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宇都宮市 

１．概要  

【面積】416.85 ㎢（県内 4 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】518,594 人（県内１位）（平成 27 年 10 月現在） 

（男性 258,960 人、女性 259,634 人） 

【世帯数】217,419 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4 章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合は栃木県より高く、老年人口割合が低い傾

向がみられます。 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

三次産業人口割合が栃木県より高いのが特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.9 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 86.2 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 

（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】 男性 78.58 歳（平成 25 年推計値）   

女性 83.17 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】4,848 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】4,350 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性・女性ともに、「急性心筋梗

塞」での標準化死亡比が 71.3、67.7 と、県平均の 124.2、127.8 を下回り、県内で 1 番低い結果

でした。（図１） 

 また、男性の「脳血管疾患の標準化死亡比」が 103.0 と、県平均の 123.8 を下回り、県内で 2 番

目に低い結果でした。（図２）平成 28 年に実施した「生活習慣アンケート調査」では、「運動習慣

がある者の割合」が、19.5%と、県平均の 17.3%を上回り、県内で３番目に高い結果でした。（図３） 

 また、同調査では、「健康管理にスマートフォンやパソコンを活用しているものの割合」が 26.2%

と、県平均の 22.7%を上回り、県内で 1番高い結果でした。（図４） 
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図１ 急性心筋梗塞（女性）の標準化死亡比 

 

図２ 脳血管疾患（男性）の標準化死亡比 

 

第 4 章 II-3-(41) 第 4 章 II-3-(43) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

宇都宮市では、市民の健康寿命の延伸に向け、地域主体の健康づくりを推進するため、健康づくり推進

員・食生活改善推進員主体の活動を中心に、身近な場所での健康づくりを推進しています。 

 

 地域の健康づくりのリーダーとなる「健康づくり推進員・食生活改善推進員」の養成や研修会を実施 

するとともに、ウオーキングマップの作成など、各地域における健康づくり活動の支援を行っていま

す。 

 多くの市民にメタボリックシンドロームやロコモティブシンドローム予防に取り組んでもらえるよ 

う、ラジオ体操と合わせて気軽に取り組める市オリジナル運動メニュー「気軽にエンジョイＭｉｙａ

運動」を作成し、市民への普及促進を図っています。 

 メタボリックシンドローム等の生活習慣病予防を図るため、宇都宮

大学との共同研究により、家庭でできるヘルシー地産地消メニュー

を考案し、地域のイベントにおいて試食提供するなど普及を行って

います。 

 

また、特定健康診査やがん検診などの受診率向上に向け、集団健康診査のインターネットによる２４

時間受付や、専用ダイヤルによるコールセンターの設置により、市民のライフスタイルに応じた利便

性の高い予約受付を実施しています。 

 

わがまち自慢 

○ウオーキングマップ 

 ウオーキングマップは、各地域で活動する健康づくり推進員・食生

活改善推進員が中心となって、市内３５地区において作成しました。 

ウオーキングマップには、各コースの見どころが掲載されており、地

域の魅力を再発見でき、身近な場所で気軽にウオーキングすることが

できます。 

図３ 運動習慣がある者の割合 

 

第 4 章 I-5-(11) 第 4 章 I-5-(23) 
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足利市 

１．概要 

【面積】177.76 ㎢（県内 10 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】149,452 人（県内 4 位）（平成 27 年 10 月現在） 

（男性 73,161 人、女性 76,291 人） 

【世帯数】60,186 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口の割合が栃木県より低く、二次産業人口の割合が高く

なっています。 

【平均寿命】男性 78.8 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 85.3 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 

（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.52 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 82.42 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】907 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,756 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健康状態が「とても良い」と回答した者

の割合が 12.7%と、県平均の 10.3%を上回り、県内で１番高い結果でした。（図１） 

 同調査で、家庭での受動喫煙機会が 5.8%と県平均の 11.4%を下回り、県内で 1番低い結果でした。（図

２） 

 また、子どもを対象としたボランティア活動をしている者の割合が 9.6%と、県平均の 7.4%を上回り、

県内で上位です。（図３） 

 COPD の内容を知っている者の割合が 20.0%と、県平均の 17.5%を上回り、県内で 3 番目に高い結果で

した。（図４） 
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図１ 健康状態が「とてもよい」と回答した者の割合 図２ 家庭での受動喫煙機会がある者の割合 

第 4 章 I-5-(1) 第 4 章 I-5-(19) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 子どもから高齢者までの市民一人ひとりが、自ら進んで健康づくりに取り組めるよう、関係機関や団体

と連携をはかり、健康づくりを推進しています。 

 健康の日 

地域における支え合いの強化、自主的な健康づくりのきっかけづくり・活性化を目的に、22 地区自

治会連合会を中心に住民全般を対象とした「健康の日」を設定し、関係機関・団体等と一緒に地域で

健康づくりに取り組んでいます。 

 地区組織（生活習慣改善推進員）育成 

地域における支え合いの強化、自主的な健康づくりのきっかけ    

づくり・活性化を目的に、住民全般を対象とした「地区組織（生

活習慣改善推進員）」を育成し、研修会開催、新規推進員の育

成、活動支援を行っています。 

 ウォーキングの推進 

運動の楽しさや重要性の普及啓発を目的に、住民全般を対象と  

して、ウォーキング（運動）に関する普及啓発（運動講座、イ

ベント等）を行っています。 

 

スマートウェルネスあしかがの推進 

○歩いて健幸になる、歩きたくなる楽しいまちをつくる取り組み 

一人ひとりが健康で生きがいを持ち、安心安全で幸せに生活でき 

るまちづくりを視点にした全庁的なプロジェクトです。 

健康づくりの無関心層にも情報を口コミで発信し、拡散させるス 

マートウェルネス推進委員の育成や趣旨に賛同した民間企業との官 

民連携事業を展開しています。 

「歩き愛
あ る き め

です」ウォーキングイベント 

図４ COPD の「内容を知っている」と回答した者の 

割合 

（本編の図を活用） 

商業施設でのウォーキング講座 

（本編の図を活用） 

第 4 章 I-5-(15) 第 4 章 I-5-(14) 
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栃木市 

１．概要 

【面積】331.5 ㎢（県内 8 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】159,211 人（県内 3 位）（平成 27 年 10 月現在） 

（男性 78,209 人、女性 81,002 人） 

【世帯数】57,745 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 

出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合は栃木県より低く、老年人口割合は栃木県

より高い傾向がみられます。 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命（合併前）】（平成 22 年市区町村別生命表） 

旧栃木市 男性 78.7 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 85.3 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 

旧西方町 男性 78.7 歳 女性 85.2 歳 

旧岩舟町 男性 78.6 歳 女性 85.8 歳 

【健康寿命】 男性 77.55 歳（平成 25 年推計値） 

女性 82.40 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】1,067 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】2,012 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」から、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の内容を知っ

ている者の割合が 18.5%と、県平均の 17.5%を上回り、県内で上位でした。（図１） 

 同調査から、健康状態を「とてもよい」と回答した者の割合が 12.2%と、県平均の 10.3%を上回り、

県内で 3 番目に高い結果でした。（図２） 

 同調査から、生活習慣病のリスクを高める量の飲酒をする者の割合が 10.9%と、県平均の 13.3%を下

回り、県内で 2番目に低い結果でした。（図３） 

 また、同調査から、健康管理にスマートフォンやパソコンを「継続的に活用している」者の割合が

11.8%と、県平均の 10.3%を上回り、県内で上位の結果でした。（図４） 
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図１ COPD の「内容を知っている」と回答した者の 

割合 
図２ 健康状態を「とてもよい」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(14) 第 4 章 I-5-(1) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 市民及び行政、関係機関が一体となり、「いきいき元気！あったか“とちぎ”」を目指して健康づくり

を行っています。 

 健康まつりの開催 

  実行委員会を中心に市内の医師会等や市民団体等と連携し、健康相談や健康度測定、市民公開講座な

どを行い、健康づくりについての関心を高める取組を行っています。 

 健康あっぷ講座 

赤ちゃんから高齢者までの方々が安心して健やかな生活を過ごせるよう、運動編、親子運動編、口腔

編、禁煙編、栄養編等の各種健康教室・健康相談を開催してい

ます。 

 ラジオ体操の推進 

誰にでもできる体操を市全体で推進し、習慣化することで身体

を動かすきっかけを作ることを目的に、住民全般を対象とした

「ラジオ体操の推進」を実施しています。まずは、健康増進計

画推進部会員の所属団体から始め、市役所内でも始業前に職員

が音楽とともに体操を実践しています。 

 

わがまち自慢 

○蔵の街栃木（出典：とちぎの百様） 

巴波(うずま)川沿いに黒塀、重厚な見世蔵や白壁の土蔵が立ち

並ぶこの街は、江戸時代に栄えた商都の雰囲気を味わえることか

ら“小江戸”とも“小京都”とも称される人気スポットです。ま

るで江戸時代にタイムスリップしたかのような街並みは映像的に

も大変魅力があり、映画やドラマの撮影にも度々登場しています。 

 

図４ 健康管理にスマートフォンやパソコンを「継続的

に活用している」と回答した者の割合 

健康あっぷ講座（運動編） 

第 4 章 I-5-(23) 第 4 章 I-5-(20) 
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佐野市 

