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52.743.1 58.251.935.144.143.944.241.247.0 60.467.956.656.755.1

32.634.1 31.835.449.532.331.230.132.7 43.9 34.526.834.230.127.3

7.612.715.323.622.322.6
9.410.6 3.86.97.8 4.65.18.322.9

12.421.0

1.40.70.0
3.10.83.32.50.00.0
2.31.92.40.0

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
Ⅲ 調査結果  
１ 成人（20 歳以上）対象調査 

１１１１）「）「）「）「食育食育食育食育」」」」についてについてについてについて    

◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは「「「「食育食育食育食育」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉をををを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

「食育」を認知している人の割合は男性で約８割、女性は９割となっています。 全体でみると、『「食育」を認知している』（「言葉も意味も知っていた」と「言葉は知っているが意味は知らなかった」の合計）は 85.3％となっており、性別にみると男性は 77.2％、女性は 90.0％で男性よりも女性の方が 12.8 ポイント高くなっています。 性・年代別にみると、男性の 40 歳以上は「言葉も意味も知っていた」が４割を超えて高く、次いで「言葉は知っているが意味は知らなかった」が３割を超えています。 一方、女性は「言葉も意味も知っていた」が 30～40 歳代で６割以上、50 歳以上で５割以上と高く、次いで「言葉は知っているが意味は知らなかった」が 30 歳代・50～60 歳代で３割以上、40 歳代・70 歳以上でそれぞれ 26.8％、27.3％となっています。 【全体、性・年代別】                      

言葉も意味も 知っていた 言葉は知っているが意味は知らなかった 言葉も意味も 知らなかった 不明・無回答  

単位：％ 
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67.059.5 71.360.854.157.556.161.165.462.966.472.569.876.074.5

29.034.9 26.035.440.539.436.932.728.133.332.325.027.821.620.4 1.20.9

2.52.4
2.13.21.43.84.5

4.01.52.0 0.92.11.70.00.0

1.90.8
0.40.60.30.00.0
0.00.7 1.50.40.00.31.24.2

0.0
1.51.91.10.00.92.52.23.90.80.00.40.3

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79）　30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「食育食育食育食育」」」」がががが重要重要重要重要であるとであるとであるとであると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

９割以上の人が「食育」を重要であると思っています。 全体でみると、「重要である」が 67.0％で最も高く、性別では男性は 59.5％、女性は 71.3％となっています。『重要である』（「重要である」と「どちらかと言えば重要である」の合計）についてみると、男性・女性ともに９割を超えています。 性・年代別にみると、男性は「重要である」が最も高く、特に 20 歳代・60 歳以上で 6割を超えています。女性も「重要である」が最も高く、40 歳代・60 歳以上で 7 割を超えています。また、すべての年齢において男性より女性の方が高くなっています。  【全体、性・年代別】                           

重要である どちらかと言え
ば重要である どちらかと言え

ば重要ではない 
重要ではない 不明・無回答  

単位：％ 
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72.272.165.445.041.236.836.429.425.120.010.22.10.2

72.478.379.752.737.043.239.331.725.422.19.81.90.5

0 20 40 60 80 100生活習慣病（高血圧、糖尿病、がん等）の増加が問題となっているから食生活の乱れ（不規則な食事、栄養バランスの崩れ等）が問題となっているから子どもの健全な発育のために必要だから食品の安全が重要だから肥満ややせすぎが問題となっているから自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れているから大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題だから食料を海外からの輸入に依存しているから自然環境と調和の取れた食料生産が重要だから食にまつわる地域の文化や伝統を守ることが重要だから消費者と生産者の間の交流や信頼が足りないと思うからその他不明・無回答 男性（Ｎ=806） 女性（Ｎ=1,462）

単位：％ 生活習慣病（高血圧、糖尿病、がん等）の増加が問題となっているから  食生活の乱れ（不規則な食事、栄養バランスの崩れ等）が問題となっているから  子どもの健全な発育のために必要だから  食品の安全が重要だから  肥満ややせすぎが問題となっているから  自然の恩恵や食に対する感謝の念が薄れているから  大量の食べ残しなど食品廃棄物が問題だから  食料を海外からの輸入に依存しているから  自然環境と調和の取れた食料生産が重要だから  食にまつわる地域の文化や伝統を守ることが重要だから  消費者と生産者の間の交流や信頼が足りないと思うから  その他  不明・無回答 

 
◆◆◆◆あなたがあなたがあなたがあなたが「「「「食育食育食育食育」」」」をををを重要重要重要重要だとだとだとだと思思思思うううう理由理由理由理由はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

トップ３は「食生活の乱れ」「生活習慣病」「子どもの健全な発育」 

となっています。 男性は「生活習慣病の増加が問題となっているから」が 72.2％で最も高く、次いで「食生活の乱れが問題となっているから」が 72.1％、「子どもの健全な発育のために必要だから」が 65.4％となっています。 一方、女性は「子どもの健全な発育のために必要だから」が 79.7％で最も高く、次いで「食生活の乱れが問題となっているから」が 78.3％、「生活習慣病の増加が問題となっているから」が 72.4％となっています。また、「子どもの健全な発育のために必要だから」については男性よりも女性の方が 14.3 ポイント高くなっています。 男性・女性ともに、「食生活の乱れ」「生活習慣病の増加」｢子どもの健全な発育のため｣が１位から３位までとなっています。  【性別】                        



 24 

51.331.131.014.211.19.40.5 13.24.9

49.836.5 41.218.47.68.61.1 9.63.9

0 10 20 30 40 50 60生活習慣病の予防などの健康づくり子どもに対する適切な食事や食習慣食品の安全性など適切な食品選択郷土料理、伝統料理などの食文化の継承農業や畜産についての体験活動食品廃棄や食品リサイクルその他実践・参加してみたいとは思わない不明・無回答 男性（Ｎ=854） 女性（Ｎ=1,503）

単位：％

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、次次次次のようなのようなのようなのような食育食育食育食育にににに関関関関するするするする取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを実践実践実践実践したりしたりしたりしたり、、、、地域活動地域活動地域活動地域活動にににに参加参加参加参加

してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

トップ３は「生活習慣病予防」「子どもの食習慣」「適切な食品選択」 

となっています。 男性は「生活習慣病の予防などの健康づくり」が 51.3％で最も高く、次いで「子どもに対する適切な食事や食習慣」が 31.1％、「食品の安全性など適切な食品選択」が 31.0％となっています。 女性は「生活習慣病の予防などの健康づくり」が 49.8％で最も高く、次いで「食品の安全性など適切な食品選択」が 41.2％、「子どもに対する適切な食事や食習慣」が 36.5％となっています。また、「食品の安全性など適切な食品選択」については男性よりも女性の方が 10.2ポイント高くなっています。 男性・女性ともに、「生活習慣病の予防などの健康づくり」「子どもに対する適切な食事や食習慣」｢食品の安全性など適切な食品選択｣が１位から３位までとなっています。  【性別】                       
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89.284.891.764.669.4 80.387.991.696.775.8 86.092.994.995.395.8

11.4 10.1 12.72.52.8
1.80.0

1.41.2

2.6
3.6 3.1 1.9

6.8 5.12.50.7

1.9
0.40.0

1.80.50.3

2.43.5
6.3 6.3 3.8

5.3 3.41.8
5.32.6

1.20.5

5.18.13.520.7 10.24.5
12.15.52.54.10.61.9

0.70.81.30.50.00.01.90.90.70.00.00.40.0

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
２２２２））））食生活食生活食生活食生活についてについてについてについて    

◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べますかべますかべますかべますか。。。。    

 【全体、性・年代別】                         

９割の人は朝食を食べています。 全体でみると、『朝食を食べる』（「ほとんど毎日食べる」と「週４～５日は食べる」と「週２～３日は食べる」の合計）が 94.2％となっています。性別にみると男性は 91.1％、女性は 96.1％となっています。 性・年代別にみると、男性の 20～30 歳代と女性の 20 歳代は『朝食を食べる』が低くなっています。また、男性は年齢が上がるにつれて「ほとんど毎日食べる」が高くなっており、60 歳以上は「ほとんど毎日食べる」が 9 割を超えています。一方、女性は 40 歳以上で「ほとんど毎日食べる」が 9 割を超えています。 ほとんど毎日 食べる 週４～５日は 食べる 週２～３日は 食べる ほとんど 食べない 不明・無回答  

単位：％ 
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36.535.837.3 24.519.5 29.7 13.6 4.66.5 9.58.910.222.017.8 1.72.42.1
2.5 5.14.95.0全体（N=241）男性（N=123）女性（N=118）

91.788.393.7 6.810.34.9 1.31.41.5全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503） 単位：％ 

単位：％ 

 
◆◆◆◆朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べないべないべないべない理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。    

「食べる時間がないから」が朝食を食べない最大の理由です。 男性・女性ともに「食べる時間がないから」が最も高く、それぞれ 35.8%、37.3％となっています。次いで男性は「いつも食べないから」が 22.0%となっています。一方、女性は「食欲がないから」が 29.7%と続いています。「食欲がないから」については女性の方が男性よりも 10.2 ポイント高くなっています。  【全体、性別】            
◆◆◆◆今朝今朝今朝今朝はははは朝食朝食朝食朝食をををを食食食食べまべまべまべましたかしたかしたかしたか。。。。    

男性の１割が今朝は朝食を食べていません。 「食べた」は男性が 88.3%、女性が 93.7%となっています。男性は「食べなかった」が10.3％となっています。  【全体、性別】             

食べる時間がない
から 食欲がないから 

いつも食べない から 太りたくないから 
朝食が用意され

ていないから その他 不明・無回答  

食べた 食べなかった 不明・無回答  
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48.345.649.829.138.739.445.950.956.235.634.5 48.949.559.162.0

4.65.74.06.3 7.27.9 4.0 2.65.37.2 6.42.7 1.81.9

14.33.8 4.5 7.69.7 17.08.312.3 8.917.3 21.111.6

3.8
1.5 3.0

8.68.2 9.017.7 12.6
9.8 14.5

5.6

3.23.9 2.95.1 2.72.4 5.84.5

8.311.56.611.4 12.621.311.914.4

9.29.09.410.8 8.77.68.07.214.07.59.7

4.52.7
2.3

8.3
12.49.1

7.9

1.9 0.3

3.13.9 2.77.23.9 6.4
5.0 4.4

1.8 2.0
5.3

8.7 6.4
12.57.8

5.3 5.9
2.8 1.8

3.8
3.4 3.92.0

2.6
2.33.2

9.6
9.4 7.57.1

3.9
6.7

16.5
19.7 5.7 0.9

2.21.46.33.60.0
2.60.81.71.11.7

3.2全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆食食食食べたべたべたべた人人人人はははは食食食食べたものをべたものをべたものをべたものをＡＡＡＡからからからからＥＥＥＥ群群群群ごとにごとにごとにごとに選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。またまたまたまた、、、、食食食食べなべなべなべな

かったかったかったかった人人人人はははは朝食朝食朝食朝食でよくでよくでよくでよく食食食食べるものをべるものをべるものをべるものを選選選選んでくださいんでくださいんでくださいんでください。。。。    

主食と副菜などを組み合わせる人は年代が高くなるほど多くなります。 全体でみると、「A、Ｂ、Ｄ群とその他の群」が 48.3％で最も高く、性別にみると男性は45.6％、女性は 49.8％となっています。 性・年代別にみると、男性は年齢が上がるにつれて「A、Ｂ、Ｄ群とその他の群」が高くなっており、60 歳以上で 5 割を超えています。 女性についても 30 歳以降は年齢が上がるにつれて「A、Ｂ、Ｄ群とその他の群」が高くなっており、60 歳以上で６割程度となっています。 【全体、性・年代別】                             

Ａ、Ｂ、Ｄ群と その他の群 Ａ、Ｂ、Ｃ群のみ Ａ、Ｃ、Ｄ群のみ Ａ、Ｂ群のみ Ａ、Ｃ群のみ Ａ、Ｄ群のみ Ａ群のみ その他 不明・無回答  

【参考】 Ａ群 １ なし ２ ごはん ３ 食パン ４ 調理パン ５ 菓子パン ６ コーンフレーク Ｂ群 １ なし ２ 卵料理 ３ 魚類（ちりめんじゃこ・かまぼこなども含む） ４ 肉類（ハム・ソーセージも含む） ５ 納豆 Ｃ群 １ なし ２ 牛乳 ３ ヨーグルト ４ チーズ Ｄ群 １ なし ２ 野菜料理（サラダ・煮物・おひたしなど） ３ くだもの ４ みそ汁 ５ 漬け物 Ｅ群 １ なし  ２ ゼリー ３ 野菜ジュース ４ 清涼飲料水 ５ おかし その他 （                         ）  
単位：％ 
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19.923.017.8 29.128.818.119.123.022.913.621.712.918.018.420.8

6.4 10.04.3 16.518.018.14.99.1 5.1
2.6

7.9 20.318.916.55.85.215.96.07.9 10.26.14.6

31.645.756.763.366.7 59.867.274.365.870.268.1

1.72.5
1.5

2.8

9.6
4.3 4.7

2.0 12.1
11.59.1

33.368.4 53.262.6

2.63.7

3.13.3
1.40.70.0
2.51.60.9
2.52.1全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、１１１１週間週間週間週間のうちのうちのうちのうち１１１１人人人人でででで夕食夕食夕食夕食をとるをとるをとるをとる回数回数回数回数はははは何回何回何回何回ぐらいですかぐらいですかぐらいですかぐらいですか。。。。    

１人で夕食をとる回数は男性の方が多いです。 全体でみると、「ほとんどない」が 62.6％で最も高く、性別にみると男性が 53.2％、女性は 68.4％となっています。 性・年代別にみると、男性は 50 歳以上で「ほとんどない」が 5 割を超えて高くなっており、60 歳以上は６割を超えています。男性の 20 歳代・30 歳代では「ほとんど毎日」がそれぞれ 29.1％・28.8%と 3 割近くになっています。 女性は 30 歳以上で「ほとんどない」が 6 割を超えて高く、20 歳代についても 59.8％と高くなっています。女性の 30 歳代・70 歳以上で「ほとんど毎日」が 21.7％・20.8％となっています。 男性・女性ともに、１人で夕食をとることは「ほとんどない」が最も高くなっていますが、『１人で夕食をとる』（「ほとんど毎日」と「週 4～5 日程度」と「週 2～3 日程度」の合計）については、男性の 20 歳代・30 歳代で 65.9％、65.7％と高くなっています。  【全体、性・年代別】                        

ほとんど毎日 週４～５日程度 週２～３日程度 ほとんどない 不明・無回答  

単位：％ 
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39.343.936.534.2 48.639.4 52.243.441.835.638.732.533.235.4 46.3

53.048.855.858.2 47.752.0 44.648.747.156.858.361.858.354.7 42.6 8.37.97.15.43.0
4.42.57.12.76.36.4

6.17.8

5.95.2

2.82.0
0.01.40.4
3.51.53.30.61.61.3
1.82.11.30.9

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆米飯米飯米飯米飯（（（（カレーライスカレーライスカレーライスカレーライスやややや丼丼丼丼などもなどもなどもなども含含含含むむむむ））））をををを１１１１日何回食日何回食日何回食日何回食べますかべますかべますかべますか。。。。    

