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T� …̥͊ƨt̞ǜʿouhkʹǏ…̥ʼlk�p�

p…}rplkȭ�hl�ĨĖovnprpi�

T� …̥̪±̲c�̈őuhɉŮot˺țǓʱpʬ

Ț�ȷ̏ov��T±̤ǐczvoo�i�

T� ȀȒØ±ukŁlu�t��cpuhkŁl�

�t�rpËÞ�ďnvns�h®ÅÀèʴt

{TuˏpppT̀˻�o�i�

f t Ü�

T� ɣŝẗőʊ±Ň}��˘ġŬƇ�£Å�±

̲c�̈őuhñùǢƍt̼±ʅ˷an��p

tourpti�

T� ƆǾȳų˞r¿��ŗżoo�uhƆǾȳu

�t�rpŦŁ�o�i�

�
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?�®¤Ã�t̽ʒ�

� È˫tȠ˪˹͋�̌}UhÈohŃƢ �	 Ȋȑ}

o±hɢŐuf�g�tĐǞ͈ţo�®¤Ã��

Ĺ̽ahɣŝẗő“ɺtǳ˨ȟhs�xǻˠ̈ő

“ɺȟ�éǓc�^ppah͙ĐǞʄʓťŉȈĵ

ə i͚�

� ɢŐ±uho�tb�ĐǞ͈ţ�Ě�Ʊnnp

�uh͈ ţ�̊UhȠ˪ÄǈťǬí�Ƚ��^po

ů˥ɸr˟ʁt�tǊ˟̽ʥ�̙��^ppahi

ǿťtʣʭɸÁ®¼ÅouhȀȒØ�Ɗ̃pah

Ǔʱ�ÿăall�h̝ ƂhŮśØ�Ɗ̃pahǓ

ʱ�ĜU�^ppahiĜUnɣȋt�µÅ¥¤

Å �ɩph˦șt�hɣŝtɝƁù˰̈ő“ɺ

tŶƱǄ�Ƞ˱c�pp�±h˦șʬȚ�ǻˠ̈

ő“ɺtéǓ±�ĸȃc�^pahift̼hſ˙

˻Ǹpanɶ˛`�nprpǓʱookn�h˦

șʬȚ�Ǭʇov�v�®¤Ã�panǧɩc�

^ppahi�

�

@ʮǊƲǓ�

� ɢŐuĹ̽ahǈť�ĉȋÄ̀˻aḧ ő“ɺ�

̞Ɓc�ɺɸohʖ͞Ŗɢá̀�ơǓ 	, Ƣ 	 Ȋ �,

Ȁ±̰üahï ő“ɺt̞Ɓ±ohknuhòȮ

¤À¯��ɂ�ǧɩahiĊçɸ±uhßÉtǗ”

ò˻�̙�hi�

ɢá̀ę�

͚͝�ɢŐt�Ǭȟtokhɣŝẗő“ɺtǳ

Ɓȟhǻˠ̈ő“ɺȟ±lpnǈť�ĉȋa

hi�

͚͞�ŀɢŐućnt“ɺ±lpnhŶƱǄÄƿ˞

Ǆ�Ģȟan͝nͣɕoɕǶÝy�˘kh�

ɢ á ̀�

͚͟�“ɺ_pt˲îɕǶt̽˩ö�ĐƝ�ʚď

ahɢŐof��tǈť�ĉȋahi�

͚͠�Ôę˲îtʬȚhs�xɢŐuĹ̽ahſ˙

˻Ǹ��µÅ¥¤Å t˦șʬȚ±Ťmp

nhŀ̈ő“ɺ͙ɣŝẗő“ɺÄǻˠ̔Ĝ

“ɺ͚tŶƱǄ�ƿ˞Ǆ�̀˻ahi�

ɢá̀ƹ�

͚͡ɢá̀ot̀˻�̌}Unhŀ̈ő“ɺ±l

pnhčƨhŃȥ±ɕǶÝy�˘phĐƝu

ÆƁǼŅ±̽ʥah“ɺ±lpnǧņ�ȿ

Ɓahi�

� �

� ĔŖ˲ît̽˩͙͟Ĩ̱tʎġŁ˩ɕǶ͚�˛

͝Ä͞±}p�h͙ƚĬĐ i͚^tʬȚ±Ťm[ɢ

á̀ot̀˻ußÉt̕�ookhi�

I�	� ȲtȄtç̨t� ��F% ßÈŪĜanp�i�

• ��F% tŶƱup�t[hˑ pȄt�tç̨Ŭ

Ħ±��ɲǆtǪƁ±uȋɩi�

• ��F% ŪĜtȋɩǄ�ʇc�µÅ¥tťŉu

o�i�

• ɝƁñùǢƍẗő“ɺpanǧɩan�

ˏpi�

I�� Ŗ 
� ĐßÈt̎[Ⱦ�t[̚ġ�̘ 	 Ȁß

Èh� ƢßÈƃǽ�

I�ȀƠɧɅ±spnȰ˘Ķ� Ńʗt̍çɅġ� �

Ȁ � Ȅ̱ßÈƃǽ�

• ��£�°��¦ 	��
 ±uk� Ŗ 
� ĐßÈ

t8l±lpn˫̐uo�i�

• ͝ƢßÈtƃǽuƿ˞ti�

• ̍çɅġtƁ̪ɸǙǭu̿apuhƩ�ÛÔ

rqt̍çɅġ�5arp6͙ KCPLD"!*�

DI!"0DOD0P �͚ʽ[{TuǙǭacptou

rpti�

• KCPLD"!*�DI!"0DOD0P ±lpnt�®¤Ã�

uo�tohÌǼvph{Tuˏpi̽Řt

ÍoÌȢʕ±äʵc�^p�Ǚǭc�h�

±�hɅġpÊɅġtÌǼ�ʽ[Ǽuˏpi�

• ^��͞“ɺuh�·Å¢͙ęʼ͚pğþ�

Ň�hȀƠ̍çɅġ͙ƹʼ͚tǙǭ�ɺɸp

anp�i�

• ̈őuft}}±anh̞ ǜʿ�ǳŒc�͙ �

Ȁ � Ȅ̱ßÈhf�ßÉhƩ�kwra͚^

pohɅġpÊɅġ�͝őoʽ[^puov

rpti�

• k͝Ȁ͝Ȅ̱ßÈ8lt͝Ȅ̱tȞǟpr�

ʄʓťŉuo�i�

I{|ŃbƢ͘tŃǄpȷ̏anȰ[̖ƨu̖pi�

• çětǢȦpǂ���uhè�˺z�h�t

̈őtĐt�rpi�

• ƹȐ͔͘ʼ�Ɗ̃pc�̈őt�T±ǂ�

��i�

I^t � Ƣ̱oç̨tŪɎu4
F% ßÈokhi�

• ¸�§��̸pn±¾� 
F% ±c�i�

• ̈őar[n�ęƢtù˰ʬȚpȷ̏c�

vǙǭc�^puov�i�

• ƿda�ȶƢù˰�Ļy�pu̶�dhǻˠ
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±Ļ˰c�ŦŁrqęƢtù˰ʬȚurp

