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　投稿

大規模住民調査による生活機能評価未受診者の特性の解析
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目的　本研究では，大規模住民調査により，生活機能評価（以下，健診）未受診者の特性を明らか
にすることを目的とした。

方法　東京都A区において，要介護認定者を含む高齢者の約10％にあたる3,500名を，性，居住地
区別に層化のうえ無作為に抽出し，これらの対象の，①健診受診の有無，②要介護度，③基本
チェックリスト，④介護予防の認知，⑤体や頭の衰えを予防できる自信，⑥主観的健康感，⑦
移動能力，⑧外出頻度，⑨孤立感などについて，調査用紙を郵送して回答を求めた。回収割合
は60.3％，有効回答割合は52.2％であった。これらのデータを，受診者と未受診者の 2群に分
け，クロス集計にて未受診者の特性を分析した。さらに，健診受診有無を従属変数，健診受診
有無と統計学的に有意な関連が認められた指標を独立変数とした多重ロジスティック解析を行
い，それぞれのオッズ比を検討した。

結果　未受診者は受診者と比較して，介護予防の認知，体や頭の衰えを予防できる自信，主観的健
康感が低く，孤立感を感じている者が多かった。移動能力や外出頻度も未受診者において低
かったが，交通手段によってひとりで外出できる者は79.0％，家庭内や隣近所ではほぼ不自由
なく動き活動できるが，ひとりで遠出はできないと回答した者が9.7％と高い割合を占めてい
た。多重ロジスティック解析の結果，介護予防の認知（「よく知っていた」者に対して「全く
知らなかった」者では1.6倍（95％信頼区間（CI）：1.1-2.3），主観的健康感（「とても健康
だ」と回答した者に対して「健康ではない」と回答した者では2.9倍（95％CI：1.7-5.0）），
移動能力（「交通手段によってひとりで外出できる」者に対して「起きてはいるが，あまり動
けない」者では3.9倍（95％CI：1.7-9.3））が未受診に関連する独立した要因であった。

結論　未受診に関わる要因として，移動能力の低下，主観的健康感の低下，介護予防の知識の不足
が挙げられた。従って，健診受診者の拡大には，送迎サービスや出張サービス等の健診受診の
ための手段的な支援や，在宅で知識を向上させるための取り組みが必要と考えられた。

キーワード　地域住民調査，生活機能評価，介護予防

Ⅰ　緒　　　言

　平成18年度に介護保険法は改正され，介護予
防が重視されるようになった。そのなかの特定
高齢者施策では，要支援・要介護状態に陥るリ
スクの高い65歳以上の者を特定高齢者（二次予

防事業対象者）とし，運動器の機能向上，栄養
改善，口腔機能の向上等のサービスが提供され
ている1）。
　しかし，制度改正当初の平成18年度に特定高
齢者として把握されたのは，高齢者人口のわず
か0.6％であった2）。平成19年度の特定高齢者
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選定基準の見直しにより，平成20年度の特定高
齢者数は高齢者人口の3.7％まで増加したが，
依然として少ない。さらに，そのうち特定高齢
者施策への参加に至った者は高齢者人口の
0.5％と，国が目標とする高齢者人口の 5 ％に
は程遠い現状となっている。
　特定高齢者と把握される者が少ないことや，
介護予防事業への参加者が少ないことの理由に
は，生活機能評価受診者が少ないことが挙げら
れる。平成20年度の基本チェックリスト実施者
は8,694,702人と高齢者人口の30.7％であるも
のの，医師による生活機能評価受診者数は
1,370,939人とそのうちの15.8％とかなり低く
なっている2）。生活機能評価は，特定健康診査
等（以下，健診）と同時に実施されることが多
いので，健診未受診者の特性を調べ，生活機能
評価受診率を高め，多くの特定高齢者を把握し，
介護予防事業への参加を促すための方策を検討
する必要がある。
　健診未受診者の特性については，生命予後の
リスクを調べた研究3），社会経済的因子を調べ
た研究4）などがある。それらは，未受診者は受
診者に比べて生命予後のリスクが高く，生活習
慣，健康度自己評価が悪いことや，健診には元
気な人ほど来ており，介護予防事業の対象とな
る特定高齢者の半数は受診していない等のこと
を報告している。また，包括的な機能評価や，
介護予防事業や類似の健康プログラム等におけ
る不参加者の特性を調べた研究では，不参加に
は，認知機能が低いことや，生活環境や社会活
動性や既往症等が影響することや，年齢が高い
ことや身体機能が低いこと，性格等の要因が関
連することが報告されている5）-10）。
　このように，健診や介護予防事業等の未受診
や不参加の要因については，多方面から検討が
行われてきた。一方で，全国自治体の介護予防
事業担当者を対象とした調査においては，特定
高齢者施策の低利用率の主な理由として，対象
者の生活機能低下の自覚不足と介護予防の必要
性の理解不足が担当者の認識として挙がってお
り11），介護予防の知識や意欲等に注目した検討
も必要であると考えられる。しかし，特定健診