ほとんどの人が毎日お米を食べています。 全体でみると、「1～2 回」が 53.0％で最も高く、性別にみると男性は 48.8％、女性は55.8％となっています。 性・年代別にみると、男性の 20 歳代・40 歳代で「１～２回」が 58.2％・52.0％となっており、50 歳代は「ほぼ毎食」が 52.2％となっています。 一方、女性はすべての年代で「１～２回」が高く、特に 40 歳代で 61.8％と６割を超えています。 『１日に米飯を食べる』（「ほぼ毎食」と「１～２回」の合計）をみると、男性・女性ともに 70 歳以上を除くすべての年代で９割を超えています。  【全体、性・年代別】                           

ほぼ毎食 １～２回 ほとんど 食べない 不明・無回答  
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31.426.934.116.519.823.617.2 30.5 45.128.826.828.228.137.1 56.5

21.626.718.624.1 42.334.635.7 19.9 11.123.527.220.422.414.0 6.5

45.957.0 35.139.445.946.9
45.550.048.147.7 35.2

45.540.5

45.143.9

1.21.91.41.40.4
2.72.33.31.32.42.5
1.92.51.32.7

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、食事食事食事食事のののの時時時時、、、、時間時間時間時間をかけてをかけてをかけてをかけて、、、、よくよくよくよく噛噛噛噛んでんでんでんで食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか。。。。    

70 歳以上でよく噛んで食べている人の割合が高くなっています。 全体でみると、「どちらともいえない」が 45.1％で最も高く、性別でみると男性は 43.9％、女性は 45.9％となっています。 性・年代別にみると、男性の 20 歳代・40～60 歳代は「どちらともいえない」が高く、30 歳代は「いいえ」が 42.3％、70 歳以上は「はい」が 45.1％で高くなっています。 一方、女性は 70 歳以上で「はい」が 56.5％と高く、その他の年代においては「どちらともいえない」が４割以上で高くなっています。  【全体、性・年代別】                          

はい いいえ どちらとも いえない 不明・無回答  
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78.877.479.874.782.080.377.771.781.073.579.683.677.378.783.8

1.11.50.92.5 2.72.42.50.4 0.00.8 0.9 1.80.70.6 0.5

17.721.514.416.518.524.8
18.713.920.318.113.4

24.215.7

18.119.1

2.32.61.70.70.9
3.11.53.31.30.81.3
2.02.01.70.9

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは食事食事食事食事がががが楽楽楽楽しいですかしいですかしいですかしいですか。。。。    

楽しく食事している人が８割近くいます。 全体でみると、「楽しい」が 78.8％で最も高く、性別にみると男性は 77.4％、女性は 79.8％となっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「楽しい」が高く、特に 30 歳代で 82.0％、70 歳以上で 81.0%となっています。 女性についてもすべての年代で「楽しい」が高く、70 歳以上で 83.8％、40 歳代で 83.6％となっています。 男性・女性ともに、すべての年代で「楽しい」が 7 割を超えています。  【全体、性・年代別】                          

楽しい 楽しくない どちらとも いえない 不明・無回答  

単位：％ 



 32 

0.0
9.4 17.84.7 20.3 27.926.811.112.9

26.5 46.827.029.926.118.613.7 40.934.930.023.420.517.6

30.437.842.765.979.1 42.452.363.669.876.376.9

0.6
1.74.6

2.32.10.40.3

2.7
0.01.33.24.7
0.71.22.0

0.00.0
9.85.04.7

27.42.0
0.90.3

24.525.6
41.466.0 53.461.4

1.50.91.1
5.23.10.80.92.12.32.4

2.5

2.9

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、外食外食外食外食をすることがありますかをすることがありますかをすることがありますかをすることがありますか。。。。    

ほとんど外食をしていない人は６割程度となっています。 全体でみると、「ほとんど外食しない」が 61.4％で最も高くなっています。性別にみると男性は 53.4％、女性は 66.0％と男性より 12.6 ポイント高くなっています。 性・年代別にみると、男性の 20 歳代を除くすべての年代で「ほとんど外食しない」が高く、特に 70 歳以上では 79.1%となっています。男性の 20 歳代は「毎日していないが週に数日外食をしている」が 46.8%となっています。 女性はすべての年代で「ほとんど外食しない」が最も高く、年代が上がるにつれて高くなっています。女性の 20 歳代は「毎日していないが週に数日外食をしている」が 40.9%となっています。  【全体、性・年代別】                        

平日は１日２回以
上外食をしている 

平日は１日１回 外食をしている 毎日していないが 
週に数日外食を

している ほとんど外食 しない 不明・無回答  
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3.13.62.72.59.0
8.514.35.1 20.3 19.821.319.77.55.97.63.44.65.85.35.1

16.8 32.927.932.331.819.915.7 29.521.716.412.213.215.7

13.97.18.911.111.1 9.89.48.210.210.88.3

19.4 18.320.2 17.718.017.313.423.517.0 20.524.318.621.020.516.2

38.0 26.844.1 11.418.915.721.034.144.4 29.537.049.346.846.546.8

1.5

0.41.01.83.2
2.6
2.0

4.50.4
3.12.53.81.5

5.5
25.419.8

5.49.5 9.69.6

4.6
0.41.53.33.50.6
1.30.90.8
2.01.8全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル（（（（500ml500ml500ml500ml））））・・・・缶缶缶缶・・・・紙紙紙紙パックパックパックパックなどのなどのなどのなどの飲料飲料飲料飲料をどれくらいをどれくらいをどれくらいをどれくらい飲飲飲飲みますみますみますみますかかかか。。。。    

男性の方がペットボトルなどの飲料を多く飲んでいます。 全体でみると、「ほとんど飲まない」が 38.0％で最も高くなっています。性別にみると男性は「ほとんど飲まない」が 26.8％、「1 日 1 本程度」が 25.4％と続いています。女性は「ほとんど飲まない」が 44.1％で最も高く、男性より 17.3 ポイント高くなっています。 性・年代別にみると、男性の 20～50 歳代は｢１日に１本程度｣、60 歳以上は「ほとんど飲まない」が高くなっています。 一方、女性は 30 歳以上で「ほとんど飲まない」が高く、40 歳以上では 4 割を超えています。女性の 20 歳代は「1 日 1 本程度」と「ほとんど飲まない」がともに 29.5％となっています。 『１日１本以上』（｢１日に３本以上｣と「１日に２本程度」と｢１日に１本程度｣の合計）について男性の 20～50 歳代は 5 割を超えています。  【全体、性・年代別】                         

１日に３本以上 １日に２本程度 １日に１本程度 ２日に１本程度 ３日に１本程度 ほとんど飲まない 
不明・無回答  
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48.440.822.720.212.810.08.91.60.3

43.131.222.0 42.58.7 20.96.11.20.6

0 10 20 30 40 50 60お茶紅茶・コーヒ－（糖類やミルクなどを含む）水牛乳・乳酸飲料スポーツドリンク野菜・果物のジュース炭酸飲料その他の清涼飲料水不明・無回答 男性（Ｎ=608） 女性（Ｎ=817）

単位：％

 
◆◆◆◆どのようなどのようなどのようなどのような飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを買買買買いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

「お茶」を選ぶ人は４割以上います。 男性は「お茶」が 48.4%で最も高く、次いで「紅茶・コーヒー（糖類やミルクなどを含む）」が 40.8%となっています。 一方、女性は「お茶」が 43.1%で最も高く、次いで「牛乳・乳酸飲料」が 42.5%となっています。また、「牛乳・乳酸飲料」は男性より女性の方が 22.3 ポイント高くなっています。 男性・女性ともに、「お茶」が高くなっています。  【全体、性別】                       
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1.39.011.415.3 13.49.66.27.2 14.411.59.38.56.17.4