１．概要 

【面積】356.04 ㎢（県内 6 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】118,919 人（県内 5 位）（平成 27 年 10 月現在） 

（男性 58,507 人、女性 60,412 人） 

【世帯数】46,390 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県よりも低く、二次産業人口割合が高いの

が特徴です。 

【平均寿命】男性 78.6 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.6 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 76.86 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 81.63 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】841 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,457 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計では、男性の「急性心筋梗塞」での標準化死亡比

が 103.4 と、県平均の 124.2 を下回り、3 番目に低い結果でした。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」の結果、住んでいる地域が「好きだ」と回答し

た者の割合が 29.9%と、県平均の 26.6%を上回り、県内上位でした。（図２） 

 同調査で、運動習慣のある者の割合が 18.1%と県平均の 17.3%を上回り、1週間の平均運動時間、運動

日数ともに高い結果でした。（図３） 

 また、同調査で、高齢者を対象としたボランティア活動を行っている者の割合が 4.5%と、県平均の

3.6%を上回り、県内で 3番目に高い結果でした。（図４） 
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図２ 住んでいる地域が「好きだ」と回答した者の割合 図１ 急性心筋梗塞（男性）の標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(41) 第 4 章 I-5-(25) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

「さわやか のびのび 健康さのし」をスローガンに健康づくり推進活動を通して、子どもから高齢者ま

ですべての市民が「健康でいきいき生活できる佐野市」を目指しています。 

 地区組織育成 

市民の健康づくり推進のための活動を目的に、健康サポーターの養成講座の開催や食と運動を含めた

健康づくり事業を開催しています。 

 「脱！運動不足教室」・「糖尿病予防教室」              

日常生活での身体活動量の増加、栄養バランスのとれた食生

活の普及啓発を目的に、運動習慣の定着化、生活習慣改善の

教室を開催しています。 

 こころの健康づくり 

休養を取り、ストレスと上手に付き合い、こころと身体の

バランスを保つことを目的に、ゲートキーパー養成講座の

開催や講演会の開催を行っています。 

 

わがまち自慢 

○唐沢山城跡 

唐沢山城跡は関東七名城の一つで、山頂部の本丸跡には現在唐澤

山神社が鎮座しています。安土桃山時代に造られて残存している

希少な高石垣をはじめ、堀や土塁など当時の姿が良好な状態で残

る貴重な史跡であり、平成 26年に国指定史跡となりました。 

ツツジやもみじをはじめとした豊かな自然に恵まれ、四季折々の

景観を楽しむことができる自然公園でもあります。山頂部を散策するも良し、山中にはハイキングコース

も整備されており、毎年、４月下旬にはふもとから山頂を目指す市民歩け歩け大会も開催しています。 

図３ １週間の平均運動時間の長さ 図４ 高齢者を対象としたボランティア活動を 

行っている者の割合 

第 4 章 I-5-(9) 第 4 章 I-5-(15) 
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鹿沼市 

１．概要 

【面積】490.64 ㎢（県内 3 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】98,374 人（県内 7 位）（平成 27 年 10 月現在） 

（男性 48,488 人、女性 49,886 人） 

【世帯数】35,079 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は、栃木県全体と似た傾向をもっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高いのが特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.4 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 86.0 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.05 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 82.65 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】 691 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,133 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計から、男性の「悪性新生物（気管、気管支及び肺）」

の標準化死亡比が 82.7、男性の「急性心筋梗塞」の標準化死亡率が 108.7 と、それぞれ県平均の 96.6、

124.2 を下回り、ともに県内でも低い結果となっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健康状態を「とてもよい・よい」と答えた

者の割合が 42.5%と、県平均の 39.3%を上回り、県内で 1 番高い結果でした。（図２） 

 また、同調査から、ボランティア活動について、「食生活などの生活習慣の改善のための活動」の参加

率が 2.9%、「防犯・防災に関係した活動」の参加率が 5.7%と県平均の 1.5%、3.6%を上回り、それぞれ

1 番目、２番目に多い結果でした。（図３、図４） 
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図１ 急性心筋梗塞（男性）の標準化死亡比 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

『すべての住民が、住み慣れた地域でいつまでもいきいきと「その人らしく」健康で自立して暮らす』の

実現に向けて、健康づくり事業を推進しています。 

 糖尿病重症化予防対策事業 

糖尿病の発症予防、重症化予防を目的に、適切な生活習慣に関する糖尿病教室、腎教室の開催や、栄

養士や保健師が近くに出向いて健康に関する講話をする出

前講座、生活習慣相談会、栄養相談会、特定保健指導結果

説明会、訪問指導を行っています。 

 健康づくりのつどい 

健康づくり推進協議会の各団体や協力団体と連携し、生活

習慣病の発症予防、疾病の早期発見、早期治療、重症化予

防を通してこれまでの生活習慣を改善していくため、正し

い知識の普及啓発や健康チェック、個別相談等を行なって

います。 

 食生活改善推進員を中心とした地区健康教育の開催 

活気ある会員の活動で、男性のための料理教室や子どもクッキング等、栄養・休養も含め、生活全般

にわたって、住民の身近な存在として健康づくりに関する活動をしています。 

 

 

わがまち自慢 

○鹿沼彫刻屋台まつり（出典：とちぎの百様） 

最も有名な屋台まつりは、10月に行われる「鹿沼秋まつり（平

成 28 年に名称変更）」で、荘厳華麗な彫刻屋台が市街地を練り歩

き、“ぶっつけ”と呼ばれるお囃子の競演をします。２日間ともお

囃子の音色が夜まで響き渡り、鹿沼の街が大いに盛り上がります。 

図４ 防犯・防災に関係したボランティア活動をして 

いる者の割合 

図３ 食生活などの生活習慣の改善のためのボラン 

ティア活動をしている者の割合 

第 4 章 I-5-(15) 第 4 章 I-5-(15) 
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日光市 

１．概要 

【面積】1449.83 ㎢（県内 1 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】83,386 人（県内 8 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 40,431 人、女性 42,955 人） 

【世帯数】32,658 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

三次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 78.6 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 84.8 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.17 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.53 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】505 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,155 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健康状態を「とてもよい」、「よい」と答

えた者の割合が 42.5%と、県平均の 39.3%を上回り、県内で 2 番目に多い結果でした。（図１） 

 同調査では、歯や口の健康状態で気になることが特にない者の割合が 44.2%と、県平均の 40.6%を上

回り（図２）、かつ、55 歳から 64 歳で自分の歯が 24 本以上ある者の割合が 63.8%と、県平均の 56.8%

を上回っており、いずれも県内で 2番目に高い結果でした。（図３） 

 また、同調査では、がん検診（大腸がん）の受診率が 28.3%と、県平均の 24.4%を上回り、県内で上

位でした。（図４） 
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図２ 歯や口の健康状態で「気になることが特にない」と 

回答した者の割合 

図１ 健康状態を「とてもよい」、「よい」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(1) 第 4 章 I-5-(4) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

市民、関係団体、事業者及び市の協働の取り組みにより、市民一人ひとりが心身ともに健やかに歳を重

ねていくことのできる地域社会の実現を目指して、日光市健康づくり推進条例や歯及び口腔の健康づくり

推進条例を制定し、市民の健康づくりを推進しています。 

 成人歯科健康診査 

19 歳以上の住民を対象に、歯と口腔の健康づくりを推進しています。 

 健康マイレージ事業 

無関心層の取り込み、健診受診の促進、運動習慣の定着を目的

に、健診等を受診した 19 歳以上の市民を対象として、日々の

食事、口腔衛生、運動実践に対し特典を受けることができるポ

イントを付与し、健康づくりの実践を促しています。 

 地域における健康教育の充実 

地域における健康づくりの促進、健康寿命の延伸を目的に、各

地域の健康づくり推進員と協働し、地区組織、自治会等を対象に健康課題に応じた健康教室を実施

し、健康づくりの促進を図っています。 

 

わがまち自慢 

○日光東照宮（出典：とちぎの百様） 

徳川家康没後、1617 年に二代将軍秀忠が「東照社」を建立

し、1634 年に三代将軍家光が、当時の芸術の粋を集めて絢爛豪

華な社殿に造り替えました。現存する建造物の多くはこの時に

造営されたものです。精巧な彫刻に彩られた国宝の陽明門や本

殿・石の間・拝殿など、随所に当時の最高水準の技術が使われ

ています。 

図３ 55 歳から 64 歳で自分の歯が 24 本以上ある者の割合 図４ がん検診（大腸がん）の受診率 

第 4 章 I-5-(5) 第 4 章 I-5-(3) 
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小山市 

１．概要 

【面積】171.76 ㎢（県内 14 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】166,760 人（県内 2 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 84,100 人、女性 82,660 人） 

【世帯数】65,792 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合が栃木県より高いのが特徴です。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

二次産業人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【平均寿命】男性 78.7 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.6 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳）
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.18 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.11 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】1,315 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,404 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」から、主観的健康観が「とてもよい」と回答し

