娠高血圧症候群の重症度判定基準 

2.0g/日以上 

重 症 

140～159 最高血圧 

蛋白尿 

最低血圧 

（mmHg) 

（mmHg) 90～109 

160 以上 

110 以上 

（日本産婦人科学会） 
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(4) 健（検）診受診率に関すること 
ア. 乳幼児健診について 

乳児健康診査の前期の受診率は、全国は増加傾向、沖縄県及び石垣市では低下傾向です。令和４

年度は、全国より低く、沖縄県より高くなっています。乳児健康診査の後期の受診率は、石垣市では令和

３年度までは低下していましたが、令和４年度に増加に転じています。 

１歳６か月児健診の受診率は、全国及び石垣市では増加傾向、沖縄県は令和２年度に大きく低下

しましたが、その後増加に転じています。令和４年度では、全国よりは低く、沖縄県よりは高くなっています。 

3 歳児健診の受診率は、全国は増加傾向、沖縄県は令和２年度と令和３年度に大きく低下しました

が、その後増加、石垣市は増減を繰り返しています。令和４年度では、全国よりは低く、沖縄県よりは高く

なっています。 

乳児健診（前期）、3 歳児健診の受診率が令和 2 年度に大幅に低下した理由として新型コロナウイ

ルス感染症の影響が考えられます。（図表 42）（図表 43）（図表 44）（図表 45） 
 

  
 

  
出典:「 乳幼児健康診査報告書 」 （沖縄県小児保健協会） 

  

92.9% 93.3%

93.4%

93.4%

93.7% 93.3%

92.3%
94.0% 94.3%

91.6%
93.1%

89.8%
88.7%

86.6% 87.1%

69.0%

83.2%

83.2%

97.5%

93.7%

92.5%

94.7% 95.1%

79.5%

93.0%

91.4%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

乳児健診 受診率（前期）

全国 沖縄県 石垣市

図表42

（年度）

84.8% 85.4% 84.9% 85.2%

87.3%
88.1%

84.9% 85.5%

86.6%

86.4% 86.9%
93.2% 92.6% 93.2% 93.2%

75.6%

84.6%

89.1%

95.6%
93.6% 93.5% 93.5% 93.2%

90.5% 89.9%

93.3%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

乳児健診 受診率（後期）

全国 沖縄県 石垣市

図表43

（年度）

94.8%

94.9%

95.5% 95.7%
96.4% 96.2% 96.5%

95.7% 95.2%

95.2%
96.3%

86.6% 86.9%
88.0% 88.1%

90.5% 90.5%

90.6%

90.6%

77.8%
79.7%

87.1%

94.1%

95.0%

94.5% 94.6% 94.6% 94.7%

90.2%

96.7%
95.7%

94.4%
95.7%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

1歳6か月児健診 受診率

全国 沖縄県 石垣市

図表44

（年度）

92.8%

92.9%

94.1% 94.3%
95.1% 95.2%

95.9%

94.6%

94.5% 94.6%
95.7%

83.9% 84.0%
85.2% 85.0%

87.2%
87.9%

89.4% 89.5%

80.9%

78.5%

83.8%

88.2%

94.4%

88.6% 88.6%

89.9% 93.2% 91.5%

96.3%

86.0%

92.1%

92.6%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

3歳児健診 受診率

全国 沖縄県 石垣市

図表45

（年度）



26 

イ. 成人の健診 
成人の健診である特定健診受診率は、平成 29 年度から全国、沖縄県より低く、男女ともに 40～64

歳の受診率が低くなっています。令和４年度の受診率は 33.9％で、40～64 歳の受診率は男女ともに

30％を下回っています。男性の 40～64 歳の受診率では、令和 4 年度は 24.1％で 4 人に 1 人しか受

診していない状況です。令和２年度と令和 4 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で個別健診受診の

みとなったため大幅に受診率が低下しています。 

特定保健指導実施率（終了者の割合）は、全国、沖縄県より高い状況ですが、平成 30 年度から下

がり令和 4 年度には 43.1％まで低下しています。（図表 46）（図表 47）（図表 48） 
 

出典:石垣市:沖縄県市町村国保法定報告値 / 沖縄県・全国: 「 特定健診・特定保健指導の実施状況 」（厚生労働省） 

 

出典:KBD 改変システム （特定健診 ・ 特定保健指導実施結果総括表） 
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出典:石垣市:沖縄県市町村国保法定報告値 / 沖縄県・全国:  「 特定健診・特定保健指導の実施状況 」（厚生労働省） 

 

 
 