32.924.431.233.228.116.731.538.236.931.927.8

54.352.955.149.446.852.054.153.158.261.4 53.248.650.259.960.6

1.30.90.62.61.50.40.41.20.60.53.41.82.14.52.63.53.27.93.63.81.94.02.7

0.30.90.01.81.31.51.31.31.3 1.60.00.91.21.0 9.29.7 31.330.632.0 33.3

2.8

2.7
1.0

0.8
1.11.61.4全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆夕食夕食夕食夕食でででで調理済調理済調理済調理済みみみみ食品食品食品食品（（（（おおおお弁当弁当弁当弁当、、、、おおおお惣菜惣菜惣菜惣菜、、、、レトルトレトルトレトルトレトルト食品食品食品食品、、、、冷凍食品冷凍食品冷凍食品冷凍食品などですぐなどですぐなどですぐなどですぐ

にににに食食食食べられるものべられるものべられるものべられるもの））））をををを利用利用利用利用しますかしますかしますかしますか。。。。    

男性・女性ともに半数以上の人はほとんど利用していません。 全体でみると、「ほとんど利用しない」が 54.3％で最も高く、性別にみると男性は 52.9％、女性は 55.1％となっています。 性・年代別にみると、男性のすべての年代で「ほとんど利用しない」が最も高く、特に 40歳以上は 5 割を超えています。 女性についてもすべての年代で「ほとんど利用しない」が最も高く、特に 20 歳代・70 歳以上で６割を超えています。 男性の 30 歳代と女性の 40 歳代は『週に 1 回以上』（「ほとんど毎日」と「週５～６回」と「週３～４回」と「週１～２回」の合計）が 5 割を超えています。  【全体、性・年代別】                       

ほとんど毎日 週５～６回 週３～４回 週１～２回 ほとんど利用 しない 不明・無回答  
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55.930.729.119.818.813.46.45.22.6

61.125.519.9 40.620.110.54.16.10.6

0 20 40 60 80調理時間が短縮できるから必要な量だけ買えばよいから料理を作るのが面倒だから品数を増やしたいから家では作れない料理だからおいしいから家族が好むからその他不明・無回答 男性（Ｎ=388） 女性（Ｎ=658）

単位：％

 
◆◆◆◆調理済調理済調理済調理済みみみみ食品食品食品食品をををを利用利用利用利用するするするする理由理由理由理由はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

調理時間が短縮できるという理由で調理済み食品を利用しています。 男性は「調理時間が短縮できるから」が 55.9％で最も高く、次いで「必要な量だけ買えばよいから」が 30.7％、「料理を作るのが面倒だから」が 29.1％と続いています。 女性は「調理時間が短縮できるから」が 61.1％で最も高く、次いで「品数を増やしたいから」が 40.6％となっています。また、「品数を増やしたいから」は男性より女性の方が 20.8ポイント高くなっています。 男性・女性とも「調理時間が短縮できるから」という理由で、調理済み食品を利用しています。  【性別】                       
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54.610.5 79.7
15.08.39.317.0 29.5 64.7 85.489.292.187.0

4.14.6 3.810.14.5 2.43.84.9 3.9
4.211.48.1 7.112.15.8 4.6

16.523.624.817.7 17.6

24.255.3 6.557.061.3 50.449.759.7

6.0

7.23.8

2.62.8
5.3 5.5 4.33.4 1.50.5

12.1 10.6 3.62.0

7.7 5.4

0.91.4
16.7 11.1 3.91.7

17.1 4.719.7 10.0

1.82.0
52.9 34.8 8.12.51.22.3

1.81.31.1
2.71.61.3
1.50.00.4

1.62.2

3.9
1.7

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは自分自分自分自分でででで料理料理料理料理をををを作作作作りますかりますかりますかりますか。。。。    

男性はほとんど作らない人が多く、 

女性はほとんど毎日作っている人が多くなっています。 全体でみると、「ほとんど毎日」が 54.6％で最も高くなっています。性別にみると男性は「ほとんど作らない」が 55.3％で最も高くなっており、女性は「ほとんど毎日」が 79.7％で男性よりも 69.2 ポイント高くなっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「ほとんど作らない」が最も高く、特に 30歳代では 61.3％と６割を超えています。その他の年代についても 5 割を超えています。 一方、女性は 20 歳代を除くすべての年代で「ほとんど毎日」が最も高く、40 歳以上では８割を超えています。20 歳代については「ほとんど作らない」が 34.8％で、次いで「ほとんど毎日」が 29.5％となっています。  【全体、性・年代別】                       

ほとんど毎日 週に４～５日程度 
週に２～３日程度 

月に数日 （休日など） ほとんど作らない 
不明・無回答  
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38.742.736.326.627.035.440.849.6 60.825.023.031.831.5 44.7 56.0

42.636.346.648.145.9 41.740.832.719.643.251.5 52.954.9 40.6 33.8

7.316.521.612.72.73.918.214.0 7.53.8 2.3

7.611.011.912.4
9.1

0.0
1.8

11.0

4.4

9.78.2

5.6
7.111.5

5.1
7.5

12.1
4.58.59.48.9

2.31.70.71.53.33.10.60.80.91.31.31.91.6全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆あなたのあなたのあなたのあなたの現在現在現在現在のののの食生活食生活食生活食生活をををを、、、、どのようにどのようにどのようにどのように思思思思っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。    

60 歳以上を除くすべての年代で半数以上が問題があると思っています。 全体でみると、「多少問題がある」が 42.6％で最も高くなっています。性別にみると男性は「問題ない」が 42.7％で最も高く、女性は「多少問題がある」が 46.6％で最も高くなっています。『問題がある』（「多少問題がある」と「問題がある」の合計）は全体で５割を超えています。 性・年代別にみると、男性の 20～40 歳代は「多少問題がある」が最も高く４割を超えています。50 歳代は「多少問題がある」と「問題がある」が 40.8％となっており、60 歳以上は「問題ない」が最も高くなっています。 一方、女性は 20～50 歳代で「多少問題がある」が最も高く、30 歳以上は５割を超えています。60 歳以上は「問題ない」が最も高くなっています。  【全体、性・年代別】                         

問題ない 多少問題がある 
問題がある わからない 不明・無回答  

単位：％ 
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49.136.629.814.09.99.99.24.10.3

50.532.617.57.2 10.2 24.26.06.40.7

0 10 20 30 40 50 60食事のバランスが悪い食べすぎる食事の時間が不規則中食や外食が多い好き嫌いが多い間食が多い食事を抜くことがあるその他不明・無回答 男性（Ｎ=393） 女性（Ｎ=810）

単位：％
 
◆◆◆◆あなたのあなたのあなたのあなたの食生活食生活食生活食生活のののの問題問題問題問題はははは、、、、どのようなことですかどのようなことですかどのようなことですかどのようなことですか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

約半数が「食事のバランスが悪い」を問題点としてあげています。 「食事のバランスが悪い」が男性・女性でそれぞれ 49.1％、50.5％と最も高く、次いで「食べすぎる」がそれぞれ 36.6％、32.6％となっています。３番目に男性は「食事の時間が不規則」が 29.8％となっており、女性よりも 12.3 ポイント高くなっています。女性は「間食が多い」が 24.2％となっており、男性よりも 14.3 ポイント高くなっています。  【性別】                        
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38.222.8 47.225.317.118.918.526.528.135.643.847.543.452.055.1

30.730.3 30.935.436.026.0 36.926.126.8 40.9 34.935.033.2 26.019.4

18.638.045.052.8 43.945.1
18.716.822.018.114.8 3.810.6

22.739.9

27.944.5

1.40.72.6
2.20.85.20.62.41.3
3.12.33.31.8

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「食事食事食事食事バランスガイドバランスガイドバランスガイドバランスガイド」」」」をををを知知知知っていましたかっていましたかっていましたかっていましたか。。。。    