た者の割合が 12.2%と、県平均の 10.3%を上回り、県内で２番目に高い結果でした。（図１） 

 同調査では、住んでいる地域が「好き」、「どちらかというと好き」と回答した者の割合が 79.9%と、

県平均の 73.7%を上回り、県内で１番高い結果でした。（図２） 

 同調査では、運動習慣がある者の割合が 22.2%と県平均の 17.3%を上回り県内で 1番高い結果でした。

（図３） 

 また、同調査では、ロコモティブシンドロームを知っている者の割合が 36.2%と、県平均の 28.7%を

上回り、COPD を知っている者の割合が 40.4%と、県平均の 36.2%を上回り、ともに県内で 1 番高くな

っています。（図４） 
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図２ 住んでいる地域が「好き」、「どちらかというと好き」と 

回答した者の割合 
図１ 健康状態が「とてもよい」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(25) 第 4 章 I-5-(1) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

ひともまちも元気な「健康都市おやま」を目指して、行政と地域や団体、そして市民の皆様と一体とな

って健康づくりに取り組んでいます。 

 「小山市民元気あっぷ体操」 

  市民が親しみをもって楽しく健康づくりが行えるよう、市歌に合わせた小山市オリジナル体操を、子

どもからお年寄りまで実践しています。体操を行うことで、様々な人々の交流が生まれ、住民の自発

的な健康づくり活動に発展しています。 

 健康推進員活動 

  生活圏域単位で、各地域の特色に応じた健康づくりを主体的

に進める推進役として健康推進員が活躍しています。各自治

会から選出された推進員は、自治会や老人会、小中学校、他

の健康づくり団体などと連携し、生活習慣病予防や介護予防、

子どもたちの健康づくりなどに取り組んでいます。 

 

わがまち自慢 

○間々田のジャガマイタ（出典：間々田八幡宮ホームページ） 

毎年 5 月 5 日に行われる『間々田のジャガマイタ』（通称『蛇

まつり』）は、田植えの時期を前に五穀豊穣や疫病退散を祈願する

お祭りです。祭りの主役となるのは子供たちで、長さ 15m を越え

る竜頭蛇体の巨大な蛇（ジャ）を担ぎ『ジャーガマイタ、ジャガ

マイタ。4月 8日のジャガマイタ。』のかけ声とともに町中を練り

歩きます。 

 

図４ ロコモティブシンドロームの「内容を知ってい

る」、「言葉を聞いたことがあるが内容は知らない」と回

答した者の割合 

図３ 運動習慣がある者の割合 

幼稚園・小学生・地域の人が一堂に会した体操会 

第 4 章 I-5-(11) 第 4 章 I-5-(13) 
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真岡市 

１．概要 

【面積】167.34 ㎢（県内 16 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】79,539 人（県内 9 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 39,910 人、女性 39,629 人） 

【世帯数】27,949 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 79.3 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.7 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.75 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.30 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】621 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】874 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計から、女性の「悪性新生物（肝及び肝内胆管）」

での標準化死亡比が 44.1 と、県平均の 85.2 を下回り、県内で 1 番低い結果でした。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、がん検診（子宮頸がん）の受診率が 49.0%

と、県平均の 43.9%を上回り、県内で上位でした。（図２） 

 同調査から、肥満（BMI が 25 以上）の者の割合が、22.4%と、県平均の 23.1%を下回り、県内でも低

い結果でした。（図３） 

 また、同調査から、高齢者を対象としたボランティア活動を行っている者の割合が 4.2%と、県平均

の 3.6%を上回り県内で上位でした。（図４） 
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図１ 悪性新生物（肝及び肝内胆管、女性）の標準化死亡比 図２ がん検診（子宮頸がん）の受診率 

第 4 章 I-5-(3) 第 4 章 II-3-(37) 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 ヤング健診・結果説明会 

自分の健康状態を正しく理解し、健康に対する意識を高め、若い時期から健康づくりや疾病の重症

化予防に取り組むことを目的に、30歳代を対象に、特定健診・女性がん検診・骨密度健診を実施し、

健診当日と結果説明会、2 回の個別指導を実施しています。 

 運動推進事業（ちゃれんじ 60歩こうか真岡、バーデ DEエク

ササイズ） 

日常生活にウォーキングを取り入れ運動習慣をつけること

を目的に、実施期間中に 1 日 10 分以上又は 1,000 歩以上運

動としてウォーキングを 60 日間実施し、記録を提出すると、

達成証と記念品を進呈しています。また、個人のライフスタ

イルに合わせた運動を取り入れられるよう健康増進施設を

利用した運動の推進を図っています。 

 健康推進員と食生活改善推進員の活動 

住民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識をもって、生活を振り返り健康の目標

が持てるよう活動しています。また、地域の健康づくり活動を充実させるため、地区ごとに研修会

や講演会を開催し、住民への減塩指導や試食会などを行い、地域の生活習慣病の予防に努めていま

す。 

 

わがまち自慢 

○いちごと SL  

真岡市は、いちご生産が質・量ともに日本一です。可憐

な色艶に秘められた誇りと自信のいちごです。 

また、21世紀を担う子ども達が「夢とロマン」を育むこ

とを目的に毎週末 SL が走るまちとしても有名です。 

図４ 高齢者を対象としたボランティア活動を行って 

いる者の割合 

図３ 肥満（BMI が 25 以上）の者の割合 

第 4 章 I-5-(24) 第 4 章 I-5-(15) 
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大田原市 

１．概要 

【面積】354.36 ㎢（県内 7 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】75,457 人（県内 10 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 37,673 人、女性 37,784 人） 

【世帯数】28,753 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県とほぼ同じ傾向を示しています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高い点が特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.1 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

       女性 85.7 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.97 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.48 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】536 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】772 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計から、男性の「脳内出血」での標準化死亡比が 84.8

と、県平均の 117.7 を下回り、県内で 2番目に低くなっています。 （図１) 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」の結果から、健康診断を受けたことがある者の

割合が、72.8%と県平均の 68.5%を上回り、県内で上位となっています。 （図２) 

 同調査で、運動習慣がある者の割合が 19.5%と、県平均の 17.3%を上回り、県内で 4 番目に高い結果

でした。（図３) 

 また、同調査で、健康管理にスマートフォンやパソコンを「継続的に活用している」者の割合が 12.1%

と、県平均の 10.3%を上回り、県内で２番目に高い結果でした。（図４） 
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大田原市

栃木県
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12.1%

5.8%

34.8%

32.0%

53.1%

62.1%

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

大田原市

栃木県

一次産業 二次産業 三次産業

図２ 健康診断を受けた者の割合 

 

図１ 脳内出血（男性）の標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 I-5-(2) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

健康長寿都市を宣言し、「健康は自分に贈ることのできる最高のプレゼント」をスローガンに、関係機

関や団体と協働して、健康づくりを推進しています。 

 健診結果返却 

健診結果と生活習慣のつながりを理解し、セルフケア能力をつけることを目的に、健診受診者（30

歳以上男女）を対象に、結果説明会、面接を行っています。また、健診を受けていない人を対象に、

個人通知、健診受診勧奨ＰＲ、地区組織と協働による受診者を増やす取組を行っています。 

 健幸ポイント事業 

市民の健康づくりへの動機づけ及び運動習慣の定着促進を

目的に、20歳以上の市民を対象に、健診や市等が実施する

健康づくり事業に参加した者にポイントを付与し、ポイン

トの累計に応じ褒賞品を贈呈しています。 

 おおたわらウォーキング推進事業 

1 日 8000 歩、年間 300 万歩のウォーキングを促進し、生活

習慣病を予防することを目的に、スマートフォン所持者を対象に、歩数計アプリ「めざせ！300 万歩

ウォーキング」を提供し、仮想コースを楽しみながら活用できます。 

 

わがまち自慢 

○那須与一の郷（道の駅） 

源平屋島の戦いで扇の的を射抜いた弓の名手「那須与一公」

ゆかりの地として知られています。与一伝承館、竹のギャラリー、

多目的ホール（演奏会・講演会・展示）、情報館（映像と展示で

大田原市を紹介するブース）、加工・物産館、農産物直売館、レ

ストラン館を利用し、大田原市の魅力を「知って」「観て」「味わ

って」いただけること間違いなしです。 

図４ 健康管理にスマートフォンやパソコンを「継続的

に活用している」と回答した者の割合 

 

 

図３ 運動習慣がある者の割合 

 第 4 章 I-5-(11) 第 4 章 I-5-(23) 
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矢板市 

１．概要 

【面積】170.46 ㎢（県内 15 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】33,362 人（県内 14 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 16,589 人、女性 16,773 人） 

【世帯数】12,275 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県と似た傾向を示しています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

二次産業人口割合が栃木県より高いのが特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.2 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.8 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.92 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.78 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】217 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】348 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「悪性新生物（気管、気管支

及び肺）」での標準化死亡比が 66.4 と県平均の 96.6 を下回り、県内で 1番低くなっています。（図１） 

 また、同統計から、女性の「脳内出血」での標準化死亡比が 72.9 と、県平均の 125.0 を下回り、県

内で 1番低くなっています。（図２） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」の結果では、主食、主菜、副菜の３つを組み合