ŦŁ�o�tohƢ̱tŬĦ�ɓ�r[Ǚǭ

c�±üőoʽ[ƿ˞uo�i�

• ù˰oǙǭc�ƿ˞uo�tt�t�rpi�

• è�˲îc�h�t“ɺtÊȂʅi�

• ʀɿȄɗŌňpt̲̗uǢǱ`�np�i�

I�Øpȷ̏an͏z�̖ƨu̖p�

• ̽ŘtɧɅʹǏ�ǣU�±uǇ[rp̈ő

iuhù˰ouÊ˞pǂ���i�

• ñùǢƍoẗőu̝đpʻU�ƺ��i�

I�Ɛƈęt 	 Ȅ̱ßċ±ŭ͏�ĺ�^pu̘± 


ŖßÈo�i�

I�ŭ͏ƹ̱͏͙ 
 ͏ßŮtŰ͏ �͚p�^pu̘±


 ŖßÈo�i�

I�ȏ͏�Ǜ[^pu̘± 
 ŖßÈo�i�

• ù˰ov[zvŤȒɸr̈ő“ɺpupU

dhñùǢƍoẗőu̝đpǂ���i�

• ȏ͏Ȫ͏±̲anu˖ŜÈȁ͙ˇď˖͚±̲

̗c��®¤Ã�uo�i�

• ʾţt¤Å o�hȏ͏Ȫ͏uƌȖt˖ŜÈ

ȁ±uƴ̈́anp�i�

I�ʀɿoà͑uĪĐp�np�i�

I�� ȀtơŠʀɿȄ̱uq�[�poct�

I�ʀɿȄtűvrpxv�ɗŌň�ǢǱ`�h^

puo�}ctͥ�

I�̉ ƥȄ̱uơŠanèȄ_�oct�

I�ƐƈȄ̱uơŠanèȄ_�oct�

• à͑uĺ�np�tņtuôØtÎˤoo

�h��Ƅˤɸr̈ő±òȮc�Ǽu̝đi�

• ʀɿȄ̱uùƬ±ƴ̈́c�^p�ʇců[

t�®¤Ã�uo�hʀɿȄ̱�Ȯa[Ǚǭ

c�^puűđi�

• ʀɿȄɗŌňt͊ƨuÆˎ±ʻU��np

�ßÈ±͔[hưppxvpɗŌňẗőu

ftǙǭ±̨˞i�

• Ɛƈp̉ƥȄ̱uhʀɿȄ̱tĘ̶�Ǚǭc

�^p±ʲu�i�

• ʀɿoà͑up�np�tņtuhį±ʀɿ

ȄɗŌňtȋɗ�ĸȃc�t~r�dhǚT

l�÷ǃǌrqhȥjrÊƁǉ˯�ĥǠan

p�i�

• ͝lẗőo�¬Åc�ʝřuƤ[r�ph

è�˲îc�h�ẗőtĊçǄ±Ða[

r�h�h�TƏaƄˤɸr̈őtǼu�pi�

I�̚ ġ�͏ɧɅʗtɧɅʹǏ�ǳŒan~�Tp

ǂp}cti�

I�ɧɅʹǏtǳŒ±lpnñùǢƍ�Ļy�ȩá

uo�vėɩa}cti�

• ñùǢƍoʽ[^puƿ˞ĭ ġŬƇ�£Å

�»¤Àoë��np�i�

• ɝƁù˰t̻ƕĦ±ë��nprptohė

ɩc�ȹurppʘUhŦŁookn�˞

ǲǮ±Đ͎`��i�

• ù˰�Ļynt�Ǣƍ}oṞ̏uo�toh

ù˰Ȅ±^tɕ�̈őc�^pu̝đor

pi�

• ɧɅʹǏtǳŒǊȬ±lpnh̽ Řtɝƽ�

Ǚǭc�h�±uëU�torpti�

• qj�tÆloˏpi�

I�ɚÄȵÄāƮŸŷ±͔˖ŜtØup}ct�

I�ɚÄȵÄāƮŸŷ±͔˄˖ɴtØup}ct�

I�ɚÄȵÄāƮŸŷ±ʡƒɳtØup}ct�

• ͔˄˖ɴu˄̈p�Á�¥ÂÅÀuĨĖ`

�ns�dhɀɵ±��ĠȚuűvptoƆ

Ǿȳpt̲̗uÆˎɸ±Ưpi�

• ƆǾȳuƌȖtɲǆɶɴpư[̲̗c�t

oƕĖĦpanëU�Ľ˃Ǆuo�iʾ ţo

uʽvm�p^puȪɕi�

• ñùǢƍouhƆǾȳ�Ǌ˿arp^puÆ

ˎɸiuhǢƍa±[pƊ̃rq±uȋĠɸi�

• ˖ŜöoǢƍƊ̃tƕĖĦuďȖ�toḧ

ő“ɺouÊ˞iñùǢƍȄ±̈őc�Ǽu

̝đi�

• ¿��Óɏ±uˏpuḧ őan�̻ƕĦʗ

±ëUrptoo�vhǢƍȄ±̈őc�Ǽ

uˏpi�

I�ç̨�̝Ȯ±ñl�T±Ğ�np}ct�

I�͏ z̛Zrp�T±ɃǊanp}ct�

I�sˊupkwp±r�}o͏z}ct�

• ɧɅʹǏ±̲c�̈őoo�h¿��˲î±

uƿda�ʲu�rpi�

• ç̨�̝Ȯ±ñlppT̈ő±uh͏ Ôp̚

ġtÌ͂uŇ}��i�

• Ɗ̃̽ŘtɧɅʹǏ�ǣU�too�vˏ

puh^ẗőouh͏Ôp̚ġt˞ʧ�Đ

ynǙǭc�^puovrpi�

• ͏˘ġ±̲c�k͏z̛Zrp�T±8lp

ksˊu8lt~�ǧɩanuqTti�
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• ͏z�̪�ɻǨʽ[Ǽuhǰĺ�©À�Å̪