「食事バランスガイド」を知っている人は女性の方が多くなっています。 全体でみると、「言葉も意味も知っていた」が 38.2％で最も高くなっています。性別にみると男性は「言葉も意味も知らなかった」が 44.5％で最も高く、女性は「言葉も意味も知っていた」が 47.2％で最も高くなっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「言葉も意味も知らなかった」が最も高く、特に 40 歳代は 52.8％と５割を超えています。 一方、女性は 20 歳代を除くすべての年代で「言葉も意味も知っていた」が最も高く、特に 60 歳以上では５割を超えています。20 歳代は「言葉やコマの絵は見たことがあるが、意味は知らなかった」が 40.9％となっています。  【全体、性・年代別】                  

言葉も意味も 知っていた 言葉やコマの絵は 
見たことがあるが 

意味は知らなかっ
た 言葉も意味も 知らなかった 不明・無回答  
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14.110.314.9 45.643.1 46.3 38.039.746.7 0.50.00.7全体（N=912）男性（N=195） 女性（N=710）

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、「、「、「、「食事食事食事食事バランスバランスバランスバランスガイドガイドガイドガイド」」」」をををを参考参考参考参考ににににメニューメニューメニューメニューをををを考考考考えたりえたりえたりえたり選選選選んだりしんだりしんだりしんだりし

ていますかていますかていますかていますか。。。。    

知っている人のうち参考にしている人は６割程度となっています。 男性は「参考にしていない」が 46.7％で最も高く、次いで「時々参考にしている」が 43.1％となっています。 一方、女性は「時々参考にしている」が 46.3％で最も高く、次いで「参考にしていない」が 38.0％となっています。 『参考にしている』（「ほぼ毎日参考にしている」と「時々参考にしている」の合計）は男性で 53.4％、女性で 61.2％と女性の方が高くなっています。  【全体、性別】            

ほぼ毎日参考にしている 時々参考に している 参考に していない 不明・無回答  

単位：％ 
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37.230.6 41.022.828.832.331.232.730.727.335.740.439.046.849.1

47.646.6 48.143.0 41.4 52.049.044.249.048.5 52.351.850.8 45.938.4

25.319.8 14.218.517.7

7.4 4.7

8.7
14.422.7 10.66.48.8

17.711.9

2.31.50.71.41.31.54.64.01.31.68.99.0 1.44.42.5

2.81.2

0.80.7

0.70.00.00.01.31.30.00.00.90.0
0.9全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
３３３３））））食食食食のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心についてについてについてについて    

◆◆◆◆食品食品食品食品のののの安全性安全性安全性安全性にににに不安不安不安不安をををを感感感感じていますかじていますかじていますかじていますか。。。。    

７割以上の人が不安を感じており、女性の方がより多く感じています。 全体でみると、「多少は感じている」が 47.6％で最も高く、性別にみると男性は 46.6％、女性は 48.1％となっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「多少は感じている」が最も高く、40 歳代では 52.0％と５割を超えています。『感じている』（｢感じている｣と｢多少は感じている｣の合計）は 40～50 歳代で８割以上と高くなっています。 一方、女性は 20～50 歳代で「多少は感じている」、60 歳以上は「感じている」が最も高くなっています。『感じている』は 40 歳代・60 歳代で９割以上と高くなっています。 不安を『感じている』が男性・女性ともに高く、各年代とも男性よりも女性の方が高くなっています。  【全体、性・年代別】                         

感じている 多少は感じている 
あまり 感じていない 感じていない 不明・無回答  

単位：％ 
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47.838.5 53.222.829.729.137.643.4 54.933.337.9 51.449.8 65.868.5

40.743.0 39.845.640.5 55.144.642.5 32.747.0 53.2 42.544.7 30.125.9

21.519.8 11.814.69.7

2.83.2

8.513.1

8.513.6 8.55.04.7

5.5

0.90.0

2.34.90.99.010.13.93.24.02.66.10.01.10.01.90.9

0.7
0.00.90.00.00.41.30.00.40.00.7

0.50.7全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆食食食食品品品品をををを購入購入購入購入するするするする際際際際にににに、、、、食品表示食品表示食品表示食品表示にににに気気気気をつけていますかをつけていますかをつけていますかをつけていますか。。。。    

女性の９割以上が食品表示に気をつけています。 全体でみると、「気をつけている」が 47.8％で最も高くなっています。性別にみると男性は「多少は気をつけている」が 43.0％で最も高く、女性は「気をつけている」が 53.2％で最も高くなっています。『気をつけている』（｢気をつけている｣と｢多少は気をつけている｣の合計）では、男性が 81.5％、女性が 93.0％となっています。 性・年代別にみると男性は 20～50 歳代で「多少は気をつけている」、60 歳以上は「気をつけている」が最も高くなっています。『気をつけている』は 40 歳以上で８割を超えて高くなっています。 女性は 20～30 歳代で「多少は気をつけている」、40 歳以上は「気をつけている」が最も高くなっています。『気をつけている』は 30 歳以上で９割を超えて高くなっています。  【全体、性・年代別】                       

気をつけている 多少は 気をつけている あまり 気をつけていない 
気をつけていない 

不明・無回答  
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89.167.548.736.122.820.815.112.611.96.31.00.6

91.277.961.655.243.626.124.616.914.59.41.70.2

0 20 40 60 80 100賞味（消費）期限産地・生産者名添加物原材料名遺伝子組み換え食品の有無保存方法栄養成分表示内容量使用方法アレルギー物質その他不明・無回答 男性（Ｎ=696） 女性（Ｎ=1,397）

単位：％

 
◆◆◆◆気気気気をつけているをつけているをつけているをつけている食品表示食品表示食品表示食品表示はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

賞味（消費）期限を気をつけている人は９割程度となっています。 男性は「賞味（消費）期限」が 89.1％で最も高く、次いで「産地・生産者名」が 67.5％となっています。 女性は「賞味（消費）期限」が 91.2％で最も高く、次いで「産地・生産者名」が 77.9％となっています。 男性・女性ともに、「賞味（消費）期限」が最も高く、次いで｢産地･生産者名｣｢添加物｣｢原材料名｣と同じ順番で続いています。  【性別】               
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14.517.113.3 30.417.122.812.712.417.026.520.015.013.96.75.6

18.515.720.0 12.711.7 18.121.014.614.4 18.921.725.413.221.119.4

34.324.127.9 24.428.036.330.1 28.028.530.739.336.039.8

5.112.68.8
13.916.713.4

8.2
8.4

14.112.914.67.612.610.210.819.616.213.915.314.317.6

32.729.7

11.19.44.59.28.3
11.29.3 12.410.8

2.32.61.83.13.08.32.6

5.03.110.19.9 7.911.5

0.50.6

0.30.1 0.40.00.0 0.00.60.00.0 1.50.00.40.00.91.2

0.91.10.90.00.0 0.00.62.22.0 2.30.01.10.3
0.50.9
4.0

2.86.01.010.1
5.2 2.31.30.71.0

6.43.99.9
7.613.3

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆野菜野菜野菜野菜をををを購入購入購入購入するするするする時時時時、、、、どのようなどのようなどのようなどのような点点点点をををを最最最最もももも重視重視重視重視していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    

「鮮度」「価格」「産地」が重視されています。 全体でみると、「鮮度」が 32.7％で最も高く、性別にみると男性は 29.7％、女性は 34.3％となっています。 性・年代別にみると、男性は 20 歳代を除くすべての年代で「鮮度」が最も高く、60 歳以上では３割を超えています。20 歳代は「価格」が 30.4％となっています。 女性はすべての年代で「鮮度」が最も高く、40 歳以上では３割を超えています。「価格」は年代が上がるにつれて低くなっています。  【全体、性・年代別】                          

価格 産地 鮮度 安全性 見た目の色・形 味 その他 特にない 不明・無回答  
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16.215.116.811.415.316.512.114.220.38.38.514.311.921.1 34.3