未受診者に対してメタボリックシンドロームの
認知との関連を調べた研究はあるが12），介護予
防に関してはそのような研究はまだ行われてい
ない。健診を通じて介護予防事業への参加につ
なげるためには，このような要因の未受診との
関連を検討することも重要であると考えられる。
　そこで，本研究では，介護予防の知識や意欲
などの要因に注目して，大規模住民調査により，
健診未受診者の特性を明らかにし，健診受診者
や介護予防事業参加者を拡大するための方策を
検討することを目的とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　対象
　平成20年度に東京都A区において，「介護予
防に関する地域調査」を実施した。この調査は，
区内の高齢者の介護予防に関わる実態を把握す
る目的で実施した。対象は，要介護認定者を含
む65歳以上の高齢者人口の約10％にあたる全
3,500名の高齢男女を居住地区別，男女別で層
化し無作為に抽出した。これらの対象に，介護
予防の認知や，地域包括支援センターの認知や
利用，主観的健康感や基本チェックリストなど
の健康状態，移動能力，外出頻度等の生活状況，
介護予防事業への参加意向について，調査用紙
を郵送して回答を依頼した。

（ 2）　説明と同意
　調査の趣旨を説明する文書を調査用紙に同封
し，データは統計学的に処理され個人を特定さ
れることはないこと，学術的な目的あるいは区
の介護予防事業計画策定の目的以外には使用し
ないことの説明を加え書面にて同意を得た。な
お，調査用紙は名前や住所等は記載せず回収し
た。

（ 3）　回収期間・回収割合
　調査用紙の回収期間は，平成21年 3 月 6 日～
平成21年 4 月 1 日までの約 1カ月であった。発
送3,500件に対して，回収は2,112件（回収割合
60.3％）であった。少なくとも 1つの設問には
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回答し，性別，年齢のデータが得られた有効回
答データはこのうちの1,828名（男性727名，女
性1,101名，有効回答割合52.2％）であった。
65歳以上74歳未満が953名，75歳以上が875名で
あった。また，要介護認定者は220名（12.0％）
であった。

（ 4）　調査項目
　本研究で使用した調査項目，聴取方法を表 1
に示す。

（ 5）　統計解析
　有効回答データを，調査項目①より受診者と
未受診者の 2群に分け，調査項目②～⑨の指標
との関係をクロス集計にて分析し，未受診者の

特性を検討した。受診者群は944名（男性347名，
女性597名），未受診者群は858名（男性370名，
女性488名）であった。統計学的な判断基準に
は 2検定を用いた。有意水準は 5％とした。
　さらに，健診受診有無を従属変数， 2検定に
より健診受診有無と統計学的に有意な関連が認
められた指標を独立変数とした多重ロジス
ティック解析を行い，変数減少法により独立し
た要因を抽出した。解析に先立ち，それぞれの
指標の相互相関をSpearmanのρを用いて調べ，
相互相関が0.6以上あったものについては，健
診受診有無との相関がより高い指標を選択した。
順序尺度の変数はカテゴリ化した。
　すべての統計解析にはPASW Statistics 
18.0Jを用いた。

表１　本研究で用いた調査項目と聴取方法
調査項目 聴取方法

①健診受診の有無 当該年度の 7月～11月に行われた健診を受診したかどうかを「はい」「いいえ」で聴取した。

②要介護度 現在の要介護度について，認定なし，要支援 1，要支援 2，要介護 1，要介護 2，要介護 3，要介護
4，要介護 5のなかから自記式で回答を得た。

③基本チェックリスト

基本チェックリストを聴取し，厚生労働省が定める特定高齢者候補者の選定基準1）に従い，問 1～20
のうちで10項目以上（生活機能の低下），問 6～10のうち 3項目以上（運動器の機能低下），問11～12
のうち 2 項目以上（低栄養），問13～15のうち 2 項目以上（口腔機能の低下）に該当するかどうか調
べた（基準に合致したものを特定高齢者候補者とする）。