75 歳以上を対象とする⾧寿健診の受診率は、沖縄県、同規模市より高い状況でしたが、令和に入り

受診率が低下しています。（図表 49） 
 

 
出典:「後期高齢者医療事業報告書」 （沖縄県後期高齢者医療広域連合） 
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保健指導が必要な方に、 

専門スタッフ（保健師、管理

栄養士など）が 

生活改善に向けてサポートを

します。 

定 保 健 指 導 
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ウ. がん検診について 
がん検診（胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん）受診率は、新型コロナウイルス感染症の

影響もありましたが、全国・沖縄県と比較し大幅に下回っており、低下が続いています。 

胃がん検診は令和 4 年度から集団検診を終了し、個別検診に移行しています。 

大腸がん・肺がん検診は特定健診と同会場で集団検診を実施し、（令和２年度は集団検診・個別検

診実施なし。令和 4 年度は集団検診実施なし。）子宮頸がん・乳がん検診は単独で集団検診を実施し

ています。 

子宮頸がん・乳がん検診の個別検診は令和 3 年度から、大腸がん・肺がん検診の個別検診は令和 4

年度から実施しています。 
（図表 50）（図表 51）（図表 52）（図表 53）（図表 54）（図表 55）（図表 56）（図表 57） 
 

  

胃がん検診 受診率算定:H24～H27 年度 受診率＝（受診者数/対象者数）×100 

※ H28 年度以降  

受診率＝（前年度受診者数+当該年度の受診者数ー２年連続の受診者数）/（当該年度の対象者）×100 

※ H25 年度以降 40～69 歳を対象として算定／H28 年度以降 50～69 歳を対象として算定 

 

  
大腸がん検診 受診率算定:受診率＝（受診者数/対象者数）×100 

※ H25 年度以降 40～69 歳を対象として算定 

※ 石垣市／R2 年度・R4 年度は新型コロナウイルス感染症のため集団健診（検診）中止 
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肺がん検診 受診率算定:受診率＝（受診者数/対象者数）×100 

※ H25 年度以降 40～69 歳を対象として算定 

※ 石垣市／R2 年度・R4 年度は新型コロナウイルス感染症のため集団健診（検診）中止 

 

  
子宮頸がん・乳がん検診受診率算定:受診率＝（前年度の受診者数+当該年度の受診者数-２年連続の受診者数）/（当該年度の対象者数）×100 

※ 子宮頸がん検診対象者:20 歳以上の女性 

※ 乳がん検診対象者:40 歳以上の女性／H25 年度以降 20～69 歳を対象として算出 

出典:「地域保健・健康増進事業報告」（厚生労働省） 
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5 つのがん 
厚生労働省が指針で検診を勧める５つのがんです。 

これらのがんは、早期発見・早期治療が望ましいがんとされてます。 

肺がん 大腸がん 胃がん 子宮がん 乳がん 
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(5) 循環器病に関すること 

ア. 高血圧（特定健診／収縮期血圧 140mmHg 以上）  
特定健診受診者における高血圧の者の割合は、全国及び沖縄県と比較して高く推移しており、男性の

方が女性よりも多い割合となっています。（図表 58）（図表 59） 
 

 
 

 
出典:石垣市:KDB システム改変 

全国・沖縄県:NDB オープンデータ 
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イ. LDL コレステロール（特定健診／160 ㎎/dl 以上）  
LDL コレステロール 160 ㎎/dl 以上の割合は男女でみると女性の割合が高く推移しています。 

全国及び沖縄県と比較すると男性は低く推移しており、女性は同程度となっています。 

（図表 60）（図表 61） 
 

 
 

 
出典:石垣市:KDB システム改変 / 全国・沖縄県:NDB オープンデータ 
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図表60

（年度）
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図表61

（年度）

LDL コレステロール (mg/㎗) 脂質異常 

基準値 要注意 
(保健指導判定値) 

要医療 
(受診勧奨判定値) 

120 未満 120～139 140 以上 

脂質異常症の診断、治療判定に使われる重要な指標です。 

肝臓に蓄えられたコレステロールは全身へ運ばれ、単独で動脈硬化を進行させます。 

検査の基準値 LDL コレステロール 

心疾患（狭心症・心筋梗塞など） 

脳血管疾患（脳出血・脳梗塞など） 

の異常に関する病気や症状 

要医療 
(コントロール不良) 

141 以上 

えるでぃーえる 
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(6) 糖尿病に関すること 
ア. HbA1c の推移 