�ʞï±Ǚǭov�i͏z�̪uhƌȖtˀ

ɐp̲ðc�ppT�®¤Ã�uo�i͏ z

�̖ƨ±lpnuhɣŝtˀɐƨp̲̗c�

uhƌȖtˀɐpu̲̗arpi�

I�͏ ŧ͙ŧĐ͚ǰĺ�ǩU��T±anp}ct�

• ͏ŧ±̲c�̈őuƿ˞ikupÄppUlt

Õǜo˲îĽ˃i�

• ^t�Trʞïr̈őo�hĪĐ±˲îov

�ppTťŉuo�i�

I�˄ ˁĐtǰĺ�ǩU��T±anp}ct�

• ˄ˁüų˞oo�h�h˄ ˁ�̈őan

�Ƶʔlǈťuƺ��rpi�

• ˄ˁuØ±�knǂpɈtz��t±ʭÆ

Ǆurpi�

• ˄ˁ±lpnʽ[too�vk͖�͏zn}

ctlrqɻǨɸr̈őt{Tuppi�

• ÆˎtØuk˄ˁ�ǩU�l^ppå�Â¿

Åp�Ńʸ±ǣUnp�^puůpi�

• �Á�£ÂÅÀɔƨ�ɏ�toɻǨ˲îo

v�i�

• ˄̈±lpnuh͖ tǰĺ�̈őc�^p�

ęǬ±hč˲î}o±Þȟ�é�i�

I�̩ ˓�h[`�͏z��T±anp}ct�

I�� Ȁ � ŖuȚɜ�͏z��T±anp}ct�

• ̩˓pȚɜuĖt{Tuˏpi�

• Țɜ±uȚʡuů[hžʜ�ŞǼ±�knu

˖ʡö�͔��¿��±r�tohĐynʽ

[zvi�

• ùƬȀȒ͞͝o�̩˓pȚɜuĖ±anp

�i�

• �kpĊçɸrʽvǼt{Tuˏpiȶ͏h

̘gŖrqt̪�Ǚǭov��T±ǳ˨c

zvi�

I�ʃʡĆ�…ǹ�̘ggŖßÈ…��

• ʽvǼ�k{|ȶȀl±ŬȇanuqTti�

• �µÅ¥ʄʓou�®¤Ã�uo�i�

• ù˰o̞ǜʿour[ƃǶ�ʽ[tu̿a

pi�

• ŁǓɦŋǹtǘp�qTc�ti�

• �©À�Åto�…ǹ�Ǌŋc�tohkʃ

ʡĆ�…ǹ�ȶȀ…�lppT˛ɣoč˲î

c�i�

I�̱ ͏͙˒ż͎͚�p�^pu̘ggŖßÈo��

• ŭ͏ƹṯ͏tǙǭų˞iuhȀÍṯ͏

pĨĖ`�nprpi�

• ͊ƨour[ǰĺʹǏ�ʽph{Tuˏpi�

• ̈ő�ŖǶour[kȶȀl±anhuph

ppUtÕǜ±anuqTti�

I�ȉƹ±ĭȡ`�hſȝuq�oct�

I�ɣŝtËƟƢĹ͙ʐ̒~͚uqt[�poct�

I�ɣŝtsÛÔt̾ɩƲǍuèoct�

I�ɣŝqrhpÆʯ±sæ}poctͥ�

I�ɣŝtŻźɞǍuq�±onu}�}ct�

I�orhtùƬɞǍuq�onu}�}ct�

• ^�}o±hȥjr̈őʦoůȥrʽvǼ�

`�nphtohf���ĉ̕ĦahiƊ̃

̽Řtȷ̏±uëT^puov�i�

• ÎˤɸùƬƨ�̸vhċƇɸ±ʽv±[pi�

• ñùǢƍtpv±uƿ˞iuhù˰ouʽt

r[n�ˏptourpti�

• ǵ˂ȳpƢĹu¿��Óɏ±spn̨˞i

uʽv±[piʍſʄʓour[ù˰oo�

^p�ǁ͉±ʵ[ƿ˞uo�i�

I�t�o͏z�ȄtɞǍ±lpnh˵Ʊc��t

�͝l̞�o[i`p�

I�ȱʍĩƞ�ȱʍ˚ɧūt�ȱŊɳĶuɋpȱŊ

·�¡¥�ǡknp�pp��h^puo�}

ctͥ�

I�̂ tÆƢ̱±hss}t±pknhq�[�p

¤Ã À¯Â��ʢ�Tb	�ėɩa}ahtͥ�

• ļˉ˚ɧuº ¶¿¡��Ã¦ÂÅ¹tÓ

̴±spn�̨˞oo�i�

• ōŕ˃ěu�©À�Åǰĺ�ƾɲǆp̲̗

c�^puťŉ`�np�i�

• ȱŊɲǆuhɝ±ʡƒɳt̲̗u˴͋±rk

ns�hɗéɖĦȷ̏˳͓�˘��np�i�

• ȱtȒǶuh́ řpŃȥ±ɏƁ˲îuȎ}a

pi�

• ȱtȒǶpƼɥŔɲǆu̲̗c�ppTť

ŉuo�i�

• ¤Ã À¯Â�tėɩ±lpnuhȱʍo�

Ǌ˟uĐt��i�

• ͏Ô±̲̗aḧőoo�vˏpuhȱtȒ

Ƕ�¤Ã À¯Â�rquĊçɸ̛Z�iƁ

ȐȠ˰tĻ˰ʏƨ±pq��zvourp

ti�
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• ȱʍẗőu͔͘ʼŅy±ø�ýŅuo�

uhļˉɥũ�Ǚǭc�^puƢ͘±��d

̨˞i�

• ÍƢƕouȱŊɳt{Tų˞ourpti�

• ȱŊɳt͊ƨu͔puhʽvǼu̿api�

• ȱtȒǶtǙǭuƿ˞tif�f�¥tȱ

tȒǶ�ʁ�rpØ�ůpi�

• Ėt˺țoȱtȒǶ�̈őahʫ͓ouhĚ

�pȮa[˦ʘ`�nphi�

• ǛyhȱtȒǶuĐt�v�pi�

I…̥Äœɘ�

• k��hl�ʽ[ƿ˞uo�iȒǶuňkn

phȄtÆȀtȒǶ�ʽ[iƢǶu̞ǜʿ±

c�i�

• ȒǶu �� Ȓįäoˏptourpti�

• …̥±lpn�̞ǜʿ±k��hl�ĜU�i�

• …̥u͊ƨp̪�ʽ[ƿ˞uo�i�

• ȉ̓tˑpØ̜±uhkŁluĐt�±[pt

oh…̥̪tʽvǼ�ŬUh{Tuppi�

• …�rpp…}rptĨĖuƿ˞ɗpti�

Iȍ˕�

• ɣŝẗőouh�Á�£ÂÅÀ�É]�˕

±lpnẗőans�hˆɃ±kÍǄ˄ˁ

�Ň�lpo�i^���ÆǠ�±ank�

Á�£ÂÅÀ�ÍǄ˄ˁ�É]�˕lpc�

ƿ˞urpti�

• ÍǄ˄ˁuhȍ˕ɀɵ±�kn�³Ã¥uɎ

khppT�®¤Ã�urptohɣɞt}

}oˏpi�

IɣɳÄǿƶ�

• ǎǄtˈÊćppT̈őu071±òȮuƿ˞

orpti�

• 071 ppT˧˔uÆˎɸorptohǎǄt

ˈˋɳ͙071͚p˫̐c�tuˏpi�

Iˍƛʛɤ�

• Ɔƫ±˖Ŝ˩�ç̨˩rqt¤¬��uȅ

ķanp�tohftɅɩƨ±lpn̈őc

�^puh¿��˲î±ȋɩoo�i�

• ¤¬��tǖǡour[hftɅɩ͙Ȁjt

ˍƛɏƁ͚±lpnẗőu̝đppU�i�

� ^��t̀˻�˘khƹohŀ̈ő“ɺtŶƱ

ǄÄȋɩǄ�č˲îahʬȚ�˛͝Ä͞±}p�h

͙ľĬĐ i͚ÆƁtýŅǄ�ʇ`rtkhÔę˲î

ʬȚ±ȷanhpd�t“ɺ±lpn�hǧņ±l

pnȂʅ±ʮǊuƲǓ`�hi�

� ßÈtʬȚ�̌}UhʄʓÞ˛ʼs�xǶńt

ĐǞʄʓʼöő“ɺ±lpnȉʩʅ˷ahǳ˨

̈őʊtʧȟ�éǓahiȫpoʧȟ�hčƨhɢ

Ő±Ŗˣahȉʩɸr˺ǷÄŬȇ�˘knĳȟ�ĺ

�}p�hiċˮuh>̻ƕĦ±ƿ˞r“ɺ͙ ɀɵ

ȳÄœɘ Ä͚ƼɥŔɲǆtǿƶɣɳÄ…̥u �(“ɺh

?ǿŽẗő“ɺtTjḧőǸ�̞ǜʿ�òȮ

anǧɩah ( “ɺh@ɧɅʹǏ�¿��ŗż±

̲c�̔Ĝ �( “ɺhA�±�½ÃpanǘTɨȡ

ğþ˚ɧ̲̗ ) “ɺt˩ 
� “ɺprkhi�
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ɲ6CʪR_JIɻDHʲK ȣk��n¢

HʔU_ɫđJȚǳGJD ʪ¯ɡƯÔ¾D

Ȫ)G1`LƁĿHKȦ2]`GD!�

• ĪʪZŖŚGFHADCJɫđIŦɋDK
GDH!zos¢ʀɰŸGFJ\(H Īʪ

IƿFDɄȕIʭDʞęYC_!�

• ǜņJʭʯȫKr���ŖŚcàǢU_P
EIīDI r���ŖŚKȽȫǢHk��

n¢ɕȐ5`C*^ ʭʯȫHKk��n¢

ʁåDC_PEIøů5`CD_!�

• ĦɴDYJcıdDʪR_ĕıKȵõ©J
�uocʭX_I ȮJȴɯcıdDʪR_

HYʌɋ!��hZĮm]Yȴɫ���uc

ŭñU_I ȮJȴɯKǚHŭD!�

• ǀ^ǙcʪR_ED(ʪɅíK ŀ5DPF
YID_ĤąZ ëÑȫʱŋ@CĺƖJǀ^

Ǚc=R_ʲ ʭʯȫʱY@=DGDH]ʪ

R_ʲĤąGFcŰĸ6CD_!�

�

�ʫʊ�

• īʎʫʊJ±KʊʎcǍ]U ÅĵǬJ±K
ȁʊǅǯHAG2_PEIDJ_ƁƷD_

ŦɋIC_!ÉÎƁĿD;`]cÞßDJ_

PEcʌɎU_E §ǥǱHYĝ×DYƷǐ

ǱHÂb`CD_�2��1IȼD!�

• �2��1K�	ʤǳH]G^ɫđƎIīDJD 
ƞÝJʷʤǳ>1cǢD_�2��17DYȼD!

�2��1KÅĵǬœÞßU_=XJYJD 

�2��1J�	ʤǳHP>b_ŦɋKGD!�

• ʫʊȩŴHđʨIC^;(GĤąK ƞÝH
]�	ʤǳcđ(CYȼDEũ(!�

• f�r¢�ÅĵǬIǨb`=ĤąDY āɚ
ðİKȨîDKGDJD ðİU_HćHK

ƁĿȫU=KƁĿ¾áHÅĵU_!ȨîDK

GDIāɚðİIƢU6DED(ɗɳKŦ

ɋEũ(!�

• �2��1DKʫʊʎɦ ��}� I̡bH^HLD!

ÃǽZɟƙIŦɋ!�

�

�ɯ¾ǉí�

• ȄíƔǇHADCȬLPED FPDɯ¾ǉ
ícħZ:;(HED(PEcźƈDJ_!�

• ɯ¾ǉíK�uoc»(JD �uoIC_
±ʂ6@H^EňßñU_=XHK ¾J¦

ɡHʔU_ɫđIʌɋ!ÉÎƁĿD¯ƌIɬ
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JDGD\(HʈŵU_ŦɋIC_!�

• Ɵʵė¸¤Ʌ(ʀíZōĠǱGǉíƜʓH
ʔU_ɫđK ÎɚJɫđȀEʌɊU_!�

• r�¢�ǻȈDK��ƜʓJōĠǱGǉíƜ
ʓcȬLPEIC_I ÉÎƁĿDKȬJĀ

_ɈéȫIŦɋHHY6`GD!�

• ǉíƜʓcȬL\^Y Ŕ¼ɅíED(Ö¾
ǱGPEcJD=S(IƁĿHAG2ZU

D!�

�

�Ǿ¹ĘĴ�

• ĺƖJöçǛǆHADCȬJ öçǱGĤą
KĺƖH�}w¢tcɸ_ƁĿȫYD_!=

>6 ƁĿHAGI_HKɦɣIǀ_!�

• öçǱDKGDPEI¿HÚH`L ;Jǒ
HADCĺƖHf��huU_¯KŦɋ!ǚ

Hʪ¯HADCKĺƖJöçI¦ăƺ!�

• ĶƾKÉÎƁĿDȬJHLD!ƍȲƾZÿÓ
HADCK ǻȈǱGɋșIC_Eũ(!�

• ƍȲƾKȬDCYĨ)]`GDJD ȬLP
Eȹ¾HűČIǓDJDKGDH!�

• òǯÉʛJèÓǛǆHADCK ÎɚJĹƕ
ȫIÉʛȫ>H]ȬLŦɋKGD>a(!�

• x¢s��¡m��z�Iǈǳ5`CD_I 
ȼDɫđȀIGD!;Y;Yx¢s��¡m

��z�JɫđIÉÎƁĿDŦɋHKɦɣ

IŦɋ!�

• Ǿ¹ǱĘĴHADCK ɭČʔÈ u�¢~
ʔÈ Ķȩ¡ÕǢʔÈJ¹Zp�¢�Hüè

6UUH J\(Gx¢s��m��z�H

ʔɼU_ʤǳcȬJĀ@CÉÎƁĿHŞȊ

C]`_EȼD!�

• ʭʯȫJǾ¹üècźƈU_¤DŦɋEũ
(!�

• ǴɢU_±ID_H ʀíU_EJHŇ×G
JHŇĪGJH ƗŌJɅíȒěȋcǠɒU

_¤HKŦɋEũ(!�

�

�ɅíĨĻu�¢t�

• ɅíĨĻu�¢tKʤǳ4EHʃ(JD Ú
1CȬLŦɋIC_!�

• ʪ¯HADCK ĽɨȫIʪ¯HADCĨ)
\(Eũ@CD_JHF(HED(���

JɫđʵADȼDEũ(!�

• z�rHʔ6CKĔǖȫJVHȬ1LȼD

I ʪ¯HADCKʤǳ4EHȬLĽɨcÚ

1_ŦɋKC_HƲɖIŦɋDKGDH!�

• ʪ¯HADCKĽɨZʤǳcʘĸ:9HÔ
ĐHȬDCYȼDHY6`GD!�

• ĔǖJÅĵœcǎ_ɫđIŦɋDKGDH!�
�

�ÎŕɅí�

• ʪRʁ.GD\(HêXCD_HcȬL\
^Y *ȷD@MDUDʪR_HF(HcȬ

LPEIƞɷDKīD!�

• ¾ʌcʄƻHÉA\(Hűɥ6CD_HF
(HYĆT\(űČąDGJD µJɫđE

ȟą6CYȼD!�

• ȣk��n¢  ʪĦ r�u��¢� ɯ
¾ǉí ʫʊʔɼ ɕǎʔɼGFHADC 

;`<`ɊƎJÎŕɅícÃǽ6C Ʀ±I

ÙƪCD_H Ĩ)]`_�h��K¿Hc

ƅU\(GȬJƔIC_!Ĩ)]`_\(G

ɅíIɌAH@=];`IǳƷHG^ ;J

ĤDƁĿƔʏIȊA!;J=XHK ĹɅD

J;(Gʤǳc¨R_PEIĭÛ!�

• FdGHđʨ>EbH@CD_ɅíDY Ʀ
±Iĳ>ED(PEKƁĿ6CYƋĒ6G

D!P`G]Ĩ)]`_ ED(°ǌYƠì!�

• ÎŕɅícȬL¤D Ã)L#r¢�¢¡ȗ
ȿHǺȕ¡��ocÓ`GD\(H6CD_A

ED@=ȬJƔ>E ¿cźƈU_PEcű

Ĝ6=ɫđGJHÚH^HLD!#Ó`GDA

>EɅí!#Ó`GD\(H6CD_ADK

ȝƭI»@CD_HF(HÚH]GD!űɥ

cđ(G]#DJ_ȹÊIC_HAED@=

ȬJƔIȼDJDKGDH!�

• ĢƦǱHK#Ʌí6CD_HF(HAcȬL
JIȼD!6\(E6CD_H DKGL 

ĹʜH6CD_Hcđ(!�

• ĽɨȫIȰǏDC`L ȣk��n¢HʔU
_ɅíI©ťHG_GF ǴŸH\@CȬL

ʤǳZʥőIĨb_PEKC^Ţ_JD Â

DƔH;(D@=ɒɟIŦɋDCa(!�

• U9KĭʤǳE6Cl��¢ZĦÚƉĀH
ADCȬD=¤D ĄɣHÓ_\(GƔǇY

ȼDJDKGDH!�

�

�ʆº�

• ĺƖƾK ǚHȴɫHADCKǡǉȩŴJŝ
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ʣJƔIřDPEZ ÉÎƁĿDĺƖƾcJ

DCY³ÓDJGDPEH]¦ɋDGDH!�

• ĺƖƾIC_Ĥą �uoKʭLG_JDƁ
ĿJðİʱʦŘ@CĀ^țVU6[(ʲZ 

ǈűcēɬU_ƨƑHG_JDKGDH!�

• ðİ¡ǈűēɬED(ɑǒDȪ)`L ȵõ
©ZťȌƱĥJĺƖƾcȬDCYȼDJD

KGDH!�

• ȵõ©JªG�uoĘĴKɄĞDC^ ťȌ
ƱĥJ�uoĘĴKĺƖŪʭȴɄǬGJD 

ǡǉȩŴHʘ@=ʷʤǳHADCȬDCK

F(H!�

• ȴɫǧŌǬDK ¿I¤I@CD_HbH]
GD!ƲƯÍDbH_PEcȬLEǋ¬U_

JDKGDH!/�/ÍD��	¸¤C_±H>1

Ȭ1LóÚDKGDH!�

• ĺƖƾIC@=H]ED@C ;`cÛ@Ƅ
1HĹʜHǡǉȩŴHǃcA1_±KŁG

DJDKGDH!ĺƖƾKƦ±IȼLÚH@

CD_PEH]Y ȬLŦɋKGDJDKG

DH!�

• ǡǉȩŴJ©DYȕńǫDC`L ĺƖƾI
C@=]ǃcA1\(EKũ(HY6`G

D!ƗȸŐDYĺƖƾcȬDCD_!�

• ƁĿU_ÏHKǹ^=DŮģDKGDH!�
• ʆºED(ɓɂKɞɒcǡWăȳŪIC_!
ĺƖƾKĆT\(GǡǉED(űČYĈU

`CD_Eũ(JD ɟƙƐcè)=ƔIȼ

D!�

• ɓɂHǃcA1GDE ȬH`_ÏKɞɒU
_HY6`GD!ʆºYĈX=ǡǉÔȻJŝ

ʣED@=PEIºb_EȼD!�

�

�ǸǷ�

• ǚĸÎɚJƷǐɫđȀʱƋĸưʲHǓčĉE
ǸǷƜʓHʔU_ɫđcè)=JD ;`]

cʚĪU_E ǸǷ©JȉūŲZC)0\(

GčĉIuo�¢��pƁƷE6CKȼD!

ȉūŲKʁûJ�zɒƬDǓčĉEJʔɼ

IǼɝ5`CD_!ʧœKŁGDI Ǔčĉ

JƠǓcɫđDȓÇHuo�¢��pU_

HKȼDɫđDC_!C)0\(GčĉK 

ĺƖH\_ǰɌcűĜ6=YJDC^ ǸǷ

ƜǓčĉED(ɓɂcǹGD±HYɺǢU

_!�

• ǸǷ©JȉūŲKƦ±JȹɏH\_I ɇǟ
E6CÚH^HLDJDKGDH!�

• ǷǃHADCK ǸǷƁʏJ��ȏƩHYĈU
`C*^ (AǫEYʔɼU_!°ɺ¯ƌH

Yʈŵ6 ÷G_ǷǃDKGLƊʝcƪUǷ

ǃcȬLƔIȼD!�

• ǸǷƁʏHĈU`CD_ʤǳc©ťHɫđ
cÀŶU_JIȼD!ǸǷƜʓcǼÉU_=

XHƘXHļŐHÓ_±ID_I {�{�

EļŐHÓ_PEYȝŅKǸǷJɫc½¥

5:_!�

• ǸǷHADCKÉÎƁĿDF(àǢDJ_
JH!ǓčĉJuo�¢��pEāɚðİI

ǳǱDC`L ÉÎƁĿɫđȀHK¦ɋDK

GDH!�

• ǓčĉKȰǏEʡŌHřDʔÈIC^ ʭɄ
ĞEYąÁʧœIʭD!�

• ǸǷƜʓKƁĿHǉH6ƚDI ǸǷƜǓč
ĉKÉÎƁĿDKā1Ó`]`GDHY6

`GD!�

• ǸǷƜǓčĉK ƦƪKÎɚJƷǐɫđȀD
ɛÆU_¯ưDCa(!ÉÎƁĿDK ɱD

ǓčĉDC`L ȰǏEąb:CƁĿDJ_!�

• īʎʫʊEĆƶH �uoIʭ1`LÉÎƁ
ĿDāɚðİ6CYȼDJDKGDH!=>

6 ƁĿJum�HÅĵ6ZUD!�

• ʵæǮ:=]ǓčĉIʷæǍ_ED(k�
���uIf��lDÙCD_JD Ǔčĉ

DC`L U9Ǯ:_PEH]ƁĿcĲX_

ED(ƔʏYȪ)]`_!�

• ǪǫcɌA1_=XJƲɚcÉÎƁĿDZ
a(EU_EƏąŪIĀ`GLG_!īʎʫ

ʊHADCYĆƶ>I ÉÎƁĿDɋòǯȫ

cɌA1_EG_E ȨîǱGɋșIřLG

^ ƁĿȫHòǯƹʔJ�u�cƇÄ6G1

`LG]GLG_!U=ƁĿȫJum�Yŝ

ʣ6CL_=X Ôĝ£şDĹƕU_PEI

ĚʠHG_JDKGDH!ǓčĉcɌA1_

JDKGL �h�uzh�cĨ)_ED(

ɑǒDɫđHè)_JIȼD!�

• ǅǯžŻŪJʭɄĞZȕńǫŬȫDK ǸǷ
ƜǓčĉcʭǝHąÁU_PEIƙ]HE

G@=!ǟğJɫđȀ¡ÉÎƁĿJ×ĻKǸ

ǷHʔU_k���uI«6DƜƤHƝH

`=YJDC^ Ʒǐ��p��JƋɔHC
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=@CK ƞƓJk���ucè)=ƔIȼ

D!�

�

�Ƽȃ�

• ĖXGDĤąJėţKǅǯ6HŸȊCIG
DJD ĖX_HF(HcȬLEƲɚǱGɋ

șIřLG_I ��uJÂǢGFK®ʗǱ

GűČąDIřL ƼȃòʙDYȇƴǱHƁ

Ŀ6CƼȃǪŬJ®ʗcɅ@CD_!�

• ƼZƼȾJǭVK ʪ¯cƉ]GLG_ĭJ
GúĘGJD ƁĿƜHƼȃǱGPEHɬĘ

U_JHcɛÆU_=XJɫđHG_!�

• ƼȾH]JÙɄKƼċǫcɛÆU_ʤǳD
C_!ƼċǫIC_E�z�JǂǝIʭD!