わせて食べることが 1 日に２回以上「ほとんど毎日」と回答している者の割合が 54.2%と、県平均の

51.8%を上回り、県内で 2番目に高くなっています。（図３） 

 また、同調査から、食に関するボランティア活動を行っている者の割合が 2.0%と、県平均の 1.5%を

上回り県内で上位でした。（図４） 
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図２ 脳内出血（女性）の標準化死亡比 

 

図１ 悪性新生物（気管・気管支及び肺、男性）の 

標準化死亡比 

 

第 4 章 II-3-(35) 第 4 章 II-3-(37) 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

健康づくり関係者、事業者、庁内等が連携し、「健康寿命をのばそう」をスローガンとした各種事業を

行っています。 

 病態別教室 「健塾（すこやかじゅく）」 

市民が自ら健康に関する幅広い知識を学び、ご家族やご友人など周りに広めていただくため、病態

別の基礎知識をテーマごとに分け、6 回 1 コースの講座で開催しています。医師による講話「糖尿病

は他人事じゃない！」、栄養士による調理実習「美味しく減塩、野菜たっぷりメニュー教えます」な

ど、専門家により、楽しみながら分かりやすく学ぶことができる講座となっています。 

 健康まつり 

11 月 1 日の「市民の日」にちなみ、11 月 3 日に「矢板市福

祉まつり」「健康まつり」「秋祭りを楽しもう」「矢板市文化

祭」を同時開催しております。お子さまからご高齢の方まで

楽しめるイベントが盛りだくさんで、「健康まつり」では、

家族そろって、からだの測定コーナーや健康相談、健康づく

りみどりの会コーナーでの減塩味噌汁の試飲、すこやか体操

体験など、一度に楽しみながら健康に親しむことができま

す。 

 

わがまち自慢 

○八方ヶ原のつつじ（出典：矢板市ホームページ） 

八方ヶ原は日光国立公園の一部で、標高 1,000～1,200ｍの高さ

にあります。約 20 万株のレンゲツツジが群生しており、例年ツツ

ジの見頃の時期には多くの人でにぎわいます。 

図４ 食に関するボランティア活動を行っている者の割合 図３ 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を 2回以上 

    とることが「ほとんど毎日」と回答した者の割合 

健康まつり（2016.11.3） 

第 4 章 I-5-(7) 第 4 章 I-5-(15) 
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那須塩原市 

１．概要 

【面積】592.74 ㎢（県内 2 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】117,146 人（県内 6 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 58,148 人、女性 58,998 人） 

【世帯数】45,608 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4 章 II-3-(5))

人口構成は栃木県と似ていますが、年少人口と生産人口割合がやや

高くなっています。 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

産業別人口割合は栃木県と似た傾向を示しています。 

【平均寿命】男性 78.9 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.9 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.66 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.24 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】1,037 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】1,050 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、女性の「脳血管疾患」の標準化死亡

比は 93.2、「脳梗塞」での標準化死亡比が 84.2 と、それぞれ県平均の 129.4、128.6 を下回り、とも

に県内で 1番低くなっています。（図１） 

 また、男性の「脳内出血」での標準化死亡比が 70.0 と、県平均の 117.7 を下回り、県内で 1番低く

なっています。（図２） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、住んでいる地域が「好き、どちらかとい

うと好き」と回答した者の割合が 78.9%と、県平均の 73.7%を上回り、県内で３番目に高い結果でし

た。（図３） 

 また、同調査では、職場、医療機関、公共交通機関、子どもが利用する野外の空間での受動喫煙機会

がそれぞれ 38.4%、2.7%、11.5%、8.8%と、それぞれ県平均の 42.7%、6.3%、17.0%、15.8%より低く、

いずれも県内で 1 番低くなっています。（図４） 
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図１ 脳血管疾患（女性）の標準化死亡比 図２ 脳内出血（男性）での標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(43) 第 4 章 II-3-(37) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３． 健康づくり事業 

「健康寿命の延伸」の実現のため、「健康で 暮らし生き生き 元気な市民」を基本理念として市民の

健康づくりに向けた施策を展開しています。 

 生活習慣病対策の強化 

生活習慣病の発症予防及び減少を目的に、生活習慣病予防のため、集団健診時の減塩教育、健診結果

相談会とその際の重症化予防対策、健康セミナーやバラ

ンス食の普及等の健康教育を行っています。 

 乳幼児および乳幼児のいる家庭への食育 

望ましい食習慣の形成を目的に、乳幼児健診、育児相談

等の来所者に保健師や栄養士等の専門職による健康教育

や相談を実施しています。また、地域の食生活改善推進

員による「おやこの食育教室」等の食育の普及活動を実

施しています。 

 ８０２０運動の推進（歯周疾患予防啓発） 

集団健診時や乳幼児健診時の歯科衛生士の相談・指導や、健康まつり等の健康教育・相談、フッ化物

利用のむし歯予防を実施しています。 

 

わがまち自慢                   

○温泉、牛乳、高原大根、ハーフマラソン大会 

わがまちの魅力はなんといっても温泉です。皇族や文豪から愛された泉質豊

かな「塩原温泉郷」、古くから湯治場として知られる下野の薬湯「板室温泉」を

有し、総生産額は本州一の生乳や、甘くて瑞々しい「塩原高原大根」が有名で

す。那須塩原を駆け抜けるハーフマラソン大会は、毎年 1,800 人が参加する一

大イベントです。 

図４ 子どもが利用する野外の空間での受動喫煙機会が 

ある者の割合 

図３ 住んでいる地域が「好き」、「どちらかというと 

好き」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(19) 第 4 章 I-5-(25) 



132 
 

さくら市 

１．概要 

【面積】125.63 ㎢（県内 17 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】44,901 人（県内 12 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 23,368 人、女性 21,533 人） 

【世帯数】15,648 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県と似た傾向を示しています。 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県より高い点が特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.9 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 85.5 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 79.01 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.37 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】387 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】421 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 27年の栃木県保健統計年報では、合計特殊出生率が 1.59 と、県平均の 1.49 を上回り、県内で

2 番目に高くなっています。 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健康状態を「とてもよい・よい」と答え

た者の割合が 41.8%と、県平均の 39.3%を上回り、県内で上位でした。（図１） 

 同調査で、健診受診率が 74.2%と県平均の 68.5%を上回り、県内で 3 番目に高い結果でした。（図２） 

 同調査で、歯科健診受診率が 44.9%と、県平均の 40.7%を上回り、県内で 2 番目に高い結果でした。

（図３） 

 また、同調査で、喫煙者の割合が 20.2%と、県平均の 23.1%を下回り、県内で 2 番目に低い結果でし

た。（図４） 
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図２ 健康診断を受けた者の割合 図１ 健康状態を「とてもよい」、「よい」と答えた者の割合 

第 4 章 I-5-(1) 第 4 章 I-5-(2) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 「あなたの健康 みんなの健康 地域で育む 心豊かなまち さくら」を基本理念とし、生活習慣病予防の

ため、栄養・運動等の正しい知識の啓発や普及により、市民の健康増進を図っています。 

 

 総合健診（生活習慣病予防検診） 

生活習慣病やがん等を早期に発見し、健診を受診した方は結果相談会で結果を説明しています。 

必要な方に対して、栄養や運動等に関する保健指導や健康管理に対する正しい知識の普及を行ってい

ます。毎週月曜日に健康相談を行い、生活習慣病などの予防及び健康に関する事項について正しい知

識の普及を図るとともに、適切な指導や支援を行い健康の維持・増進を図っています。 

 

 貯筋フィットネスと日本一周ウォーキング 

運動することにより、肉体だけでなく精神的にも老化を防止し、

心もからだもアンチエイジングをスローガンに、毎月１回保健セ

ンターを会場にフィットネス、総合公園で初心者向けのウォーキ

ング教室を開催し、継続的な運動を支援しています。 

 

わがまち自慢 

○喜連川温泉と桜並木（出典：とちぎの百様） 

喜連川城の城址（現在のお丸山公園）を囲むように点在する７

つの温泉で、その泉質は「日本三大美肌の湯」の一つに選ばれる

良質さです。ここにしかないお湯を求めて、遠方からもたくさん

の方が定期的に通ってきます。 

桜並木は約 500m にわたって両側に約 100 本の桜が植えられて

います。満開の頃はまさに桜のトンネルです。 

貯筋フィットネス（12.2） 

図４ 習慣的喫煙者の割合 図３ 歯科健診を受けた者の割合 

第 4 章 I-5-(6) 第 4 章 I-5-(17) 
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那須烏山市 

１．概要 

【面積】174.35 ㎢（県内 12 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】27,047 人（県内 17 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 13,340 人、女性 13,707 人） 

【世帯数】9,439 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高い特徴があります。 

 

【平均寿命】男性 78.9 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 86.1 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.40 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.16 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】137 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】437 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、医師から糖尿病と言われたことがある者

の割合が 6.8%と、県平均の 9.0%を下回り、県内で 2 番目に低い結果でした。（図１） 

 同調査で、運動習慣を有する者の割合が 19.4%と、県平均の 17.3%を上回り、県内で上位の結果でし

た。（図２） 

 同調査で、医師等から運動を禁止されていない者のうち、1 年以上継続して運動している者の割合が、

77.4%と、県平均の 72.3%を上回り、県内で 2番目に多い結果でした。（図３） 

 また、同調査で、主食、主菜、副菜の３つを組み合わせて食べることが 1 日に２回以上「ほとんど

毎日」と回答している者の割合が 53.7%と、県平均の 51.8%を上回り、県内で上位の結果でした。（図

４） 
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図２ 運動習慣がある者の割合 図１ 医師から糖尿病と言われた者の割合 