66.160.1 70.162.061.364.668.857.549.773.580.073.274.966.1 52.3

0.30.00.0 0.00.60.00.7 0.0 0.00.40.00.60.9

20.312.614.622.622.2 11.4 9.89.68.59.16.9

0.2 0.3
18.0 9.018.712.7

2.32.0

3.24.32.66.34.54.73.84.03.35.31.72.53.13.21.2

1.51.51.20.00.91.60.01.8
0.00.01.7
3.91.5

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
４４４４））））地産地消地産地消地産地消地産地消・・・・食文化食文化食文化食文化のののの伝承等伝承等伝承等伝承等についてについてについてについて    

◆◆◆◆地元地元地元地元やややや奈良県産奈良県産奈良県産奈良県産のののの食材等食材等食材等食材等があればがあればがあればがあれば、、、、購入購入購入購入したいですかしたいですかしたいですかしたいですか。。。。    

購入したいと考えている人が８割以上います。 全体でみると、「他と同じぐらいの価格であれば購入したい」が 66.1％で最も高くなっています。『購入したい』（「多少高くても購入したい」と「他と同じぐらいの価格であれば購入したい」の合計）では全体で 82.3％となっており、性別にみると男性は 75.2％、女性は86.9％となっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「他と同じぐらいの価格であれば購入したい」が最も高く、20～50 歳代では 6 割を超えています。「産地のことはこだわらない」は 20歳代・60 歳以上で 2 割を超えており、他の年代よりも高くなっています。 女性はすべての年代で「他と同じぐらいの価格であれば購入したい」が最も高く、20～50歳代で 7 割を超えています。70 歳以上では「多少高くても購入したい」が 34.3％と他の年代よりも高くなっています。  【全体、性・年代別】                         

多少高くても 購入したい 他と同じくらいの価格であれば 購入したい 購入したくない 
産地のことは こだわらない わからない 不明・無回答  
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64.961.543.142.435.834.729.919.13.61.8

75.569.640.1 54.139.730.727.018.41.71.7

0 20 40 60 80 100手に入りやすい価格が安い県産食材の販売に関する情報提供学校、保育所給食などでの利用地産地消フェアなどのイベントの実施県産食材の種類に関する情報提供飲食店などでの利用促進学校での食に関する教育の充実その他不明・無回答 男性（Ｎ=854） 女性（Ｎ=1,503）

単位：％

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、地産地消地産地消地産地消地産地消をををを拡大拡大拡大拡大するためにはするためにはするためにはするためには、、、、どのようなことがどのようなことがどのようなことがどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いまいまいまいま

すかすかすかすか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

手に入りやすく、価格が安いことが必要だと思われています。 男性は「手に入りやすい」が 64.9％で最も高く、次いで「価格が安い」が 61.5％となっています。 女性は「手に入りやすい」が 75.5％で最も高く、次いで「価格が安い」69.6％となっています。また、「学校、保育所給食などでの利用」については 54.1％と高く、男性よりも 11.7ポイント高くなっています。  【性別】                        



 48 

24.623.425.324.121.622.021.725.224.222.723.821.122.427.833.8

44.944.045.735.437.844.946.547.844.449.246.845.744.4 48.240.7

24.330.431.5 26.825.523.924.225.827.728.628.818.716.7

26.225.0

1.9 2.03.43.91.32.33.93.15.15.510.18.12.55.33.5

6.93.2

2.11.1

1.00.70.40.03.3
0.00.9
0.01.30.8
2.0全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、伝統料理伝統料理伝統料理伝統料理やややや郷土料理郷土料理郷土料理郷土料理についてについてについてについて関心関心関心関心がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。    

７割程度の人は伝統料理や郷土料理について関心があります。 全体でみると、「多少関心がある」が 44.9％で最も高く、性別にみると男性は 44.0％、女性は 45.7％となっています。 性・年代別にみると、男性はすべての年代で「多少関心がある」が最も高く、40 歳以上は４割を超えています。『関心がある』（｢関心がある｣と｢多少関心がある｣の合計）は 60 歳代で 73.0％と７割を超えて高くなっています。 女性はすべての年代で「多少関心がある」が最も高く、４割を超えています。『関心がある』は 20～30 歳代・60 歳以上で７割を超えています。  【全体、性・年代別】                          

関心がある 多少関心が ある あまり 関心がない 関心がない 不明・無回答  

単位：％ 
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88.586.472.669.661.643.441.936.829.429.025.915.22.61.30.9

94.588.872.8 84.667.756.646.8 55.242.843.041.536.71.14.50.6

0 20 40 60 80 100雑煮やおせち料理などの正月料理年越しそば土用の丑の日のうなぎ節分の福豆や恵方巻きクリスマスケーキ冬至のかぼちゃ七草かゆこどもの日の柏餅・ちまき秋の彼岸のおはぎ春の彼岸のぼたもち（おはぎ）お月見の月見団子ひな祭りのあられやひし餅ほとんどないその他不明・無回答 男性（Ｎ=854） 女性（Ｎ=1,503）

単位：％

 
◆◆◆◆あなたのあなたのあなたのあなたの家庭家庭家庭家庭ではどのようなではどのようなではどのようなではどのような行事食行事食行事食行事食をををを食食食食べていますかべていますかべていますかべていますか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

行事食はお正月と年越しによく食べられています。 男性は｢雑煮やおせち料理などの正月料理｣が 88.5％で最も高く、次いで「年越しそば」が86.4％と８割を超えて高くなっています。 女性は｢雑煮やおせち料理などの正月料理｣が 94.5％で最も高く、次いで「年越しそば」が88.8％と高くなっています。また「節分の福豆や恵方巻き」についても 84.6％と８割を超えて高く、男性よりも 15.0 ポイント高くなっています。  【性別】                         
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88.987.889.884.891.085.887.388.188.985.687.292.192.288.990.3 9.46.0

8.713.95.413.410.811.58.513.6
6.86.811.9

10.59.3

0.00.60.30.40.40.00.70.40.60.00.91.30.30.60.4

0.90.30.30.00.40.80.00.00.00.80.01.80.40.40.4

2.80.9

0.70.8

0.30.70.00.02.00.01.30.00.90.0
1.0全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆食食食食べべべべ残残残残しについてしについてしについてしについて「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」とととと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

ほとんどの人が食べ残しを「もったいない」と思われています。 全体でみると「思う」が 88.9％で最も高く、性別にみると男性は 87.8％、女性は 89.8％となっています。 性・年代別にみると男性はすべての年代で「思う」が最も高く、30 歳代で 91.0％となっています。 女性はすべての年代で「思う」が最も高く、40～50 歳代・70 歳以上で９割を超えています。  【全体、性・年代別】                           

思う 多少は思う あまり 思わない 思わない 不明・無回答  
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40.431.9 45.221.517.125.228.736.7 49.730.337.442.540.0 52.961.1

44.246.1 43.655.747.7 53.549.7 44.7 32.750.0 52.848.948.5 36.328.2

9.419.030.6 18.918.517.7
8.86.0

13.118.28.18.211.2

13.019.0

1.90.6

1.22.10.73.63.82.41.30.92.0
0.00.01.31.5
2.81.5

1.20.90.90.00.90.01.90.02.6
0.30.40.40.0

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

 
５５５５））））食環境食環境食環境食環境についてについてについてについて    

◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、外食外食外食外食をしたりをしたりをしたりをしたり、、、、食品食品食品食品をををを購入購入購入購入するときにするときにするときにするときに健康健康健康健康のこのこのこのことをとをとをとを考考考考えていますえていますえていますえています

かかかか。。。。    

考えている人は多く、特に女性の 30～40 歳代は９割を超えています。 全体でみると、「時々考えている」が 44.2％で最も高く、次いで「常に考えている」が 40.4％となっています。性別にみると、男性は「時々考えている」が 46.1％、女性は「常に考えている」が 45.2％で高くなっています。 性・年代別にみると、男性は 20～60 歳代で「時々考えている」が最も高く、20 歳代・40 歳代は５割を超えています。70 歳以上は「常に考えている」が最も高く、49.7％となっています。『考えている』（「常に考えている」と「時々考えている」の合計）は 30 歳代を除いたすべての年代で８割前後と高くなっています。30 歳代は「あまり考えていない」が30.6％で他の年代よりも高くなっています。 女性は 20～50 歳代で「時々考えている」が最も高く、20～30 歳代は５割を超えています。60 歳以上は「常に考えている」が最も高く、５割を超えています。『考えている』は 30～40 歳代で９割を超えて高くなっています。 【全体、性・年代別】                       