Ƽʓ��sGFJàǢcðX_PED �z

�JƋĒHAGI_!�

• ƼȃJɫđKƼċǫcƮH6C ǡǉȩŴǫ
EJʔɼDUEX_JIȼDJDKGDH!�

• ǚĸÎɚɫđȀʱƋĸưʲDż1=ƼJƎc
JLɫđIƇư5`=I ȬDCYƼJƁĿ

IDJ_əDKGD!U= ƼȾHǭVIC

@=^ɄIDCD`L ƼȃHɃŅHɅLE

ũ(JD ÉÎƁĿJɫđȀDȬLDVIC

_HǨđDC_!�

• ÉÎƁĿDƼȃHʔU_ɫđJȝƭcF(
ǉǢU_HKʠ6D!�

• ÉÎŊK Ăȶ×JÉÎƁĿIŦɋGPEK
ɝɥ6CD_I ĹʜHKDJGD!ÉÎƁ

ĿDĽŧDJG1`L ƼȃHɅ@CL>5

DE6Hɓ)T ÎɚDKGLƲɚHG@C

6U(!�

• ƼJǛųcǹ@CD=ƔI ʪ¯HADCƁ
Ŀ6ZUDED(PEDC`L ɫđE6C

C@CYűČIC_JDKGDH!�

�

�ëÑɆǡ�

• ëÑɆǡKÉÎƁĿD³Ó6ʠDJD Ůģ
E6Cǹ@C*D=ƔIƁĿHŞȊAPE

c©ťHȬLƔIȼD!Ã)LʐƜʓëÑI

ǪŬ�uocʭX_PEKY?ad>I ō

ƗH³Ó6B]D±cVA1_¤DYŞH

=A!�

• ´¯¤Ju��ucȬLE;`>1CīL
JƜʓcɩZUPEHG^HIGDJD ´

¯Jǩ`cȬLGFJŉįIŦɋ!�

• ǩ`C_±H ɯ¾ǉíZʀícðX_PE
KDJGD!´¯H\_ǩ`cȬLPEK 

�uo��t���ZƁĿĽȎcȊưU_

¤DüȪHKG_Eũ(!�

• ´¯Dǩ`CD_JH ȔǿǱHǩ`CD_
JHGFǩëJúĘKɊʟGJD ǩ`CD

_HcKD�DD)DJLJKʠ6DJDK

GDH!�

• ǩëEǩëŲKʃ(JD ʅŽȯKƲɖU_
ŦɋIC_!�

• ʪ¯I¦ɍâHG_°·ïîHADCJɫ
đYʌɋDKGDH!�

�

ʼʳȝɣ�

� Ʀ¯ƳDÀŶ6=ƷǐɫđȀJƋɔǘɦ ɪƑʵ  ̡

ƷǐɫđȀJɒɟEǉǢ¯ÃʱɪƑʶʲ ÉÎƁĿ

JɫđʤǳʱɪƑʷ¡ʸʲ ƷǐɫđȀʒǰJ=X

Jk���u�¢��ʱɪƑʹʲcÀŶ6=!�

�
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資料２ ���
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1 
2 
3 

現在、a からｃの薬の使用の有無 
ａ：血圧を下げる薬 
ｂ：血糖を下げる薬又はインスリン注射 
ｃ：コレステロールや中性脂肪を下げる薬 

①はい ②いいえ
①はい ②いいえ
①はい ②いいえ

解  説 
保健指導対象者の選定と階層化に必要な質問である。降圧薬等を服薬中の者については、継続的に医療機関
を受診しているので、生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管理の一環として
行われることが適当である。そのため、医療保険者による特定保健指導を義務とはしない。 

留意事項 
● “いいえ”と回答した場合には、処方薬の飲み忘れや、自己判断による中断の可能性が含まれることに留意

する。 
● 「コレステロールや中性脂肪を下げる薬」とは、「脂質異常症の薬」を平易に表現したものである。糖尿病

や高血圧と比べて、脂質異常症については、処方されていることを本人が自覚していない場合が多いとい
う指摘があることに留意する。また一般的に脂質異常症の治療は高LDL血症の改善を目的として行われて
おり、次いで中性脂肪の管理を考える。なおHDLコレステロールを上昇させる薬剤は限られており、LDL
コレステロールや中性脂肪が正常範囲の場合は治療対象としないことが多い。

● 特定保健指導開始後に服薬中であることが判明した場合は指導の対象外となるが、きめ細かな生活習慣改
善支援の観点から、主治医と連携した上で保健指導を行うことも可能である。

4 医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっていると
いわれたり、治療を受けたことがありますか。 ①はい ②いいえ

5 医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっている
といわれたり、治療を受けたことがありますか。 ①はい ②いいえ

6 医師から、慢性腎臓病や腎不全にかかっているといわれた
り、治療（人工透析など）を受けていますか。 ①はい ②いいえ

解  説 
• 脳卒中や心臓病については、既往歴を自己申告した場合でも、勘違いなどで実際には発症していない場合

もあるので、具体的な症状や治療の内容を確認したほうがよい。特に心臓病に関しては心電図検査の「所
見あり正常」などの所見を既往歴として認識している場合も多く注意が必要である。 

• これらの既往・現病がある場合は、食事や身体活動・運動についての支援を行う際に、配慮が必要となる
場合がある。支援にあたっては、主治医と連携すること。

• 慢性腎臓病（CKD）とは、腎臓の障害（蛋白尿など）、もしくは糸球体濾過量（GFR）が60mL/分/1.73m2

未満の腎機能低下が一定期間持続した状態をいう*1。推定GFR（eGFR）は、血清クレアチニン値から推算
できる。

留意事項 
• 脳卒中の既往例では、脳卒中の再発や虚血性心疾患の発症リスクが高まる*2ことに留意する。



 

 

• 心筋梗塞などの虚血性心疾患の既往例では、虚血性心疾患の再発や心不全の発症リスクが高まることに留
意する。 

• 慢性腎臓病では、心筋梗塞や心不全、脳卒中の発症率が高くなることに留意する。 
 
 

7 医師から、貧血といわれたことがある。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
詳細健診（貧血検査）の必要性を判定するために必要な質問である。脳貧血（迷走神経反射による立ちくらみ
等）であるのか、鉄欠乏性貧血等で治療歴があるのかを区別する目的で、質問文では「医師から」と限定して
いる。 
 
留意事項 
● 鉄欠乏性貧血の場合は現在の治療状況を確認し、治療を継続しているようであれば、食事や身体活動・運

動について主治医と連携して支援する。 
● 治療の必要性があるにも関わらず、自己判断で治療を中断している場合には、医療機関での精査を促す。 
 
 

8 現在、たばこを習慣的に吸っている。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
保健指導対象者の選定と階層化に必要な質問である。階層化に必要な情報は現在の喫煙の有無のみであるが、
「いいえ」と回答した者の中には、過去に喫煙歴のない“生涯非喫煙者”と、過去に喫煙していたが現在喫煙し
ていない“禁煙者”が含まれる。保健指導においては「過去喫煙（やめた）」についても把握することが望まし
い。また、現喫煙者および過去喫煙者については、喫煙量（本数・年数）の評価も重要である。喫煙量の評価
のための標準的な質問は以下の通りである。 

本数：１日に何本吸っていますか（吸っていましたか）  １日（     ）本 
年数：通算で何年吸っていますか（吸っていましたか）  通算（     ）年間 

 
留意事項 
• 喫煙は、動脈硬化や脳卒中死亡（男性の1日1箱以内の喫煙で約1.5倍、1日2箱以上で2.2倍）、虚血性心疾

患死亡（同1.5倍、4.2倍）*3、２型糖尿病（1日1箱以上の喫煙で発症リスクが男性で1.4倍、女性で3.0倍）
*4のリスク因子である。また、中性脂肪やLDLコレステロールの増加、HDLコレステロールの減少とも関連
する*5*6。 

• 喫煙とメタボリックシンドロームの重積は、動脈硬化をさら亢進させ、いずれも該当しない者と比べて脳
梗塞や心筋梗塞の発症リスクが4～5 倍高まる*7。 

• 喫煙者に対しては、本人の意向を踏まえ上で、禁煙を助言し、禁煙に必要な情報の提供を行う。禁煙外来
を実施している医療機関のリストを提示するのもよい。 

• 過去喫煙者であることが把握できた場合は、禁煙を継続するように励ます。 
• 喫煙は歯周病や歯の喪失とも関係する。口腔機能の状態（質問13）によっては食事指導を実施できない場

合もあることに留意し、必要に応じて歯科医療機関を紹介する。 
 



 

 

9 20 歳の時の体重から、10kg 以上増加している。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
体重の増加は摂取エネルギーが消費エネルギーよりも大きいことを意味しており、10kgの体重増加はおよそ
70,000kcalに相当する。生活習慣の乱れに起因するエネルギー収支の乱れを認識することができる。 
 
留意事項 
● 現在の体重とは別に体重増加量が大きいほど糖尿病・高血圧の有病率が高い。 
● 20歳からの30年間で5kg以上体重が増えた者は、そうでない者に比べて、糖尿病を発症が男性で2.61倍、