第 4 章 I-5-(21) 第 4 章 I-5-(11) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 
 

３．健康づくり事業 

 食育教育 

市内の幼稚園や保育園、小学校に出向く「出前食育教室」を開いています。教室では、バランスの

良い食事や朝・昼・晩に食べることの大切さなどを伝えています。 

 小児生活習慣病予防教室 

子どものころから生活習慣を育むことを目的に、小学５年生や中学２年生を対象とした生活習慣病

予防教室を開催している。小学生と保護者向けのエクササイズ等の運動実技や、家族が健康的な生

活を送るための「食生活のちょっとした工夫」等、毎回テーマを決めて実施しています。 

 イスウル友の会 

「イ= eat(食べる)」「ス= sleep(眠る)」「ウ= walk(歩く)」 

「ル= laugh（笑う）」を合い言葉に、楽しみながら学び体験 

する地域の健康づくり活動を推進しています。ヨガ、３Ｂ体 

操など地区のリーダーがテーマを決めて活動し、会員が得た 

知識を周囲に広げて健康への普及活動に取り組んでいます。 

 

わがまち自慢 

○那須烏山の山あげ祭（出典：とちぎの百様、那須烏山市ホームページ） 

 450 年以上の伝統を誇る日本一の野外歌舞伎舞踊です。祭りの見

せ場は、網代状に竹を組んだ木枠に烏山特産の和紙を張って山水

を描いた、高さ 10 数メートルある「はっりか（はりか）の山」が

順にあげられていくところです。100 名以上の若衆が一体となって

一糸乱れず素早く山をあげ、踊り子達が常磐津の三味線にあわせ

美しい舞を披露する姿は一見の価値があります。平成 28 年 11 月 30 日、国連教育科学文化機関（ユネス

コ）の政府間委員会において、国指定重要無形民俗文化財「烏山の山あげ行事」が「山・鉾・屋台行事」

としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。 

図４ 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を 2回以上 

    とることが「ほとんど毎日」と回答した者の割合 
図３ 1 年以上継続して運動している者の割合 

第 4 章 I-5-(10) 第 4 章 I-5-(7) 
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下野市 

１．概要 

【面積】74.59 ㎢（県内 19 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】59,431 人（県内 11 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 29,376 人、女性 30,055 人） 

【世帯数】21,394 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

三次産業人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【平均寿命】男性 79.5 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.3 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.81 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.26 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】472 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】532 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性、女性の「心疾患（高血圧性疾

患を除く）」での標準化死亡比が 97.4、84.4 と、それぞれ県平均の 115.8、112.2 を下回り、ともに

県内で 1 番低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」結果では、肥満（BMI が 25 以上）の者の割合が

21.3%と、県平均の 23.1%を下回り、県内で 2番目に低くなっています。（図２） 

 同調査では、脳卒中の初期段階に起きる症状を 10 問全問正解の者の割合が 6.1%と、県平均の 4.1%

を上回り、県内で 2番目に高くなっています。（図３） 

 また、同調査では、COPD の内容を知っている者の割合が 23.7%と、県平均の 17.5%を上回り、県内で

1 番高くなっています。（図４） 
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図２ 肥満（BMI が 25 以上）の者の割合 図１ 心疾患（高血圧性疾患を除く、男性）の標準化死亡比 

第 4 章 I-5-(24) 第 4 章 II-3-(37) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 
 

３．健康づくり事業 

 「みんなで健康と幸せをめざして」をスローガンに掲げ、「栄養・食生活」「運動」「休養・こころの健

康づくり」「喫煙・飲酒」「健診を中心とした生活習慣病予防」を重点課題として、市民の健康づくりに取

り組んでいます。 

 地区組織育成 

地域で健康づくりのリーダーとなる人材の育成を目的に、健康推進員を養成しています。 

 ９か月健診時における保護者の血圧測定とミニ講話 

高血圧の予防、家族の健康づくりについて知ることを目的に、９

か月児を持つ保護者を対象に、血圧測定と若年から 

の高血圧予防と減塩生活についての講話を行っています。 

 高血圧予防教室（しもつけ減塩部・みそ汁塩分測定） 

高血圧・腎臓病予防のための減塩生活を学ぶことを目的に、 

４０歳以上の男女を対象として、尿中塩分測定と食事記録 

から塩分摂取量を算出し食事指導を行っています。 

 糖尿病予防教室 

糖尿病の発症予防と重症化予防を目的に、４０歳以上の男女を対象に、食事と運動の実践を行ってい

ます。 

 

わがまち自慢 

○下野薬師寺跡（出典：とちぎの百様） 

奈良時代に建築された「天下の三戒壇」として栄華を極めた巨大寺

院です。今から約 450 年前の戦国時代に火事に遭い、燃えてなくなっ

てしまいましたが、大正 10 年、歴史的価値が認められ、「国指定史跡」

となりました。今では建物の一部が復元され、貴重な資料を展示する

資料館も建てられています。 

図４ COPD の「内容を知っている」と回答した者の割合 図３ 脳卒中の初期段階に起きる症状を全問正解した者の割合 

※健康づくり事業の写真 

第 4 章 I-5-(14) 第 4 章 I-5-(22) 
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上三川町 

１．概要 

【面積】54.39 ㎢（県内 24 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】31,046 人（県内 15 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 15,951 人、女性 15,095 人） 

【世帯数】10,777 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高い点が特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.2 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

     女性 85.5 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 79.30 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 82.21 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】257 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】266 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「心疾患（高血圧性疾患を除

く）」の標準化死亡比が 99.6 と県平均の 115.8 を下回り、県内で 2番目に低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健康診断の受診率が 73.1%と、県平均の

68.5%を上回り、県内で上位となっています。（図２） 

 同調査では、子宮頸がん検診、大腸がん検診の受診率が 49.9%、28.3%と、県平均の 43.9%、24.4%を

上回り、県内で上位となっています。（図３） 

 また、同調査では、睡眠による休養がとれている割合が 78.0%と、県平均の 75.8%を上回り、県内で

2 番目に高くなっています。（図４） 
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図２ 健康診断を受けた者の割合 図１ 心疾患（高血圧性疾患を除く、男性）での標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 I-5-(2) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 
 

３． 健康づくり事業 

健康づくり推進体制の充実、健康づくりの促進、保健サービスの充実、地域医療体制の充実を積極的

に推進し、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に努めています。 

 

 平成２８年度上三川町健康マイレージ事業 

町民の健康に関する意識の向上及び主体的な健康づくりの推進を図ることを目的に、20 歳以上の町

民を対象に、個人が 3 種の目標を設定して 4 週間以上の実践及び健診の受診等により、一定値以上

のポイントを貯めた者に町内商品券等を進呈しています。 

 

 集団健診結果説明会における個別保健指導 

生活習慣病の重症化が懸念される者の健康に関する意識  

の向上及び主体的な健康づくりの推進を図ることを目的に、

集団健診を受診し、特定の検査値が基準を超えた者等を対象

に、集団健診結果説明会にて、保健師又は管理栄養士が保健

指導を実施しています。なお、欠席者には電話・訪問等を行

っています。 

 

わがまち自慢 

○上三川城址公園（出典：上三川町ホームページ） 

上三川城は建長元年（1249）から 350 年にわたり栄えた中世

の平城です。現在はその城跡を利用した美しい公園となってお

り、町民の憩いの場となっています。花の名所でもあり、サク

ラやツツジの季節には朱色と新緑があざやかなコントラスト

をつくりだします。 

図４ 睡眠による休養が「充分とれている」、「まあまあ 

とれている」と回答した者の割合 
図３ がん検診（子宮頸がん）の受診率 

第 4 章 I-5-(3) 第 4 章 I-5-(12) 
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益子町 

１．概要 

【面積】89.4 ㎢（県内 18 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】23,281 人（県内 20 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 11,542 人、女性 11,739 人） 

【世帯数】7,787 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県と似た傾向を示しています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高い点が特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.1 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 85.3 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.97 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.35 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】175 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】283 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」から、健康状態を「とてもよい」と答えた者の

割合が 11.8%と、県平均の 10.3%を上回り、県内で上位でした。（図１） 

 同調査で、睡眠による休養がとれている割合が 76.6%と、県平均の 75.8%を上回り、県内で上位でし

た。（図２） 

 同調査で、歯科健康診査の受診率が 43.2%と、県平均の 40.7%を上回り、県内で上位でした。（図３） 

 また、同調査で、ボランティア活動を行っている者の割合が 30.4%と、県平均の 25.2%を上回り、県

内で上位でした。（図４） 
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図 2 睡眠による休養が「充分とれている」、「まあまあ 

とれている」と回答した者の割合 

 

図１ 健康状態が「とても良い」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(12) 第 4 章 I-5-(1) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 ヤングミニ検診 