HbA1c 6.5％以上（糖尿病有病率）は男女ともに全国及び沖縄県より高く推移しています。 

HbA1c 8.0％以上（血糖値コントロール不良者）は、男性は、高い傾向が続いていましたが令和１年

度～2 年度に改善し全国並みとなりました。しかし、令和 3 年度は再び全国及び沖縄県より高くなっていま

す。女性は、全国及び沖縄県より常に高い状態が続いています。 

（図表 62）（図表 63）（図表 64）（図表 65） 

出典:石垣市:KDB システム改変 

全国・沖縄県:NDB オープンデータ 
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図表62

（年度）
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図表63

（年度）

HbA1c (NGSP 値/％) 
高血糖 

基準値 要注意 
(保健指導判定値) 

要医療 
(受診勧奨判定値) 

5.6 未満 5.6～6.4 6.5 以上 

要医療 
(コントロール不良) 

8.0 以上 

糖尿病の診断、治療判定に使われる重要な指標です。 

血液中のブドウ糖と赤血球に含まれるヘモグロビンが結合したもので、過去 1～2 ヶ月の血糖値の

状態がわかります。 

検査の基準値 HbA1c の異常に関する病気や症状 

・糖尿病 

・三大合併症 
 (糖尿病網膜症・糖尿病腎症・ 

糖尿病神経障害） 

へ も ぐ ろ び んえ ー わんし ー 
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図表64

（年度）
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図表65

（年度）
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イ. 慢性透析患者数及び新規透析患者数の推移 
石垣市における人工透析患者数に占める糖尿病性腎症患者数の割合は増加傾向です。 

糖尿病性腎症による人工透析患者数の割合は女性と比較し男性で高い状況が続いています。 

新規人工透析患者数に占める糖尿病性腎症者の割合は、令和に入り 10％～30％台で推移していま

す。（図表 66）（図表 67） 
 

 
出典:石垣市:健康福祉センター保健事業係調べ 

 

 
出典:石垣市:健康福祉センター保健事業係調べ 
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図表66

（年度）
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新規透析患者 糖尿病性腎症による新規透析患者

図表67

（年度）
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(7) 肝疾患に関すること 
γ-GTP 51 U/L 以上の者（保健指導判定値）の割合は、男性では全国より高く沖縄県より低

い状況で推移しています。女性は全国より高く沖縄県と同程度で推移しています。 

γ-GTP101 U/L 以上の者 (受診勧奨判定値) の割合は、男性は全国より高く、沖縄県と同

程度で推移しています。女性は全国・沖縄県より高く推移しています。 

γ-GTP は飲酒や肥満により上昇します。これにより肝疾患のリスクが高まります。 

（図表 68）（図表 69） 
 

 

 
出典:石垣市:KDB システム改変 

全国・沖縄県:NDB オープンデータ 
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

γ‐GTP 51 U/L以上の者の割合

全国 男性 沖縄県 男性 石垣市 男性

全国 女性 沖縄県 女性 石垣市 女性

図表68

（年度）

保健指導判定値 
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出典:石垣市:KDB システム改変 

 全国・沖縄県:NDB オープンデータ  
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図表69

（年度）

受診勧奨判定値 

γ-GT（GTP）（U/L） 
肝機能 

基準値 要注意 
(保健指導判定値) 

要医療 
(受診勧奨判定値) 

51 未満 51～100 101 以上 

肝臓、胆道の臓器障害を判断するための指標です。 

胆道系酵素と呼ばれ、胆汁(肝臓が作る消化液)の流れが悪くなると血液中に出てきます。 

飲酒や肥満等による肝障害の場合に増加します。 

検査の基準値 

肝臓病（アルコール性肝障害、薬剤性肝障害など） 

胆道の病気（胆道炎、総胆管結石など） 

脂肪肝 

胆汁の流れを阻害する疾患 

γ-GT（γ-GTP）の異常に関する病気や症状 

特定保健指導の対象となる数値です。 

生活習慣を改善することで、病気を 

防ぐことができます。 

各検査項目において「病気」と判断 

される数値です。 

受診勧奨判定値を超えたからといって、 

すぐに薬物治療が始まるわけではなく、 

まずは生活習慣改善の指導が行われます。 

が ん ま  じ ー て ぃ ー   （ じ ー て ぃ ー ぴ ー ） 
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(8) 栄養・食生活（食育）と生活習慣 

ア. 栄養・食生活（食育） 
(ア) 妊娠前の肥満（BMI 25 以上）  

妊娠前の肥満は減少しているものの 14～17％と沖縄県よりも高値です。（図表 70） 
 

 
  出典:「 妊婦健診受診票（1 回目）〔妊娠届出時の肥満の者の割合〕 」 （沖縄県国民健康保険団体連合会） 

 