常に 考えている 時々 考えている あまり 考えていない 全く 考えていない 不明・無回答  

単位：％ 
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16.011.018.811.49.911.811.59.712.415.216.621.117.620.519.4

43.034.9 48.232.936.933.135.037.232.7 43.2 53.246.445.449.750.0

25.236.727.937.033.832.734.0 31.1 20.427.527.8 24.022.2

17.714.213.4
28.433.6

3.83.26.13.25.5

8.415.1 4.618.0
15.913.1 6.8

0.30.01.40.70.4
3.2
1.32.10.81.32.7 3.10.92.03.0

0.30.9 1.00.43.0
1.9
1.42.11.00.03.60.82.72.60.8
4.21.50.70.70.9

1.3
1.51.21.30.00.90.00.93.30.0

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）

男　性
女　性

単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、外食外食外食外食したりしたりしたりしたり、、、、食品食品食品食品をををを購入購入購入購入するときにするときにするときにするときに、、、、栄養成分表示栄養成分表示栄養成分表示栄養成分表示をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして

いますかいますかいますかいますか。。。。    

栄養成分表示を参考にしているのは女性の方が多くなっています。 全体でみると、「時々参考にしている」が 43.0％で最も高く、性別にみると男性は 34.9％、女性は 48.2％となっています。 性・年代別にみると、男性は 20 歳代・40 歳代・70 歳以上で「あまり参考にしていない」、30 歳代・50～60 歳代で「時々参考にしている」が最も高くなっています。『参考にする』（「よく参考にする」と「時々参考にしている」の合計）についてはすべての年代で４割台となっています。 女性はすべての年代で「時々参考にしている」が最も高く、30 歳代・70 歳以上で５割を超えています。『参考にする』では 30 歳以上で６割を超えており、60 歳代は 70.2％と高くなっています。『参考にする』は、すべての年代で男性より女性の方が高くなっています。  【全体、性・年代別】                       

よく 参考にする 時々 参考にしている あまり参考にしていない 全く参考にしていない 使い方が わからない 表示があることを知らない 不明・無回答  
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42.241.825.925.321.311.26.22.53.6

53.945.928.928.821.67.85.71.32.6

0 20 40 60 80食品添加物の少ない食材の使用カロリーなど栄養成分の表示有機野菜や無農薬野菜の使用量や味付けを選べるメニュー使用した食材の産地表示栄養や健康づくりに関する情報提供アレルギー物質の表示その他不明・無回答 男性（Ｎ=854） 女性（Ｎ=1,503）

単位：％

 
◆◆◆◆あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、栄養表示栄養表示栄養表示栄養表示ややややレストランレストランレストランレストラン、、、、職場職場職場職場のののの給食施設給食施設給食施設給食施設やややや食堂食堂食堂食堂などでなどでなどでなどで、、、、食生活食生活食生活食生活のののの改改改改

善善善善やややや食育推進食育推進食育推進食育推進のためのためのためのため、、、、どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで欲欲欲欲しいですかしいですかしいですかしいですか。（。（。（。（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

食品添加物の少ない食材の使用や栄養成分の表示が望まれています。 男性は「食品添加物の少ない食材の使用」が 42.2％で最も高く、次いで「カロリーなど栄養成分の表示」が 41.8％となっています。 女性は「食品添加物の少ない食材の使用」が 53.9％で最も高く、男性よりも 11.7 ポイント高くなっています。次いで「カロリーなど栄養成分の表示」が 45.9％となっています。  【性別】                       
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20.721.020.820.321.618.920.419.025.522.017.017.923.419.625.920.522.918.421.625.8

51.052.050.854.454.149.654.853.546.450.057.058.250.848.538.453.950.350.950.245.3

17.019.013.523.614.617.713.717.418.718.218.316.712.0 17.014.417.818.313.3

5.55.14.9
4.75.85.6 4.96.56.54.66.3

5.85.9
5.1

9.418.1 5.96.55.29.4

16.916.9

5.19.85.2
7.25.55.55.6

6.3

4.3 2.10.89.24.9
0.04.7

3.62.4
1.42.7

3.7

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性
圏域別 単位：％ 

 
◆◆◆◆あなたのおあなたのおあなたのおあなたのお住住住住まいのまいのまいのまいの地域地域地域地域（（（（市町村市町村市町村市町村））））でのでのでのでの食食食食にににに関関関関することについてどのようにすることについてどのようにすることについてどのようにすることについてどのように

感感感感じていますかじていますかじていますかじていますか。。。。    ①健康的な食材が手に入りやすい 
【全体、性・年代・圏域別】                            

７割の人は健康的な食材が手に入りやすいと感じています。 全体でみると、『当てはまる』（｢当てはまる｣と｢どちらかと言えば当てはまる｣の合計）が71.7％となっており、性別にみると男性は 73.0％、女性は 71.6％と７割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまる』は男性・女性の各年代でほぼ 7 割を超えていますが、女性の 70 歳以上は 6 割程度となっています。 圏域別では、『当てはまる』がすべての圏域で７割前後となっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  



 55 

2.63.72.03.84.53.93.82.74.62.32.12.51.01.82.84.42.11.92.10.8

15.914.813.913.516.510.218.620.313.614.518.216.912.012.5 20.510.014.715.2

46.6 58.248.652.849.042.534.049.250.650.048.546.534.3 46.243.5 46.850.135.2

22.822.833.127.9
25.029.226.921.3 20.835.329.123.244.5

9.19.45.4

4.412.929.2 8.09.17.49.314.15.5

15.2 46.145.9 27.026.827.227.9
22.9 34.129.8 4.3

3.83.9
7.6 1.3
8.418.3 0.83.0

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性

 ②健康的なメニューを意識する飲食店などが多くある 
 【全体、性・年代・圏域別】                      

健康的なメニューを意識する飲食店は多くないと感じています。 全体でみると、『当てはまらない』（｢どちらかと言えば当てはまらない｣と｢当てはまらない｣の合計）が 73.1％となっており、性別にみると男性は 72.7％、女性は 73.8％と７割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまらない』は男性の 20 歳代・50 歳代、女性の 20～30 歳代で 8 割を超えて高くなっています。 圏域別では、『当てはまらない』が奈良圏域を除くすべての圏域で７割以上となっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  

単位：％ 
圏域別 
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2.02.12.01.33.62.42.50.43.30.81.32.12.02.62.32.32.41.52.31.6

12.911.813.715.211.715.714.68.88.513.615.715.412.914.39.712.910.911.516.710.2

46.245.647.740.246.551.341.2 50.048.950.752.241.234.7 44.747.948.645.242.2

38.037.831.833.2
28.928.128.725.5 32.531.231.027.732.8

8.58.95.44.5
4.713.227.8 7.77.67.48.213.3

45.945.9

32.334.130.7
31.529.133.530.7

2.9
3.9
1.71.516.36.2
0.06.7全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性

 ③食をテーマにした取り組みやイベントなど地域活動が活発である 
 【全体、性・年代・圏域別】                            

食のイベントや地域活動はあまり活発ではないと感じています。 全体でみると、『当てはまらない』が 76.6％となっており、性別にみると男性は 79.4％、女性は 75.3％と７割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまらない』は男性の 20 歳代・60 歳代、女性の 20～30 歳代、50 歳代で 8 割を超えて高くなっています。 圏域別では、『当てはまらない』がすべての圏域で７割以上となっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  