19 歳～39歳までの方に基本健診、子宮頸・乳(超音波)がん検診、骨密度・ﾋﾟﾛﾘ菌検査、歯科相談を

実施しています。 

 

 健康まつり 

「もっと知ろう！からだのこと☆健康チェック」として

体組成計や骨密度測定、からだ・歯なんでも相談、高校

生と食生活改善推進員による野菜を使ったお菓子のレシ

ピを紹介・試食配布、生命の貯蓄体操や笑いヨガの体験

コーナーなど子どもからお年寄りまで、楽しみながら健

康づくりについての普及啓発を行っています。 

 

 健診結果説明会 

特定保健指導受診者全員に対し、結果を説明し返却している。長年の歴史から、受診者にも定着し

た方法となっている。 

 

わがまち自慢 

○益子焼（出典：益子町ホームページ、写真は益子観光協会より） 

益子焼は、江戸時代末期、笠間で修業した大塚啓三郎が

窯を築いたことに始まると言われています。以来、優れた陶

土を産出すること、大消費地東京に近いことから、鉢、水が

め、土瓶などの日用の道具の産地として発展をとげます。若

手からベテランまでここに窯を構える陶芸家も多く、その作

風は多種多様です。 

図４ ボランティア活動を行っている者の割合 図３ 歯科健診を受けた者の割合 

第 4 章 I-5-(6) 第 4 章 I-5-(15) 
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茂木町 

１．概要 

【面積】172.69 ㎢（県内 13 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】13,188 人（県内 23 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 6,443 人、女性 6,745 人） 

【世帯数】4,572 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 79.3 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.4 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 77.97 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.44 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】53人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】238 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の悪性新生物（大腸）での標準

化死亡比が 46.9 と、県平均の 107.2 を下回り、県内で 1番低くなっています。（図１） 

 また、同統計から、女性の腎不全での標準化死亡比が 46.3 と、県平均の 95.5 を下回り、県内で 1

番低くなっています。（図２） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」より、医師に糖尿病と言われたことがある者の

割合が 7.4%と、県平均の 9.0%を下回り、県内でも少ない結果でした。（図３） 

 また、同調査から、がん検診（胃がん）の受診率が 28.6%、がん検診（大腸がん）の受診率が 31.5%

と、それぞれ県平均の 22.9%、24.4%を上回り、ともに県内で 2 番目に高くなっています。（図４） 
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図２ 腎不全（女性）で標準化死亡比 図１ 悪性新生物（大腸、男性）での標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(36) 第 4 章 II-3-(37) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 糖尿病予防教室などの生活習慣病対策、感染症予防対策、食育に関する事業等、幅広く町民の健康づ

くり事業を行っています。 

 健康チャレンジ事業 

健診受診の促進、運動習慣の定着、引きこもりの予防を目的に、２０歳以上の町民を対象に、健診

受診、日々の運動、歯みがき習慣、睡眠など５項目に対し日々の記録をつけ、合計 100 ポイント以

上でクーポン券１枚（100 円相当）贈呈しています。 

 糖尿病予防対策の強化 

糖尿病の発症予防、悪化防止を目的に、４０歳以上の町民   

を対象に、食事、運動、フットケアの講話、自己を振り返

るためのグループワークを行っています。 

 健康体操教室 

運動の習慣化を目的に、呼吸法を中心とした心身のバラン

スを整える効果のある「生命の貯蓄体操」を町内 27 カ所で

行っています。幅広い年代の方々が参加し、250 名が会員として継続しています。 

 

 

わがまち自慢 

○道の駅もてぎ（出典：とちぎの「道の駅」パンフレット） 

栃木県で第 1 号の道の駅としてオープンし、北関東の交流拠

点として多くの方々に利用されています。茂木町の特産品やお

みやげ、地元産の新鮮な野菜などのお買いもの、花と緑に囲ま

れた広い公園や、週末には真岡鉄道の SL を見ることができ、

家族で一日楽しく過ごすことができます。 

図４ がん検診（大腸がん）の受診率 図 3 医師に糖尿病と言われた者の割合 

生命の貯蓄体操 

第 4 章 I-5-(21) 第 4 章 I-5-(3) 
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市貝町 

１．概要 

【面積】64.25 ㎢（県内 22 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】11,720 人（県内 24 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 5,939 人、女性 5,781 人） 

【世帯数】4,109 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県と似た傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 78.2 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

女性 86.3 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 79.03 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.62 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】90人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】146 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「悪性新生物（肝及び肝内胆

管）」での標準化死亡比が 47.1 と、県平均の 96.3 を下回り、県内で 1 番低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、乳がん検診の受診率が 55.5%と、県平均

の 43.0%を上回り、県内で 1 番高い結果でした。（図２） 

 子宮頸がん検診の受診率が 50.2%、県平均の 43.9%を上回り、県内で 2 番目に高い結果でした。（図３） 

 この 1年間に一つでも健康づくりに関係したボランティア活動を行った者の割合が 31.2%と、県平均

の 25.2%を上回り、県内で 2 番目に高い結果でした。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2%

12.7%

61.6%

60.6%

26.2%

26.7%

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

市貝町

栃木県

年少人口 生産人口 老年人口

11.4%

5.8%

35.9%

32.0%

52.7%

62.1%

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

市貝町

栃木県

一次産業 二次産業 三次産業

図１ 悪性新生物（肝及び肝内胆管、男性）での標準化死亡比 図２ がん検診（乳がん）の受診率 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 I-5-(3) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 平成 28 年度から導入した『元気づくりシステム』により、健康づくり・介護予防はもとより、総合的

なまちづくりを連携する地域活性型の事業を展開しています。 

 

 元気づくりシステム 

地域の集会所で元気づくり体験を実施し、高齢者の筋力維持

と筋力アップを図り、栄養学の面も踏まえて、地域ぐるみの

健康づくりを実践していきます。 

 からだスッキリ教室 

疾病の予防及び重症化予防を目的に、特定健診にて、血圧・

脂質・血糖肥満で要指導以上の者を対象に、項目ごとに生活改

善の必要性と食生活改善のための方法を周知しています。 

 健診受診率アップ対策 

地域保健衛生推進員による集団健診の申込書の配布と回収により健診の PR をしています。また、受

診を促すことを目的に、国保加入者のうち 40 歳から 60歳代で健診未受診者に対し、はがきによる個

別通知を行っています。 

 

わがまち自慢 

○芝ざくらまつり（出典：市貝町ホームページ） 

芝ざくら公園では、4 月下旬～5 月上旬には敷地内いっぱいの芝ざ

くらのじゅうたんを楽しむことができます。 

 
 

図４ ボランティア活動を行っている者の割合 図３ がん検診（子宮頸がん）の受診率 

元気づくりシステム（H28.10～） 

第 4 章 I-5-(3) 第 4 章 I-5-(15) 
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芳賀町 

１．概要 

【面積】70.16 ㎢（県内 21 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】15,189 人（県内 22 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 7,635 人、女性 7,554 人） 

【世帯数】4,957 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県の 2倍以上となっています。 

 

【平均寿命】男性 78.6 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.8 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 76.59 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 81.98 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】90人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】220 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、女性の「悪性新生物（胃）」での標

準化死亡比が 64.9 と、県平均の 109.4 を下回り、県内で 1 番低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、健診受診率が 75.4%と、県平均の 68.5%

を上回り、県内で 1番高くなっています。（図２） 

 同調査では、脳卒中の初期段階に起きる症状を 10 問全問正解の者の割合が 6.4%と、県平均の 4.1%

を上回り、県内で 1番高い結果でした。（図３） 

 また、同調査では、この 1年間に一つでも健康づくりに関係したボランティア活動を行った者の割合

が 33.2%と、県平均の 25.2%を上回り、県内で 1 番高い結果でした。（図４） 
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図２ 健康診断を受けた者の割合 図１ 悪性新生物（胃、女性）の標準化死亡比 

第 4 章 I-5-(2) 第 4 章 II-3-(34) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 ウェルネス運動教室 

筑波大学の研究成果に基づいたe-wellnessシステムを

利用し、20 歳以上の町民を対象に、モテナスはがを会

場に、個人の体力・体型・普段の生活様式からオーダ

ーメイドの個別プログラムを作り、専門スタッフが週 1

回 90分間の指導をしています。また、通信機能付き歩

数計を身につけ、毎日の歩数を記録し、体組成や身体

活動量をデータ管理し、個人の健康情報を提供してい

ます。 

１回の流れは、血圧測定→体組成計側→準備運動→エアロバイク 30 分間→筋力トレーニング 30 分

間→整理運動です。 

 総合検診事業 

基本の健康診断の他に、各種がん検診や肝炎ウイルス検査、骨密度検査、ピロリ菌検査、結核検診

を総合して受けることができ、検査費用の約 9 割を町が負担し実施しています。 

また、19～39 歳の方には、尿検査や血液検査等の「ヤングエイジ検診」を実施しています。 

 

わがまち自慢 

○延生地蔵尊(城興寺) （出典：とちぎの百様） 

安産祈願のパワースポットとして、県内はもちろん、関東一円、

東北からも多くの人がお参りに訪れる「安産、子育て、子授けの

お地蔵様」、地元の人たちからは「延生のお地蔵さん」と呼ばれ親

しまれています。 

「地蔵堂」に安置されている木製のお地蔵様は、東大寺南大門

の金剛力士像で知られる運慶の作と伝えられています。 

 