(イ) ３歳児健診（肥満傾向／肥満度 15%以上）  

肥満傾向の 3 歳児の割合は、4％で沖縄県と同程度で推移しています。（図表 71） 
 

 
出典:「 乳幼児健康診査報告書 」（沖縄県小児保健協会）  
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妊娠前の肥満（妊婦健診）※BMI 25以上
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図表70

（年度）
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沖縄県 石垣市

図表71

（年度）
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(ウ) 肥満傾向児（小学５年生／中学２年生） 

小学５年生、中学２年生の肥満傾向児は男女ともに全国及び沖縄県より高く、男女で見ると男子の方

が高い割合で推移しています。（図表 72）（図表 73）（図表 74）（図表 75） 
 

 
 

  
 

  
※R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし                       出典:全国体力・運動能力、運動習慣等調査 
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図表72
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図表73
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図表74
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図表75

肥満傾向児とは 

性別・年齢別・身⾧別標準体重から肥満度を

求め、肥満度が 20％以上のこどもです。 

学 童 

20%以上を軽度肥満 

30％以上を中等度肥満 

40%以上を高度肥満 

成 人 肥 満 

幼児期肥満 

25％ 
のうち 

40％ 

学童前期肥満 

70～80％ 

思春期肥満 

子どもの肥満は大人の肥満につながる 
1. 体格が形成 

されてしまうため 

2. 生活習慣が 

決まってしまうため 

出典:日本小児内分泌学会ホームページより引用 

のうち のうち 
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(エ) 国保特定健診におけるメタボリックシンドローム該当者・予備軍の状況 

40～64 歳のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の男性は、全国、沖縄県、石垣市ともに増加し

ており、令和４年度、石垣市では 61.1％を占めており、全国及び沖縄県より高い割合となっています。女性

では、全国、沖縄県、石垣市ともに減少しておりますが、令和 4 年度では 22.2％を占めており、男性同

様、全国及び沖縄県より高い割合となっています。 

（図表 76）（図表 77） 
 

 

 

 
 出典:KDB 改変システム（地域の全体像の把握） 
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図表77

（年度）



39 

(オ) 妊娠前のやせ（BMI18.5 未満）  

妊婦健診における妊娠前のやせの割合は 10.7％と沖縄県より低くなっています。（図表 78） 
 

 
出典:妊婦健診受診票(1 回目)〔妊娠届出時のやせの者の割合〕（沖縄県国民健康保険団体連合会） 

 

(カ) ３歳児健診（やせ傾向／BMI 18 未満）  

やせ傾向の 3 歳児の割合は沖縄県と同様、増加傾向で令和５年度は 3.2％となっています。 

（図表 79） 
 

  
出典:乳幼児健康診査報告書（沖縄県小児保健協会）  
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(キ) やせ傾向児（小学 5 年生／中学 2 年生） 

小学５年生のやせ傾向児の割合は、男子は全国や沖縄県と比べ低く推移しています。女子は直近で

は、全国及び沖縄県より低いです。中学２年生のやせ傾向児は男女ともに増減を繰り返しながら直近では

全国及び沖縄県より低いです。 

小学５年生と比較し、中学２年生のやせ傾向児の割合は約 2 倍です。 

（図表 80）（図表 81）（図表 82）（図表 83） 

 
 

   
 

   
※R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし                       出典:全国体力・運動能力、運動習慣等調査 
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やせって何だろう 
やせとは、脂肪が少なすぎる状態をいいます。 

どうしてやせる? 
食物はエネルギーの基です。 

無理なダイエットや偏食で日常の生活を過ごすのに必要な

エネルギーが足りなくなると、蓄積した脂肪が代わりに使用

されるため、やせていきます。 

  

やせはなぜいけないの? 
やせたままが⾧く続くと身体が細くて元気がなくなり、身⾧

が伸びなくなりがちです。また、疲れやすく勉強に集中でき

ません。 

食べた物は栄養分になり、栄養分はエネルギーになって身体を動かす燃料になります。余った栄養分は脂肪として体内に貯えられ、食事がとれない

時にはその脂肪をエネルギーとして使います。適度な脂肪は、身体にとって決して悪者ではありません。 

脂肪は燃料になる 

食べ物は栄養になる 

エネルギーを使い元気に運動 

脂肪は寒さから身体を守る 
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(ク) 65 歳以上の低栄養傾向 

65 歳以上の低栄養傾向（BMI 20 以下）の割合は全国の目標値 13％を達成しており、低く推移し

ています。（図表 84） 
 

 
出典:KDB 改変システム 

 