単位：％ 
圏域別 
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7.46.08.2 17.74.53.93.25.85.910.67.210.08.86.76.97.510.64.27.513.3

29.127.630.3 26.632.431.535.021.722.9 35.634.931.134.226.920.828.528.827.9 31.829.7

34.330.437.837.834.442.534.6 36.435.336.433.633.631.5 34.536.838.0 35.027.3

21.521.322.923.920.9 15.920.420.419.721.113.9 22.416.821.818.217.2

8.27.38.26.35.54.56.215.7 2.12.13.711.726.9 7.27.18.17.512.5

35.237.2 20.121.919.018.9
1.5
3.8

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性
圏域別 単位：％ 

 ④食文化や伝統、季節性などを大事にする雰囲気がある 

【全体、性・年代・圏域別】                            

食文化や伝統を大事にする雰囲気があると感じていない人が５割以上います。 全体でみると、『当てはまらない』が 55.3％となっており、性別にみると男性は 59.1％、女性は 53.3％と５割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまらない』は男性の 60 歳代で 6 割を超えており、その他の年代で 5 割を超えています。一方、女性の 20～60 歳代で『当てはまらない』は 5 割を超えています。『当てはまる』は、男性・女性ともに、20～50 歳代が 60 歳以上よりも高くなっています。 圏域別では、『当てはまる』がすべての圏域で３割以上となっており、南和圏域については43.0％と最も高くなっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  
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12.78.515.213.913.57.16.46.68.515.910.614.610.219.919.99.618.211.013.321.1

24.324.4 24.622.823.425.230.620.824.2 25.826.820.725.1 27.220.820.4 29.724.125.5 27.3

22.820.320.729.925.533.225.5 19.720.030.725.1 20.817.624.3 19.728.624.1 19.5

43.034.633.833.627.5 36.440.4 33.236.924.924.141.2 26.530.932.121.9

5.95.65.4
5.814.4
7.317.6 4.45.95.55.110.2

27.224.3
39.632.134.332.8

2.73.13.8
2.32.12.70.7

0.0
全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性
圏域別 単位：％ 

 ⑤お裾分けなど、互いに食べ物などを気軽に交換しあう関係がある 

【全体、性・年代・圏域別】                        

お裾分けなどの関係があると感じていない人が６割近くいます。 全体でみると、『当てはまらない』が 57.1％となっており、性別にみると男性は 61.5％、女性は 54.9％と男性は６割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまらない』は男性の 20 歳代・40 歳代・60 歳代と女性の40～50 歳代で 6 割を超えています。『当てはまる』は、女性の 20 歳代・60 歳代・70 歳以上で 4 割を超えています。 圏域別では、『当てはまる』がすべての圏域で３割以上となっており、東和圏域は 47.9％、南和圏域は 48.4％と高くなっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  
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3.53.03.88.93.62.40.62.73.33.01.73.23.45.35.13.54.12.74.13.1

19.416.920.912.719.820.517.215.016.321.220.425.019.319.919.421.017.420.018.319.5

42.346.842.347.246.546.535.9 47.046.8 46.446.139.229.6 41.346.543.843.735.9

30.426.831.229.227.5 26.528.123.627.123.418.1 27.123.525.226.727.3

8.47.08.66.34.56.617.0
1.812.327.8 7.08.58.27.214.1

42.844.3 25.928.824.427.9

4.13.02.3
3.11.3

全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性
圏域別 単位：％ 

 ⑥食に関する必要な情報が得られる 
 【全体、性・年代・圏域別】                            

食に関する必要な情報があまり得られないと感じています。 全体でみると、『当てはまらない』が 68.7％となっており、性別にみると男性は 73.1％、女性は 66.7％と男性は７割を超えています。 性・年代別にみると、『当てはまらない』は男性の 20～60 歳代と女性の 20～50 歳代で7 割を超えています。 圏域別では、『当てはまらない』が奈良圏域・西和圏域・南和圏域で６割以上、東和圏域・中和圏域は７割以上となっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  
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6.44.77.55.19.03.97.02.72.69.18.113.25.15.35.16.35.65.76.711.7

21.822.421.617.7 25.230.721.019.920.9 20.528.9 32.521.413.713.421.021.522.323.618.0

23.3 45.629.731.531.823.515.0 37.928.1 26.827.116.111.1 23.427.625.225.521.1

27.822.826.127.423.5 27.323.0 20.425.422.218.5 26.621.522.823.220.3

23.619.825.0 10.811.014.026.537.9 5.311.97.121.042.751.9 22.723.824.120.928.9

24.727.6 23.525.522.6 25.2 3.8
全体（N=2,387）男性（N=854）  女性（N=1,503）20歳代（N=79） 30歳代（N=111）40歳代（N=127）50歳代（N=157）60歳代（N=226）70歳以上（N=153）20歳代（N=132）30歳代（N=235）40歳代（N=280）50歳代（N=295）60歳代（N=342）70歳以上（N=216）奈良圏域（N=653）東和圏域（N=340）西和圏域（N=619）中和圏域（N=611）南和圏域（N=128）

男　性
女　性
圏域別 単位：％ 

 ⑦学校で食教育に取り組んでいる 

【全体、性・年代・圏域別】                        

学校で食教育に取り組んでいると感じていない人が半数程度います。 全体でみると、『当てはまらない』が 48.2％となっており、性別にみると男性は 53.1％、女性は 45.9％と男性は５割を超えています。 性・年代別にみると、男性は『当てはまらない』が 20 歳代で 7 割以上、30～50 歳代で5 割以上となっています。一方、女性は『当てはまらない』が 20 歳代で 6 割以上、30 歳代・50 歳代が 5 割以上となっています。 圏域別では、『当てはまらない』がすべての圏域で４割以上となっており、奈良圏域では50.0％となっています。 当てはまる どちらかと言え
ば当てはまる どちらかと言え

ば当てはまらない 
当てはまらない 不明・無回答  
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44.141.829.616.616.614.210.43.73.41.51.21.4 4.2

41.333.529.920.519.416.013.82.8 5.11.11.80.9 3.7

0 10 20 30 40 50食の安全、食品表示に関する情報食生活と生活習慣病に関する情報健康的な食生活を実践する具体的な方法妊産婦、乳幼児から高齢者まで、各年代に応じた食生活に関する情報健康に配慮した料理の技術と知識県産食材の種類や販売所の情報健康に配慮したメニュー提供や取り組みを行っているお店の情報生産体験ができる場の情報食に関する教室や地域活動の情報食生活の指導者などに関する情報食生活の相談窓口の情報その他不明・無回答 男性（Ｎ=854） 女性（Ｎ=1,503）

単位：％

 
◆◆◆◆あなたにとってあなたにとってあなたにとってあなたにとって、、、、健康的健康的健康的健康的なななな食生活食生活食生活食生活をををを営営営営むためにむためにむためにむために必要必要必要必要なななな情報情報情報情報はははは何何何何ですかですかですかですか。。。。        

（（（（複数回答複数回答複数回答複数回答））））    

食の安全、食品表示に関する情報が最も求められています。 男性は｢食の安全、食品表示に関する情報｣が 44.1％で最も高く、次いで「食生活と生活習慣病に関する情報」が 41.8％と４割を超えています。 女性は｢食の安全、食品表示に関する情報｣が 41.3％、「食生活と生活習慣病に関する情報」が 33.5％となっています。 【性別】                             

食の安全、食品表示に関する情報  食生活と生活習慣病に関する情報  健康的な食生活を実践する具体的な方法  妊産婦、乳幼児から高齢者まで、各年代に応じた食生活に関する情報  健康に配慮した料理の技術と知識  県産食材の種類や販売所の情報  健康に配慮したメニューの提供や取り組みを行っているお店の情報  生産体験ができる場の情報  食に関する教室や地域活動の情報  食生活の指導者などに関する情報  食生活の相談窓口の情報  その他  不明・無回答 