④介護予防の認知 「介護予防とは何か知っていましたか」の質問に対して，「全く知らなかった」「あまり知らなかっ
た」「まあ知っていた」「よく知っていた」の 4件法で回答を得た。

⑤ 体や頭の衰えを予防
できる自信

「体の衰えを予防できる自信がありますか」の質問に対して，「全く自信がない」「あまり自信がな
い」「少し自信がある」「とても自信がある」の 4件法で回答を得た。頭の衰えについても同様に尋ね
た。

⑥主観的健康感 「あなたはふだんご自分で健康だと思いますか」の質問に対して，「とても健康だ」「まあ健康な方
だ」「あまり健康ではない」「健康ではない」の 4件法で回答を得た。

⑦移動能力

「あなたの日常の移動能力はどのくらいですか」の質問に対して，「自転車，車，バス，電車を使って
ひとりで外出できる」「家庭内および隣近所では，ほぼ不自由なく動き活動できるが，ひとりで外出
はできない」「少しは動ける（庭先に出てみる，小鳥の世話をする，簡単な縫い物などをする程度）」
「起きてはいるが，あまり動けない（床から離れている時間のほうが多い）」「寝たり起きたり（床は
常時敷いてあり，トイレ・食事には起きてくる）」「寝たきり」の 6件法で回答を得た。

⑧外出頻度 「ふだん，買い物，散歩，通院などで外出する頻度はどれくらいですか」に対して，「毎日 2回以上」
「毎日 1回」「 2～ 3日に 1回程度」「 1週間に 1回程度」「ほとんど外出しない」の 5件法で尋ねた。

⑨孤立感 「あなたは，まわりの人から孤立していると感じることがどのくらいありますか」の問に対して，「ほ
とんどない」「あまりない」「ときどきある」「よくある」の 4件法で尋ねた。

表 2　受診者と未受診者における要介護度の分布
（単位　名，（　）内％）

要介護認定度

総　数 認定なし 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

総　数 1 710(100.0) 1 501(87.8) 75( 4.4) 23( 1.3) 44( 2.6) 24( 1.4) 28( 1.6) 10( 0.6) 5( 0.3)
受診者 899(100.0) 825(91.8) 36( 4.0) 8( 0.9) 16( 1.8) 6( 0.7) 5( 0.6) 2( 0.2) 1( 0.1)
未受診者 811(100.0) 676(83.4) 39( 4.8) 15( 1.8) 28( 3.5) 18( 2.2) 23( 2.8) 8( 1.0) 4( 0.5)

注　 2＝38.860，ｐ＜0.01
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Ⅲ　結　　　果

（ 1）　受診者と未受診者との比較
　要介護認定を受けている者は，未受診者では
16.6％に対して受診者では8.2％と，未受診者

で多かった（ｐ＜0.01，表 2）。
特定高齢者候補者は未受診者が
46.8％に対して，受診者では
38.4％と未受診者で多かった（ｐ
＜0.01，表 3）。
　介護予防について知らないと回
答した者の割合は，未受診者は
55.0％，受診者は46.3％と未受診
者で多かった（ｐ＜0.01，表 4）。
体の衰えを予防できる自信がない
と答えた者は未受診者では55.0％
に対して受診者では46.8％と未受
診者で多かった（ｐ＜0.01，表
5）。頭の衰えを予防出来る自信
についても同様の傾向であった
（ｐ＜0.05）。主観的健康感は，
健康ではないと回答した者は，未
受診者では32.6％に対して受診者
では21.5％と未受診者で多かった
（ｐ＜0.01，表 6）。
　移動能力は，移動能力に制限の
あった者が未受診者では21.0％に
対して，受診者では9.7％と未受
診者で多いものの，未受診者で
あっても交通手段によってひとり
で外出できる者は79.0％，家庭内

表 3　受診者と未受診者における特定高齢者候補者の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数
特定高齢者候補者