(ケ) 貧血 

乳児健診（後期）受診児の貧血のある児の割合は、減少がみられますが沖縄県より高い状況が続い

ています。令和 5 年度は 19.7％となっています。 1 歳 6 か月児健診受診児の貧血の状態は、減少し令

和 5 年度は沖縄県と同程度の 8.7％となっています。 （図表 85）（図表 86） 
 

  
※貧血 : Hb 値 10.9 ㎎/dl 以下                         出典:「 乳幼児健康診査報告書 」（沖縄県小児保健協会） 
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(コ) 栄養バランスに配慮した食生活 

妊婦の朝食時に主食・主菜・副菜をそろえて食べている者の割合では、週 1 回以下か無しの者の割合

が石垣市と沖縄県ともに最も多いです。 

石垣市の主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を 1 日 2 回以上ほぼ毎日食べている者の割合（20

歳以上の男女）は、全国より低く沖縄県より高いです。（図表 87）（図表 88） 
 

 
出典:石垣市、沖縄県 「 妊婦・乳幼児健診等データ利活用事業 妊娠届出時問診票集計結果 」（沖縄県こども未来部子育て支援課） 

 

 
出典:食育に関する意識調査報告書 全国、農林水産省 沖縄県・石垣市、保健医療部健康⾧寿課 
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(サ) 生活習慣病の予防や改善のための食意識や実践 

生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけて食生活を実践し

ている者の割合は、全国及び沖縄県より高い 71.2％となっています。（図表 89） 
 

 
出典:食育に関する意識調査報告書 全国、農林水産省 沖縄県・石垣市、保健医療部健康⾧寿課 

 
(シ) 共食の状況 

家族と一緒に食べる 「 共食 」 している者の割合は、朝食については全国や沖縄県より高く、夕食につい

ては全国より低く、沖縄県より高いです。（図表 90）（図表 91） 
 

  
出典:食育に関する意識調査報告書 全国、農林水産省 沖縄県・石垣市、保健医療部健康⾧寿課 

 

※ 食育に関する意識調査報告書について、沖縄県の報告書は平成 29 年と令和 4 年のみであるため平成 30 年から令和 3 年の統計データは 

なし。 
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家族と一緒に食べる「共食」をしている（ほとんど毎日）者の割合 

【 朝 食 】 
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(ス) 望ましい食習慣の定着 

3 歳児健診における朝食の欠食率は増減を繰り返しながらも低下しています。令和 5 年度 2.0％と沖

縄県より 0.5 ポイント低いです。（図表 92） 
 

 
※「朝食は毎日食べている」問いに対して「いいえ」と解答した者の割合              出典:「 乳幼児健康診査報告書 」（沖縄県小児保健協会） 
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私たちの体には、朝目覚めて太陽の光を浴びてから約 14 時間後からだんだん眠くなるように体内

時計がセットされています。生活リズムが乱れると、体内時計が狂いだし、寝つき時刻も目覚め時刻も

不規則になっていきます。特に週末に寝坊をすると、体内時計を整える太陽の光を浴びる機会を逃し

てしまい、夜更かしになる傾向が強くなります。 

 まず 1 週間、頑張って早起きをしてみましょう。1～2 週間ほど続けると体内時計は徐々に朝型に変

わり、早起きの辛さは減っていきます。早起きした分の睡眠時間は、早寝になった分で取り返せます。

早起きから始めることで、太陽の光を浴びてしっかりと朝食を摂り、体内時計の時刻合わせを行いましょ

う。 

🌞 朝日を浴びて体内時計をリセットしよう! 

朝日を浴びて 元気よく動いて ぐっすり寝る 
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朝食を毎日食べている子の割合は小学５年生・中学２年生ともに減少しています。 

また、小学５年生と比較し中学２年生は朝食を食べている子の割合が低いです。 

全国及び沖縄より低く推移しています。 

（図表 93）（図表 94）（図表 95）（図表 96） 
 

  
 

 
※R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施なし                     出典:全国体力・運動能力、運動習慣等調査 
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特定健診受診者の 「 週３回以上朝食を抜く者 」 は、全国及び沖縄県より高く推移しています。令和

４年度は 21.2％となっています。 

特定健診受診者の 「 週 3 回以上就寝前夕食を取る者 」 は、全国及び沖縄県より高く推移していま

す。令和 4 年度は 28.2％となっています。 

⾧寿健診受診者の 「 1 日 3 食きちんと食べる者 」 は、低下傾向で全国より低く、沖縄県と同程度とな

っています。令和 3 年度は 91.2％となっています。 

（図表 97）（図表 98）（図表 99） 
 

  
出典:KDB システム改変（地域の全体像の把握） 

 

 
出典:KDB システム改変（地域の全体像の把握） 
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