図４ ボランティア活動を行っている者の割合 

第 4 章 I-5-(15) 

図３ 脳卒中の初期段階に起きる症状を全問正解した者の割合 

 

第 4 章 I-5-(22) 
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壬生町 

１．概要 

【面積】61.06 ㎢（県内 23 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】39,951 人（県内 13 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 19,643 人、女性 20,308 人） 

【世帯数】15,258 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

人口構成は栃木県と似た傾向となっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 79.3 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 84.5 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.35 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 82.47 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】293 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】376 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「悪性新生物（胃）」での標

準化死亡比が 76.3、県平均の 112.2 を下回り、県内で 1番低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」より、健康状態を「とてもよい・よい」と答え

た者の割合が 42.2%と、県平均の 39.3%を上回り、県内で 3番目に多い結果でした。（図２） 

 同調査では、住んでいる地域が「好きだ」と回答した者の割合が 29.9%と、県平均の 26.6%を上回り、

県内で３番目に高い結果でした。（図３） 

 また、同調査では、生活習慣病のリスクを高める飲酒を行っている者の割合が 10.8%と、県平均の

13.3%を下回り、県内で 1番低い結果でした。（図４） 
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図２ 健康状態を「とてもよい」、「よい」と回答した者の割合 図１ 悪性新生物（胃、男性）の標準化死亡比 

第 4 章 I-5-(1) 第 4 章 II-3-(34) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 大人のラジオ体操の旅 

地域への健康づくりの活性化を目的に、サロンやイベントにおいてラジオ体操の指導、啓発を行っ

ています。 

 

 みぶまち・獨協健康大学 

健康リーダーの育成を目的に、獨協医科大学と連携し、住民

を対象に、「みぶまち・獨協健康大学」を実施して、健康づく

りの啓発を行っています。 

 

 紙版みぶまち健康の貯金箱 

特定健診や職場の健康診断、がん検診、健康づくりやスポーツ、介護予防に関すること、健康まつ

り等の事業に参加して、合計１００ポイント貯めると、クオカードを進呈するなどして町民の健康

づくりを応援しています。 

 

わがまち自慢 

○Web 版 みぶまち健康の貯金箱（壬生町健康マイレージ） 

パソコンやスマートフォンを使って Web サイト上で健康管理や健康づくりが出来 

るシステムです。健康診断を受け、健康づくり事業や介護予防事業等に参加すると 

ポイントがもらえます。そのポイントを 500 ポイント貯めて応募していただくと、 

景品がもらえます。その他にも、定期的に健康クイズが出題されたり、バーチャル 

マップで町内を巡ったりと楽しみながらゲーム感覚で健康アップが出来ます。 

 

図４ 生活習慣病のリスクを高める量の飲酒を行って 

いる者の割合 

図３ 住んでいる地域が「好きだ」と回答した者の割合 

第 4 章 I-5-(25) 第 4 章 I-5-(20) 
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野木町 

１．概要 

【面積】30.26 ㎢（県内 25 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】25,292 人（県内 18 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 12,556 人、女性 12,736 人） 

【世帯数】9,530 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

生産人口割合が栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

産業別人口割合は栃木県と似た傾向を示しています。 

 

【平均寿命】男性 79.4 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 86.2 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.52 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 81.93 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】192 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】246 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「脳梗塞」での標準化死亡比

が 102.8、「悪性新生物（胃）」での標準化死亡比が 83.9 と、それぞれ県平均の 124.1、112.2 を下回

り、ともに県内で 2番目に低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、運動習慣がある者の割合が 19.7%と県平

均の 17.3%を上回り、県内で 2番目に高い結果でした。（図２） 

 同調査では、ロコモティブシンドロームを知っている者の割合が 31.1%と、県平均の 28.7%を上回り、

県内で上位でした。（図３） 

 また、同調査では、健康管理にスマートフォンやパソコンを活用している割合が 25.2%と、県平均の

22.7%を上回り、県内で 2番目に高い結果でした。（図４） 
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図２ 運動習慣がある者の割合 図１ 脳梗塞（男性）の標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 I-5-(11) 



151 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康タウンのぎ宣言事業 

 「減塩＋１（プラスワン）」事業 

減塩を基本に、糖尿病予防や低栄養予防、親子の食育など      

の教室を実施し、健康寿命が延伸するよう取り組んでいます。 

例）「減塩＋糖尿病予防」教室など 

 

 ロコモ予防チャレンジ教室 

ロコモティブシンドロームの予防ひいては健康寿命の延伸を

目的に、４０歳以上の住民を対象とし、ロコモ予防のための運

動を実践し、家庭での運動習慣の定着を促しています。 

 

 のぎ健康マイレージ事業 

町民の自主的な健康づくりを応援するため、４０歳以上の住民を対象に、健康づくりに関する取組みに

対してポイントを付与し、ポイントを貯めた方には記念品をプレゼントしています。 

 

 

わがまち自慢 

○野木町煉瓦窯（出典：とちぎの百様） 

 明治～昭和期に鉄道や工場建設で需要の高かった赤煉瓦を

焼くためにつくられた１６角形の「ホフマン式円形輪窯」です。

日本の近代化を支えてきたこの産業遺産は、一度に約２２万個

の赤煉瓦を焼くことが出来たといわれており、現存する唯一最

古の「ホフマン式円形輪窯」として、昭和５４年に国の重要文

化財にも指定されました。 

 

図４ 健康管理にスマートフォンやパソコンを活用して 

いる者の割合 

図４ ロコモティブシンドロームの「内容を知ってい

る」、「言葉を聞いたことがあるが内容は知らない」

と回答した者の割合 

 

第 4 章 I-5-(13) 第 4 章 I-5-(23) 
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塩谷町 

１．概要 

【面積】176.06 ㎢（県内 11 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】11,495 人（県内 25 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 5,619 人、女性 5,876 人） 

【世帯数】3,696 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業と二次産業人口割合が栃木県より高くなっています。 

 

【平均寿命】男性 78.7 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.7 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 75.38 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 83.11 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】68人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】153 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「悪性新生物（大腸）」での

標準化死亡比が 48.3 と、県平均の 107.2 を下回り、県内で 2番目に低くなっています。（図１） 

 また、同統計では、女性の「悪性新生物（胃）」での標準化死亡比が 71.0 と、県平均の 109.4 を下回

り、県内で 2 番目に低くなっています。（図２） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」より、健診受診率が 75.1%と、県平均の 68.5%

を上回り、県内で 2番目に高くなっています。（図３） 

 同調査で、がん検診受診率が、胃がん 27.5%、肺がん 28.2%、大腸がん 30.1%、子宮頸がん 51.4%と、

県平均の県平均の 22.9%、21.0%、24.4%、43.9%を上回り上位でした。 

 また、同調査で、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を「ほとんど毎日」と回答した者の割合が

55.2%と、県平均の 51.8%を上回り、県内で 1番高くなっています。（図４） 
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図２ 悪性新生物（胃、女性）の標準化死亡比 図１ 悪性新生物（大腸、男性）の標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(36) 第 4 章 II-3-(34) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３． 健康づくり事業 

塩谷町健康増進計画（しあわせ おだやか やりがい プラン）に基づき、町民一人ひとりが主役となる健康

づくりを目指しています。 

 

 健診結果報告会 

生活習慣病予防と重症化防止を目的に、健診結果報告会において、保健師･栄養士による一人ひとり

の健診結果に応じた個別相談と、歯科衛生士による集団指導を実施しています。さらに、必要に応じ

て継続的な相談指導や健康教室を行っています。 

 

 子どもの頃からの生活習慣指導 

乳幼児健診・相談において保護者に対して生活リズムや食

事、口腔衛生についての知識の普及を行うとともに、保育

園、小中学校と連携し、子どもや保護者に対して栄養講話

や個別相談を行っています。 

 

 

わがまち自慢 

○ 顔見知りの関係でつなぐ健康づくり 

町民一人ひとりが健康づくりの主役であり、町民が町全体の 

健康づくりを支えています。わがまちの自慢は、保健師・栄養 

士が町民と「顔見知り」の関係であり、切れ目のない継続的な 

支援ができることです。個人の生活習慣を思いやり、一人ひと 

りに寄り添った保健相談・栄養相談を行っています。 

   

 
 

図４ 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を 2回以上 

とることが「ほとんど毎日」と回答した者の割合 
図３ 健康診断を受けた者の割合 

第 4 章 I-5-(2) 第 4 章 I-5-(7) 

写真 
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高根沢町 

１．概要 

【面積】70.87 ㎢（県内 20 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】29,639 人（県内 16 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 15,326 人、女性 14,313 人） 

【世帯数】11,521 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

生産人口割合は栃木県より高い傾向がみられます。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県より高くなっている点が特徴です。 

 

【平均寿命】男性 79.1 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.9 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 79.10 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 84.59 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】287 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】281 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、女性の「死亡総数」での標準化死亡

比が 95.5、県平均の 107.6 を下回り、県内で 1 番低くなっています。（図１） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、肥満（BMI が 25 以上）の者の割合が 19.7%