女性で2.56倍高かった*8。 
● 40～69歳の地域住民約9万人を対象とした検討において、BMIが21.7kg/m2未満の群では、20歳時からの

体重増加が10kg以上である場合は、±5kgの場合に比して冠動脈疾患の発症リスクが2.1倍であった*9。  
● 男性勤務者約2,600人を対象とした検討において、脂質異常症に対する体重増加のリスクは、5～15%の増

加が1.97倍、15%以上の増加が2.68倍であった*10。 
 
 

10 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施。 ①はい ②いいえ 

11 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 ①はい ②いいえ 

12 ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
• 身体活動・運動の量が多いほど、生活習慣病の発症やそれらによる死亡のリスクが低いことが多くの疫学

研究で示されている。また、身体活動・運動の量はエネルギー消費量の多寡と密接に関連しており、肥満
の改善に当たっては身体活動の増加、運動習慣の確立によるエネルギー消費量の増加は欠かすことができ
ない。 

• 質問10ではスポーツや体力づくりなどを目的とした運動の“習慣”の有無を、質問11では就労、家事、移動
など生活に関わる身体活動実施時間を、質問12では歩行の速度から、身体活動の強度とその決定要因ので
ある体力を把握することを目的としている。 

• 質問10の運動とは、余暇時間に目的を持って行う身体活動（スポーツや体力づくりなど）のことを指し、
運動を習慣的に実施しているか否かを把握することを目的としている。日本人を対象とした前向きコホー
ト研究で、中強度以上（歩行もしくは同等以上）の運動量と生活習慣病や一部のがんの発症との間に有意
な負の関係があることを示唆されている*11, 12。 

• 質問11では、家事、就労、移動などの日常生活での歩行や身体活動の時間を把握することを目的としてい
る。日本人を対象とした前向きコホート研究で、中強度以上（歩行もしくは同等以上）の身体活動量と生
活習慣病や一部のがんの発症との間に有意な負の関係があることを示唆されている*12, 13, 14。 

• 質問12では、普段の歩行速度を把握すること、ひいては身体活動の強度の把握を目的としている。前向き
コホート研究で、歩行速度と死亡リスクとの間に有意な負の関係があることを示唆されている*15, 16。 

• これら３つの質問は、いずれも「健康づくりのための身体活動基準2013（アクティブガイド）」に準じて
いる。それぞれの質問に対する回答から、対象者が①気づく（体を動かす機会の認知）、②始める（身体活



 

 

動の開始）、③達成する（年齢に応じた目標運動量の達成）、④つながる（他者との身体活動習慣の共有）
のいずれの行動変容ステージにあるかを判断することができ、ステージに応じた指導を行う際に有用であ
る。 

 
ステージの判断基準 
⑪ １日１時間以上の身体活動 はい いいえ 
⑩ 運動習慣がある 

はい 
いいえ 

はい 
いいえ 

⑫ 歩く速度が速い はい いいえ はい いいえ 
ステージ つながる 達成する 始める 気づく 

 
留意事項 
• 身体活動・運動は減量ならびに生活習慣病の改善の効果が認められる一方で、誤った実施により、足腰の

痛みや思わぬ事故につながる可能性がある。これらを予防し、安全に運動・身体活動を指導するための具
体的な判断・対応の手順については、アクティブガイドを参照すること。 

• 身体活動・運動の量や歩行速度と生活習慣病の発症や死亡リスクとの間には負の量反応関係が存在してい
る。したがって、保健指導の際には、質問票の回答が“いいえ”から“はい”に変化しなくても、現状よりも
少しでも増やす、速くするといった実現可能な目標の設定が可能である。身体活動基準2013やアクティブ
ガイドでも、＋10（今よりも10分多く体を動かす）という敷居の低いメッセージを用いて、身体活動の増
加を推奨している。 

 
 

13 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか。 
① 何でもかんで食べることができる 
② 歯や歯ぐき、かみあわせなど気になる
部分があり、かみにくいことがある 

③ ほとんどかめない 
 
解  説 
• 第三期特定健康診査から追加された質問である。う蝕（虫歯）、歯周病歯周疾患、歯の喪失やそれ以外の歯・

口腔に関わる疾患等口腔乾燥、顎関節症等により咀嚼機能や口腔機能が低下すると、野菜の摂取は減少し、
脂質やエネルギー摂取が増加することで、脂質やエネルギー摂取が増加し、野菜の摂取は減少し、生活習
慣病のリスクが高まることが指摘されている。 

• 何でもかんで食べられると、バランスよく食事をとることができるとれるだけでなく、唾液の分泌量が増
加するため、消化吸収の促進、味覚の増進などにも有効。 

• 歯科保健行動は、口腔衛生用品の選択やよくかむことの習慣づけを通じた早食いの改善など、比較的、導
入しやすい取り組みも多い。 

• ②または③と回答した者のうち、血糖を下げる薬又はインスリン注射（問２）で加療中の場合は、歯周病
の治療などを行うことで糖尿病の重症化を予防することが期待される。 

• ②または③と回答した者の多くはうち、歯科治療を受けることで改善することが期待されるため歯・口腔
に関する精密な検査が必要であると考えられる場合には、歯科医療機関の受診を勧奨する。 

 
留意事項 
• よく噛めないと野菜などの摂取が少なくなる一方、脂質や総エネルギーの摂取量は増え、肥満につな

がることが報告されている*17。また、歯の喪失等により咀嚼に支障が生じ、硬い食物を噛めない状態
では、食生活に関する指導内容の実践に支障が出る。 

• 前期高齢者では現在歯数が20歯未満となる割合が25%と高くなることも踏まえ、それ以前の年齢にお



 

 

ける歯や口腔の管理が非常に重要なことに留意する。 
• ②と回答した者の一部、及び③と回答した場合には、早期に歯科専門職による対応が必要となること

が多い。う蝕等に対する修復治療、歯周病に対する治療・定期管理、歯の喪失に対する補綴治療また
は口腔機能低下に対する治療等により咀嚼力の回復や口腔機能の向上を図ることができることを説
明し、現在治療を受けていない場合には歯科受診を勧める。 

• 生活習慣病のリスク因子（肥満、高血圧、耐糖能異常）を有し、口腔内状態が悪く、口腔衛生の習慣
が身についていない者では、保健指導等による介入によってリスク因子が有意に改善したことが報告
されている*18。 

 
 

14 人と比較して食べる速度が速い。 ①速い ②普通 ③遅い 

 
解  説 
“速い”と回答し、かつ肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認・共感した上で、少
しでも改善できるようにするための工夫を共に考える等の支援を行う。工夫としては、たとえば「よく噛むこ
とを意識する」、「会話しながら食事する」、「汁物で流し込むような食べ方をやめる」、「野菜を増やす」などの
方法がある。 
 
留意事項 
● 日本人を対象とした研究で、食べる速さと肥満度（BMI）との間に関連がある*19*20。 
● やせ（BMI＜18.5 kg/m2）、及び普通体重（18.5 kg/m2≦BMI＜25.0 kg/m2）に比べて、肥満（BMI≧25.0 

kg/m2）で食べる速度が速い者の割合が多い*21。 
● 食べる速度が速い者は、遅い者と比べて将来の糖尿病発症の危険が約２倍になる*22。 
● ゆっくりとよく噛む食習慣の実践により、生活習慣病を改善できる可能性が示されている*23。 
● 先行研究（23件）のメタ解析から、食べる速度が速い者は、遅い者と比べて肥満のリスクが約2倍である

ことが示された*24。 
 
 

15 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
“はい”と回答し、かつ肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認・共感した上で、少
しでも改善できるようにするための工夫を共に考える等の支援を行う。対処法として、就寝時間を遅らせる
のではなく、たとえば早めの時間に食事をとる工夫をしたり、間食などを工夫して就寝前のエネルギー、糖質
等の摂取を控えるなどの方法がある。 
 
留意事項 
● 1 年後の健診で、「就寝前の2時間以内に夕食を取ることが週に3回以上ある。」ことが改善した者では、腹

囲が減少し、HDLコレステロールが増加した*25。 
 
 



 

 

16 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか。 ①毎日 ②時々 ③ほとんど摂取しない 

 
解  説 
“はい”と回答し、かつ肥満傾向がある場合は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認・共感した上で、少
しでも改善できるような工夫を共に考える等の支援を行う。例えば、間食の時間・内容等を記録し、間食回数
を自覚することで修正を促すような行動科学的なアプローチがある。 
 
留意事項 
● 肥満者は普通体重の者に比べて、夕食後に間食をすることが多い*26。 
● 1年後の健診で、「夕食後に間食（３食以外の夜食）をとることが週に３回以上ある」ことがなくなった者

は、体重が減少したという報告がある*25。 
● 世界保健機関（WHO）では、成人や子どもにおける肥満や虫歯などの非感染性疾患（NCD）を減らす目

的で、遊離糖類（Free Sugars）の摂取量を、総エネルギー摂取量の10％未満とすること強く推奨した*27。
なお、遊離糖類とは、グルコースやフルクトース等の単糖類、スクロースや砂糖等の二糖類など食品や飲
料の加工調理で加えられるもの、並びに蜂蜜、シロップ、果汁、濃縮果汁などに自然に存在する糖類のこ
とをいう。このガイドラインは、生の果実の摂取を制限するものではないことに留意されたい。 