該当なし 該　当

総　数 1 781(100.0) 1 026(57.6) 755(42.4)
受診者 937(100.0) 577(61.6) 360(38.4)
未受診者 844(100.0) 449(53.2) 395(46.8)

注　 2＝12.770，ｐ＜0.01

表 4　受診者と未受診者における介護予防の認知に対する回答の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数

介護予防とは何か知っていましたか？

全く知らな
かった

あまり知ら
なかった

まあ知って
いた

よく知って
いた

総　数 1 714(100.0) 316(18.4) 548(32.0) 667(38.9) 183(10.7)
受診者 903(100.0) 141(15.6) 277(30.7) 378(41.9) 107(11.8)
未受診者 811(100.0) 175(21.6) 271(33.4) 289(35.6) 76( 9.4)

注　 2＝15.959，ｐ＜0.01

表 5　受診者と未受診者における体の衰えを予防できる自信に対する回答の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数

体の衰えを予防できる自信がありますか？

全く自信
がない

あまり自信
がない

少し自信
がある

とても自信
がある

総　数 1 760(100.0) 176(10.0) 717(40.7) 747(42.4) 120( 6.8)
受診者 924(100.0) 64( 6.9) 369(39.9) 425(46.0) 66( 7.1)
未受診者 836(100.0) 112(13.4) 348(41.6) 322(38.5) 54( 6.5)

注　 2＝24.770，ｐ＜0.01

表 6　受診者と未受診者における主観的健康感の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数

あなたはふだんご自分で健康だと思いますか？

とても健康だ まあ健康
な方だ

あまり健康
ではない 健康ではない

総　数 1 775(100.0) 151( 8.5) 1 149(64.7) 333(18.8) 142( 8.0)
受診者 935(100.0) 84( 9.0) 650(69.5) 168(18.0) 33( 3.5)
未受診者 840(100.0) 67( 8.0) 499(59.4) 165(19.6) 109(13.0)

注　 2＝57.542，ｐ＜0.01

表 7　受診者と未受診者における移動能力の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数

あなたの日常の移動能力はどのくらいですか？

自転車，車，バス，
電車を使ってひとり
で外出できる

家庭内および隣近所では，ほ
ぼ不自由なく動き活動できる
が，ひとりで遠出はできない

少しは動ける
起きてはい
るが，あま
り動けない

寝たり
起きたり 寝たきり

総　数 1 706(100.0) 1 450(85.0) 137( 8.0) 41( 2.4) 41( 2.4) 32( 1.9) 5( 0.3)
受診者 901(100.0) 814(90.3) 59( 6.5) 12( 1.3) 8( 0.9) 7( 0.8) 1( 0.1)
未受診者 805(100.0) 636(79.0) 78( 9.7) 29( 3.6) 33( 4.1) 25( 3.1) 4( 0.5)

注　 2＝57.471，ｐ＜0.01
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や隣近所ではほぼ不自由なく動き活動できるが，
ひとりで遠出はできないと回答した者が9.7％
と高い割合を占めていた（ｐ＜0.01，表 7）。
　また，外出頻度は毎日外出しない者が，未受
診者では38.4％に対して受診者では29.0％と未
受診者で多かった（ｐ＜0.01，表 8）。周りの
人からの孤立感を感じている者は，未受診者で

は17.1％に対して，受診者では12.4％と未受診
者で多かった（ｐ＜0.05，表 9）。

（ 2）　未受診者に関連する要因
　要介護度と移動能力は0.676，体の衰えを予
防できる自信と頭の衰えを予防できる自信は
0.716の相互相関を認めたため，多重ロジス

ティック解析では，特定高
齢者候補者か，介護予防の
認知，体の衰えを予防でき
る自信，主観的健康感，移
動能力，外出頻度，孤立感
を独立変数として投入した。
その結果，介護予防の認知，
主観的健康感，移動能力が
独立した因子として抽出さ
れた。またHosmer-Leme 
show検定による適合度は
2＝3.418，ｐ＝0.755で
あった。
　介護予防の認知について
は，「よく知っていた」に
対して「全く知らなかっ
た」が1.6倍（95％信頼区
間（CI）：1.1-2.3） 未 受
診の確率が高く，主観的健
康感については「とても健
康だ」に対して「健康では
ない」が2.9倍（95％CI：
1.7-5.0）未受診の確率が
高かった。移動能力につい
ては，交通手段によってひ
とりで外出できる者に対し
て，「ひとりで遠出はでき
ない」者では1.5倍（95％
CI：1.0-2.2），「少しは動
ける」者では2.6倍（95％
CI：1.2-5.3），「起きては
いるが，あまり動けない」
者 で は3.9倍（95 ％CI：
1.7-9.3），「寝たり起きた
り」の者では3.7倍（95％