と、県平均の 23.1%を下回り、県内で 1番低い結果でした。（図２） 

 同調査では、医師から糖尿病と言われたことがある者の割合が 6.8%と、県平均の 9.0%を下回り、県

内で 1番低い結果でした。（図３） 

 また、同調査では、55歳から 64 歳で歯が 24本以上ある者の割合が 65.7%と、県平均の 56.8%を上回

り、県内で 1 番高い結果でした。（図４） 
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図２ 肥満（BMI が 25 以上）の者の割合 図１ 死亡総数（女性）の標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 I-5-(24) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 健康づくり推進事業（健康診査受診率向上） 

定期的に健康診断やがん検診を受診することは、自らの健康状態を把握し、生活習慣病を見直す有効

な手段であり、生活習慣病の発症予防や悪化防止のために役立つということを、広報誌や健康教室、

健康講話など、あらゆる機会を通じて呼びかけています。 

 

 生活習慣病予防事業（適正体重の維持・生活習慣改善） 

適正体重維持のため、知識の普及や生活の中で意識的に体

を動かす動機づけを行うことを目的に、運動教室を開催し

ています。また、「ダイエット部健康カレンダー」を活用し

て体重の自己管理を促しています。 

生活習慣を改善するための栄養や運動に関する知識の普及

を目的に健診事後指導時に管理栄養士によるバランス食や

減塩指導（減塩味噌汁の試飲や味噌汁の塩分測定）、運動指

導士による運動の実技指導を実施しています。さらに、病

態ごとの栄養教室や個人の状況に応じた栄養相談を実施しています。 

 

 

わがまち自慢 

○高根沢町元気あっぷむら（出典：とちぎの百様） 

みんなの“元気”を“あっぷ”するために生まれた、食と健康の

ための複合施設です。身体の疲れを取る温泉施設、郷土料理や和・中

華料理が堪能できる食事処、地元高根沢産大豆を使ったとうふ作りを

体験できる施設、ゆっくり宿泊できるコテージ、自然の中でお散歩が

楽しめる森林コースなど、魅力いっぱいの健康ビレッジです。 

図４ 55 歳から 64歳で自分の歯が 24 本以上ある者の割合 図３ 医師から糖尿病と言われた者の割合 

第 4 章 I-5-(21) 

運動教室の風景 

第 4 章 I-5-(5) 
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那須町 

１．概要 

【面積】372.34 ㎢（県内 5 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】24,919 人（県内 19 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 12,186 人、女性 12,733 人） 

【世帯数】8,564 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典:栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4 章 II-3-(5)) 

年少人口と生産人口割合は栃木県より低く、老年人口割合は栃木県

より高い傾向がみられます。 

【産業別従属人口】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県よりの 2倍以上高いのが特徴です。 

【平均寿命】男性 78.2 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.5 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】 男性 76.70 歳（平成 25 年推計値） 

女性 83.45 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】127 人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】344 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」の結果で、現在住んでいる地域が「好きだ」と

回答した方が 31.4%と、県平均の 26.6%を上回り、県内で１番高い結果でした。（図１） 

 同調査で、ボランティア活動に参加していると回答した方が 30.6％と県平均の 25.2%を上回り、県内

で上位でした。（図２） 

 同調査で、健康状態を「とてもよい・よい」と答えた方が 41.0%と、県平均の 39.3%を上回り、県内

で上位でした。（図３） 

 また、同調査で、路上での受動喫煙機会が 29.8%と、県平均の 36.1%を下回り、県内で２番目に低い

結果でした。（図４） 
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図２ ボランティア活動に参加していると答えた者の割合 図１ 現在住んでいる地域が「好きだ」と答えた者の割合 

第 4 章 I-5-(15) 第 4 章 II-5-(25) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

住民の運動習慣の定着等のため、以下の事業を行っています。 

 ファットレスクラブ（運動教室） 

運動習慣の定着、生活習慣病の改善を目的に、成人を対象とした「ファットレスクラブ（運動教室）」

を毎月 2 回程度開催しています。 

 親子で元気パワーアップ事業（運動・歯科教室） 

子どもの頃からの生活習慣病予防の意識づけと実践を目的 

に、親子で楽しく運動や歯科保健など健康について体験す 

る教室を開催しています。 

 健康フェスティバル 

健康づくりの普及啓発を目的に、住民全般を対象とした 

「健康フェスティバル」を実施し、住民が健康に関心を持 

てるよう、健康づくりの各種イベントを行っています。 

 

わがまち自慢 

○毎年 9 月に行われる「那須九尾（きゅうび）まつり」では「日

本一なが～いお稲荷巻きに挑戦！」し、「九尾の狐」にちなみ９種

類の具（那須和牛や地元の野菜など）を混ぜた全長 129m の稲荷巻

きづくりに力を合わせて挑戦しています。 

 

○ボランティア活動が活発で、東日本大震災発生直後に「那須町

災害ボランティアセンター」を町と民間団体が連携して設立し、支援物資の取りまとめ等を迅速に行いま

した。（出典：23.3.11 に発生した東日本大震災那須町の記録） 

 

図４ 路上での受動喫煙機会がある者の割合 図３ 健康状態を「とてもよい」、「よい」と答えた者の割合 

第 4 章 I-5-(19) 第 4 章 I-5-(1) 
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那珂川町 

１．概要 

【面積】192.78 ㎢（県内 9 位）（平成 27 年 10 月現在） 

【人口】16,964 人（県内 21 位）（平成 27 年 10 月現在） 

   （男性 8,526 人、女性 8,438 人） 

【世帯数】5,831 世帯（平成 27 年 10 月現在） 

【人口構成】 

 
出典: 栃木県「平成 28 年栃木県の人口（栃木県毎月人口調査報告書）」(第 4章 II-3-(5)) 

老年人口割合は栃木県より高くなっています。 

 

【産業別人口割合】 

 
出典:総務省統計局「平成 22 年国勢調査」(第 4 章 II-3-(70)) 

一次産業人口割合が栃木県の 2倍以上高い特徴がみられます。 

 

【平均寿命】男性 79.4 歳（国 79.6 歳、県 79.1 歳） 

      女性 85.5 歳（国 86.4 歳、県 85.7 歳） 
（平成 22 年市区町村別生命表） 

【健康寿命】男性 78.09 歳（平成 25 年推計値） 

      女性 82.81 歳（平成 25 年推計値） 

【出生数】93人（平成 27 年人口動態統計） 

【死亡数】265 人（平成 27 年人口動態統計） 

 

２．統計データから 

 平成 20 年～24 年の人口動態保健所・市区町村統計の結果から、男性の「悪性新生物（総数）」で

の標準化死亡比が 80.7 と、県平均の 99.4 を下回り、県内で 1番低くなっています。（図１） 

 また、男性の「脳血管疾患」での標準化死亡比が 94.5 と、県平均の 123.8 を下回り、県内で 1 番

低くなっています。（図２） 

 平成 28 年度に実施した「生活習慣アンケート調査」では、がん検診の受診率が胃がん 31.2%、肺

がん 34.0%、大腸がん 35.0%と県平均の 22.9%、21.0%、24.4% を上回り、それぞれ県内で 1 番高い

結果でした。（図３、図４） 
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図２ 脳血管疾患（男性）での標準化死亡比 図１ 悪性新生物（総数、男性）での標準化死亡比 

第 4 章 II-3-(37) 第 4 章 II-3-(43) 
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※市町別データを 5段階に分割して色分け、色の濃い方が数字が大きい。 

 

３．健康づくり事業 

 健診受診をわかりやすく、繰り返しＰＲ！ 

全世帯に申込書と家庭用保存版の健康診査の案内等を送付し 

(H29 年度は黄色）周知を徹底しています。 

特定健康診査と各種がん検診（胃、大腸、肺、子宮頚部、乳、

前立腺）、骨粗鬆症・肝炎ウイルス検診を同日に受けることがで

きます。対象は 20 歳から、基本検診（特定健診にあたる）を無料化することで、

若い頃からの健康管理に繋がることや、女性限定のレディース健診や土日を組

み込んだ日程での実施など、受けやすい健診体制づくりを行います。 

 個別栄養相談 

   個々の特徴に合わせた相談を行えるよう、管理栄養士による

相談会を実施。医療機関からの紹介や本人・家族の希望等、１

回約１時間かけて、毎日の食生活改善から健康への一歩を踏み

出せるよう支援しています。 

 なかがわフィットネス倶楽部 

健診受診後のフォローや運動を始めたいと思っている方を対

象に、有酸素運動・筋トレ・ストレッチ等を組み込んだ教室を月１回程度開催しています。 

 

わがまち自慢 

○ ふるさとの原風景に出会えるまち 

緑や里山が織りなす美しい自然が随所に残され、 

小砂地区が、里山芸術の森や菊炭などの地域資源が 

評価され、平成 25年に「日本で最も美しい村」連合 

に加盟しました。こころのオアシスを求めて、ゆった 

りとした時間を過ごせる町です。 

 

図 4 がん検診（肺がん）受診率 図 3 がん検診（胃がん）受診率 

第 4 章 I-5-(3) 第 4 章 I-5-(3) 