● 果物に関しては、菓子類の間食とは分けて考える必要がある。成人における果物摂取と肥満との関連を調
べたシステマティックレビューでは、果物摂取と長期的な体重増加抑制との関連性が示された*28。また、
他の生活習慣の改善とあわせて果物や野菜の摂取量を増やすことは、肥満や過体重の成人において、肥満
が改善されることも示されている*29。 ただし、果物は皮をむいて食べることが多く食物繊維の摂取が少な
くなること、果物の品種の改良により糖分の多いものが多いことを考慮して、摂取総量には十分に注意を
払うように心がける*30。 

● 果物の摂取は糖尿病の発症率を低下させるが、過剰摂取は血中の中性脂肪や体重の増加をきたす懸念があ
るとし、糖尿病診療ガイドライン2016では摂取量を1単位程度としている*31。1単位（80kcal）とは、みか
んなら2個程度に相当する*32。したがって、単純糖質の摂取は控えることが望ましいが、果糖を含む果物は
適量摂取が勧められる。 

● 11～15歳の小児を対象とした検討において、摂取エネルギーに対する砂糖類の割合や間食（菓子類・果物
など）の頻度が高まるほど、虫歯（う蝕）や口腔機能低下のリスクが高まることが報告されている*33。 

 
 

17 朝食を抜くことが週に3回以上ある。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
“はい”と回答した場合は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認・共感した上で、少しでも改善できるよ
うにするための工夫を共に考える等の支援を行う。朝食だけに着目するのではなく、就寝時間、夕食（その後
の間食）の状況にも留意し、「朝ごはんを食べたくなる」状況を作ることが大切である。たとえば、朝食につ
いては、量・バランス等を考慮したものが望ましいが、本人の負担感を軽減できる簡便な方法を紹介するなど
の方法がある。 
 
留意事項 
● 1 年後の健診でも、朝食を抜くことが週に3回以上ないことを維持している者では、LDLコレステロール

値が低下した*25。 



 

 

● 35～66歳の勤労者約4600名を対象とした検討において、毎日朝食を摂取する群を基準とした場合の糖尿
病の発症リスクは、週に３～５回の摂取が2.1倍、週に１～２回の摂取が1.4倍、完全な欠食が2.1倍であっ
た*34。 

● 1995～1997年の国民栄養調査受診者約12,000名（20～60歳未満）を対象とした検討において、欠食群で
は男女ともエネルギー、カルシウム摂取量が低く、女性ではビタミンDや鉄の摂取量が少なかった。男性
では欠食群で収縮期血圧が高い傾向があり、女性では総コレステロールが高い傾向が見られた。欠食群で
は男女とも喫煙者が多かった。また、女性では飲酒率が高く運動習慣が少なかった。欠食は若年ほど高頻
度であった*35。 

 
 

18 お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度。 ①毎日 ②時々  
③ほとんど飲まない(飲めない)  

19 
飲酒日1日当たりの飲酒量 
日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイ
スキーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml） 

①1合未満 ②1~2合未満 ③2~3合未満 
④3合以上  

 
解  説 
がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などの飲酒に関連する多くの健康問題のリスクは、１日平均飲酒量ととも
にほぼ直線的に上昇することが示されている。一方で、全死亡、脳梗塞及び虚血性心疾患については、飲酒量
との関係は直線的であるとは言えないが、一定の量を超えるとリスクが高まることが分かっている。 
• 飲酒頻度について“毎日”もしくは“時々”と回答し、飲酒量が１～２合以上（②、③、④）である場合は、

健康日本 21で示す「生活習慣病のリスクを高める飲酒」（1日の平均純アルコール摂取量が男性で40g、女
性で20g以上）に該当している可能性が高い。こうした対象者には、飲酒状況の評価（AUDIT）を行った
上で、必要であれば減酒支援（ブリーフインターベンション）を行うことが望ましい。 

• AUDIT（Alcohol Use Disorders Identification Test）とは、WHOが作成したアルコールスクリーニング
テストであり、アルコール依存症やアルコール問題を有する者を抽出するために国際的に広く使われてい
る。 

• AUDITは10問からなる質問票（0～40点）であり、8～14点を酒害教育と節酒指導の対象とし、15点以上
を断酒指導と専門医療の対象とすることが一般的である。ただし、このカットオフ値は、対象者の特性
（AUDITを使用する目的や、対象集団における飲酒文化等）に応じて変動させることができるため、集団
間での比較には注意が必要である。 

• AUDITは自記式であるため、対象者が故意に飲酒を否認し、過小申告することが考えられる。そのため採
点がカットオフ値以下であっても、アルコール問題が大きいと感じられた場合には断酒に向けて介入を行
うなど、柔軟な対応が必要である。 

• AUDITの具体的な質問や採点方法、ブリーフインターベンションについては、第３編（保健指導）を参照
のこと。 

 
留意事項 
• “ほとんど飲まない（飲めない）”と回答した者には「禁酒者」も含まれている。最も多い禁酒の理由は健康

障害（何らかの病気のために禁酒した）であり、コホート研究では禁酒者で死亡リスクが非常に高いこと
が指摘されている*36。“飲まない”と回答した場合は禁酒者でないか追加の質問で把握することが望ましく、
禁酒していた場合はその理由に応じて健康相談等の機会を設ける。 

• 酒類（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）ごとのリスクの違いについては様々な意見がある。しかし、エ
ビデンスとして合意された見解はなく、摂取するエタノール量の総量が同じであれば酒類によって健康影
響に差はない。基本的には、飲酒量×エタノール濃度の大きさで評価すべきである*37。 



 

 

• 過度の飲酒が歯周病や歯の喪失と関係することが指摘されているため*38、多量飲酒者では口腔機能の悪化
に留意する（問13）。 

 
 

20 睡眠で休養が十分とれている。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
“いいえ”と答えた者は、睡眠の「量」または「質」に問題がある可能性がある。量すなわち睡眠時間が不足し
ている場合は、仕事や家庭のやむを得ない事情などを確認し共感した上で、睡眠時間を確保できるよう支援
する。特に5時間未満の短時間睡眠では体や心の健康によくないことを説明する。睡眠の質に問題がある場合
は、「健康づくりのための睡眠指針2014」12か条*39を参照して支援を行う。 
 
留意事項 
• 肥満、高血圧、糖尿病、心房細動、心疾患、脳卒中後等では「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」を合併してい

ることが多い*40。昼間の眠気、充足感のない睡眠、いびき、夜間のあえぎ、窒息感などの状況を確認する。
SASでは減量が有効なことから、減量への動機づけにつなげることができる。例えば体重の10％の減量で
睡眠時無呼吸は約30％減少すること*41などを説明する。必要に応じて減量や、マウスピース、CPAPなどの
治療法、医療機関の受診についても情報を提供する*42。 

• この質問に“いいえ”と回答した場合、睡眠で重要な事は量と質であることを説明し、まずは睡眠時間を7時
間以上確保するように説明する。5時間未満の睡眠は生活習慣病につながり、心の健康にもよくないこと
を伝える。不眠症も心と体の健康を害することがあることを説明する。十分な睡眠時間を確保しても睡眠
で休養が取れない場合、睡眠時無呼吸、不眠などの頻度の高い睡眠障害について説明し、医療機関の受診
についても情報提供する。 

• “いいえ“と回答した場合、食生活・運動習慣等の改善意欲が低下しやすいことに留意し、減量目標の設定
を急ぐのではなく、睡眠の質と量を確保できるような支援を行う。 

 
 

21 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか。 

① 改善するつもりはない 
② 改善するつもりである（概ね6か月以内） 
③ 近いうちに（概ね1か月以内）に改善するつもりであり、少
しずつ始めている  

④ 既に改善に取り組んでいる（6か月未満） 
⑤ 既に改善に取り組んでいる（6か月以上） 

 
解  説 
保健指導の際に、対象者がどのような行動変容ステージ（準備段階）にあるかを確認するものである。プロチ
ャスカの行動変容理論に基づき、準備段階を踏まえた支援を行う上で活用できる。 
 
留意事項 
• 健診時の回答から気持ちに変化が生じることも多いため、健診結果を理解したあとに面接で再度ステージ

を確認することが大切である。 
• 改善意欲が低いと回答しても、面接によって意欲が高まることがあるので、保健指導対象として除外する

場合は慎重さが求められる。 
• すでに取り組んでいる場合（④実行期、⑤維持期）、どのような取り組みをいつから開始しているのか、そ

の効果をどのように感じているのかを確認・賞賛するとともに、取り組みを続けることの重要性を伝える。



 

 

ただし、無理な方法をとっていたり、続けることが困難と感じている場合には、目標の見直しなどについ
て指導する。 

• 準備期（③）では、実行しやすい目標を設定し、適切なタイミングでツールを提供するなどして励ますこ
とが有効である。 

• 関心期・熟考期（②）では、生活習慣改善のメリットを伝えるとともに、無理のない方法で効果が上がる
ことを伝える。たとえば３～４％程度の軽度な減量でも検査値の改善効果が得られること*43を伝えるなど
の方法がある。 

• 無関心期・前熟考期（①）では、現在の生活習慣が疾病につながることを伝える。ただし、“改善するつも
りはない”と回答している者の中には、例えば、既にに良い生活習慣を行っているのでこれ以上の改善はで
きない等、別の意図で回答している場合もあるので、本人の意識と行動を改めて確認する。その際、例え
ば、現在健康のために意識してやっていること等を話してもらうとよい。また、行動変容が困難感を抱く
対象者の心情に共感し、行動変容を阻害している要因や環境を対象者とともに考え、気づきを促すことが
必要である。 