表 8　受診者と未受診者における外出頻度の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数

ふだん，買い物，散歩，通院などで外出する頻度はどれくらいですか？

毎日 2回
以上 毎日 1回 2～3日に

1回程度
1週間に
1回程度

ほとんど
外出しない

総　数 1 711(100.0) 420(24.5) 719(42.0) 366(21.4) 127( 7.4) 79( 4.6)
受診者 903(100.0) 228(25.2) 413(45.7) 190(21.0) 52( 5.8) 20( 2.2)
未受診者 808(100.0) 192(23.8) 306(37.9) 176(21.8) 75( 9.3) 59( 7.3)

注　 2＝37.805，ｐ＜0.01

表 9　受診者と未受診者における孤立感の分布
（単位　名，（　）内％）

総　数
あなたは，まわりの人から孤立していると感じる

ことがどのくらいありますか？

ほとんどない あまりない ときどきある よくある

総　数 1 701(100.0) 1 000(58.8) 452(26.6) 196(11.5) 53( 3.1)
受診者 895(100.0) 556(62.1) 228(25.5) 86( 9.6) 25( 2.8)
未受診者 806(100.0) 444(55.1) 224(27.8) 110(13.6) 28( 3.5)

注　 2＝11.062，ｐ＜0.05

表10　未受診者に関連する要因のオッズ比
（単位　名，（　）内％）

N オッズ比 オッズ比の
95%信頼区間

介護予防の認知
　よく知っていた 183 1.000 
　まあ知っていた 667 1.023 0.722 ‒ 1.450 
　あまり知らなかった 548 1.329 0.929 ‒ 1.899 
　全く知らなかった 316 1.572 1.064 ‒ 2.323 *
主観的健康感
　とても健康だ 151 1.000 
　まあ健康な方だ 1 149 0.971 0.677 ‒ 1.393 
　あまり健康ではない 333 1.016 0.671 ‒ 1.540 
　健康ではない 142 2.905 1.678 ‒ 5.030 **
移動能力
　自転車，車，バス，電車を使ってひとりで
　外出できる 1 450 1.000 
　家庭内および隣近所では，ほぼ不自由なく動
　き活動できるが，ひとりで遠出はできない 137 1.491 1.019 ‒ 2.181 *
　少しは動ける 41 2.572 1.243 ‒ 5.322 *
　起きてはいるが，あまり動けない 41 3.932 1.661 ‒ 9.310 **
　寝たり起きたり 32 3.661 1.440 ‒ 9.304 **
　寝たきり 5 0.722 0.043 ‒12.099 

注　*ｐ＜0.05, **ｐ＜0.01
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CI：1.4-9.3）未受診の確率が高かった（表
10）。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，介護予防の知識や意欲などの要
因に注目して，大規模住民調査により，健診未
受診者の特性を明らかにし，健診受診者や介護
予防事業参加者を拡大するための方策を検討す
ることを目的とした。
　介護予防の認知は未受診者において低く，介
護予防について知識がない者では未受診の確率
が約1.6倍高く，介護予防の知識の提供が，受
診を促すための重要な要因であることが示唆さ
れた。
　しかし，未受診者の身体的側面の特徴として，
特定高齢者候補者が受診者よりも多いことや，
主観的健康感や移動能力が低い等，受診者に比
べて身体機能が低下している実態も明らかと
なった。未受診者では外出頻度が低い傾向が
あったが，この点にも移動能力の低下が影響し
ていることが考えられた。特に，移動能力の低
下している者では，そうでない者と比べて約
1.5～ 4 倍未受診となる確率が高く，移動能力
の低下も未受診の重要な要因であることが示唆
された。しかし一方で，未受診者においても交
通機関を使ったり，隣近所であれば外出ができ
る者がほとんどであり，送迎サービスや出張
サービス等を活用することで外出頻度は高めら
れる可能性があることも考えられた。要介護度
と移動能力との間には高い相関があり，認定な
しや軽度認定者の多くが，これらの近くであれ
ば外出できる者に相当すると考えられる。従っ
て，特定高齢者候補者においては，これらの
サービスを活用して健診受診を促すことで，最
低でも約1.5倍の健診受診率を高められる可能
性がある。
　心理的側面の特徴としては，未受診者では主
観的健康感が低下しており，孤立感を感じてい
る者が多いことや，体や頭の衰えを予防できる
自信が低いこと等が明らかとなった。多重ロジ
スティック解析の結果においては，主観的健康

感が「とても健康だ」と回答した者に対して
「健康ではない」と回答した者では未受診とな
る確率が約 3倍あり，主観的健康感の低下も未
受診の主たる要因であることが示唆された。孤
立感や自信の低下の影響は，多重ロジスティッ
ク解析においては有意ではなかったが，未受診
者の精神的な虚弱化の特徴は，先行研究10）にお
いても指摘されているように，こうした要因が
背景因子となって，主観的健康感を低下させ，
健診受診や介護予防事業参加への意欲を低下さ
せていることが考えられた。
　以上の結果から，健診受診者や介護予防事業
参加者を拡大するためには，まず，身体機能の
低下，特に移動能力の低下についての対策をと
ることが重要であるが，これには送迎サービス
や出張サービスが有効であろうと考えられた。
また，未受診者では，主観的健康感が低く，孤
立感を感じていたり，体や頭の衰えを予防でき
る自信が低下していたりするため，訪問活動や
出張講座等において介護予防の知識の提供を行
い，健診受診や介護予防事業参加への意欲を高
めることが重要であると考えられた。

文　　　献
1 ）厚生労働省．地域支援事業実施要綱．2010.

2 ）厚生労働省．平成20年度介護予防事業（地域支援

事業）の実施状況に関する調査結果．2010．厚生

労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/top-

ics/2010/03/tp0326-1.html）

3）中野匡子，矢野順子，安村誠司．基本健康診査未

受診の高齢者における生命予後へのリスク要因の

検討．厚生の指標 2006；53（ 3 ）：26-32.

4 ）平松誠，近藤克則，平井寛．介護予防施策の対象

者が健診を受診しない背景要因　社会経済的因子

に着目して．厚生の指標 2009；56（ 3 ）：1-8.

5 ）Iwasa H, Masui Y, Gondo Y, et al. Personality and 

participation in mass health checkups among Jap-

anese community-dwelling elderly. J Psychosom 

Res 2009；66（ 2 ）：155-9.

6 ）Iwasa H, Yoshida H, Kim H, et al. A mortality 

comparison of participants and non-participants 

in a comprehensive health examination among el-



第58巻第11号「厚生の指標」2011年 9 月

―　 ―7

derly people living in an urban Japanese commu-

nity. Aging Clin Exp Res 2007；19（ 3 ）：240-5.

7 ）吉田祐子，岩佐一，權珍嬉，他．都市部在住高齢

者における介護予防健診の不参加者の特徴　介護

予防事業推進のための基礎資料（「お達者健診」）

より.日本公衆衛生雑誌 2008；55（ 4 ）：221-7.

8 ）吉田祐子，權珍嬉，岩佐一，他．都市部在住高齢

者における老年症候群改善介入プログラムへの不

参加者の特性　介護予防事業推進のための基礎資

料（「お達者健診」）より．日本老年医学会雑誌 

2007；44（ 2 ）：231-7.

9 ）van Heuvelen MJ, Hochstenbach JB, Brouwer 

WH, et al. Differences between participants and 

non-participants in an RCT on physical activity 

and psychological interventions for older persons. 

Aging Clin Exp Res 2005；17（ 3 ）：236-45.

10）鈴木隆雄，岩佐一，吉田英世，他．地域高齢者を

対象とした要介護予防のための包括的健診（「お達

者健診」）についての研究：1．受診者と非受診者

の特性について．日本公衆衛生雑誌 2003；50（ 1 ）：

39-48.

11）日本公衆衛生協会．今後の介護予防事業のあり方

に関する研究報告書（平成20年度）．2009．日本公

衆衛生協会ホームページ（http://www.jpha.or.jp/

sub/menu04_5.html）

12）久保田和子，大久保孝義，佐藤陽子，他．岩手県

花巻市における特定健診未受診者の未受診理由と

健康意識．厚生の指標 2010；57（ 8 ）：1-6.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