• この質問では、生活習慣に対する行動変容ステージをまとめて聞いているが、実際には運動、食べ過ぎ、
減塩、節酒、禁煙など、それぞれの行動ごとにステージが異なることが一般的であるので、それぞれにつ
いて行動変容ステージを問う追加の質問を行うことが望ましい。 

 
 

22 生活習慣の改善について保健指導を受ける機会があれば利用しますか。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
“いいえ”と答えた者には、あれこれと指導を受けたくない、自分なりにやっている、今までに指導を受けたこ
とがある、時間が取れない、などの理由があると考えられる。「いいえ」と回答して積極的ではないと思われ
る対象者であっても、健診結果をみてから気持ちに変化が生じることもあるため、健診結果や本人の準備状
態を十分に配慮しつつ支援を行う。 
 
留意事項 
● 回答が“いいえ”であっても、積極的支援の効果は“はい”と変わらなかった*44。積極的支援のサポーティブ

な姿勢が、従来の「指導」イメージとは異なることを理解してもらうことが大切である。 
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独自に追加する場合に有用と考えられる質問項目 

A 食塩（塩分）摂取を控えるようにしていますか。 ①はい ②いいえ 

B 毎日1回以上魚を食べていますか。 ①はい ②いいえ 

C 野菜をどの程度食べていますか。 ①ほぼ毎食 ②１日１～２回 
③１日１回未満 ④ほとんど食べない 

D 1日1回は果物を食べていますか。 ①はい ②いいえ 

E ふだん自宅で体重を測っていますか。 ①はい ②いいえ 

F ふだん自宅で血圧を測っていますか。 ①はい ②いいえ 

 
解  説 
標準的な質問票では、肥満と関連する生活習慣についての質問が多く含まれているが、高血圧、脂質異常症、
糖尿病に関連するその他の生活習慣にも重要なものがある。また集団全体におけるこれらの生活習慣の把握
は、保健事業を計画・評価するときにも重要となるため、上記の質問項目を必要に応じて追加することが望ま
しい（必須ではない）。 
A. 血圧高値の者では、ほぼ全ての人で減塩が必要であるが、簡単な質問で食塩摂取量を把握することはでき

ない。しかし、減塩を実践している人の割合を把握することは重要であり、また実践していない人には減
塩の知識や技術の支援が必要である。 

B. 魚介類に多く含まれるn-3系脂肪酸（EPAおよびDHA）には、冠動脈疾患予防や血圧低下の効果があるこ
とが報告されており、また、食事バランスの点からも、魚の摂取が少ない人では魚摂取の増加を指導すべ
きである。 

C. 野菜摂取は1日350グラムが推奨されているが、わが国の摂取量は未だ不十分である。野菜に多く含まれる
カリウムや食物繊維には血圧低下、血糖値低下、血清脂質改善の効果があることが報告されており、ほぼ
全ての対象者で必要な指導項目である。小鉢1皿で野菜約70gが摂取できるので1日小鉢5皿分が目安であ
り、毎食野菜を摂取することが望ましい。 

D. 果物に含まれるカリウムには血圧低下作用があるため、血圧高値の者では果物の摂取が重要である。1日
200g程度（リンゴなら1個、大きめのミカンなら2個）の摂取が適当であるため、1日少なくとも1回の果物
摂取が勧められる。 

E. 肥満者における体重管理においては、日常的な体重測定によるセルフモニタリングが重要である。体重測
定が習慣になっていない者では、習慣とするよう支援する。 

F. 近年は家庭血圧計が普及しているため、血圧高値者における血圧管理においては、日常的な血圧測定によ
るセルフモニタリングが重要である。血圧測定が習慣になっていない者では、習慣とするよう支援する。 

 
留意事項 
● 「減塩している」と答えた人では、していない人に比べて1日1-2g食塩摂取量が低いと報告されている*1, 2。 
● 食事バランスガイド（農林水産省・厚生労働省）では、成人において1日350g以上の野菜摂取と1日200g

程度の果物摂取が推奨されており、健康日本21でも1日350g以上の野菜摂取が目標とされている。日本高
血圧学会による高血圧治療ガイドラインでは、高血圧者における生活習慣修正項目として野菜・果物の積



 

 

極的摂取と魚（魚油）の積極的摂取をあげている*3。 
● 腎臓病があってカリウム制限が必要な者では、野菜と果物の適切な摂取量について医師及び栄養士の指示

に従う。 
● 果物には糖分も多いため、血糖高値や肥満がある者では、全体の摂取エネルギーを考慮して果物摂取の推

奨を行う。 
● 家庭血圧の測定方法については、日本高血圧学会による家庭血圧測定の指針に従う*4。 
 
1. 常松典子、上島弘嗣、奥田奈賀子、由田克士、岡山明、斎藤重幸、坂田清美、岡村智教、ソヘル・レザ・チュウドリ、門

脇崇、喜多義邦、中川秀昭、INTERMAP日本研究班．減塩食実施者は通常の食生活の人に比べ食塩摂取量がどの程度少な
いか? ~INTERMAP日本より~．日本循環器病予防学会誌. 2004; 39: 149-156. 

2. Okuda N, Stamler J, Brown IJ, Ueshima H, Miura K, Okayama A, Saitoh S, Nakagawa H, Sakata K, Yoshita K, 
Zhao L, Elliott P; INTERMAP Research Group. Individual efforts to reduce salt intake in China, Japan, UK, USA: 
what did people achieve? The INTERMAP Population Study. J Hypertens. 2014; 32:2385-92.34. 

3. 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編．高血圧治療ガイドライン2014． 
4. 日本高血圧学会編．家庭血圧測定の指針（第2版）．2011年. 
 
 
�



 

 

資料３  「動機付け支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問項目 
 本質問項目は、特定保健指導の対象者について、保健行動の特徴を把握することを目的に、保健指導
で使用することが望ましい質問項目を例示したものである。具体的には、初回の保健指導において、実
施者と対象者とが回答内容を共に確認しながら改善すべき課題を明確化し、目標設定に活用すること
を意図している。また、本質問項目に回答することで、対象者が自ら望ましい保健行動をイメージし、
行動変容を意識することも期待している。 
 本質問項目では、望ましい保健行動の実施状況について問う投げかけ調の文体に統一し、指導時に
短時間で対象者の保健行動を把握できるよう、選択肢は望ましい回答が同列になるように配慮した。
事業者健診結果を特定健診結果とみなす場合など、標準的な質問票の回答内容を保健指導時に入手で
きない場合があるため、それらの項目のうち重要なものは、本質問項目にも含めている。備考欄を設け
ており、1日の生活パターンや時間帯（起床、食事、仕事、身体活動、就寝等）の記入を求めるなど、
指導時に対象者と共に工夫できそうな生活習慣をみつけることに活用できる。 
 
1. 健康意識・認識  

1-1 現在の自分の健康状態についてどのように感じていますか。 
①よい ②まあよい ③ふつう 
④あまりよくない ⑤よくない 

1-2 自分の健康のために、食生活、運動、その他で特に気を付けていることはありますか。 ①はい ②いいえ 

1-3 これまでに減量に取り組んだ経験はありますか。 ①はい ②いいえ 

1-4 体重を定期的に測定していますか。 ①はい ②いいえ 

1-5 特定健康診査あるいは人間ドックなどの健康診断を昨年度、受けましたか。 ①はい ②いいえ 

1-6 年に1回以上、歯科の健診を受けていますか。 ①はい ②いいえ 

2. 食生活習慣   

2-1 1日の食事時間はだいたい決まっていますか。 ①はい ②いいえ 

2-2 朝食をほぼ毎日とりますか。 ①はい ②いいえ 

2-3 寝る前２時間は何も食べないようにしていますか。 ①はい ②いいえ 

2-4 食事はよく噛んでゆっくり食べるようにしていますか。 ①はい ②いいえ 

2-5 食事のバランス（ごはん・麺などの主食、肉・魚などの主菜、おひたし・サラダなどの副菜）を考えて食べていますか。 ①はい ②いいえ 

2-6 糖分の入った飲み物を習慣的に飲みますか。 ①飲まない ②飲む 

2-7 習慣的に間食をしますか。 ①食べない ②食べる 

2-8 塩分の多い食材（麺類、佃煮、漬物、梅干し、干物、練製品等）や濃い味付けのものを毎日食べていますか。 ①食べない ②食べる 

2-9 外食、惣菜、市販の弁当を習慣的に食べますか。 ①食べない ②食べる 

2-10 食事は主に、誰が作りますか。 ①自分 ②自分以外 

3. 運動・身体活動状況  

3-1 1週間の中で運動する時間を設けていますか。 ①はい ②いいえ 

3-2 エレベーターより階段を使うなど意識的に体を動かしていますか。 ①はい ②いいえ 



 

 

3-3 ほぼ同じ年齡の同性と比較して歩く速度が速いですか。 ①はい ②いいえ 

3-4 1日の中で座っている時間は少ないですか。 ①少ない ②多い 

3-5 膝、腰、手、足、首などに痛みや違和感はありますか。 ①いいえ ②はい 

4. 既往・現病歴・家族歴  

4-1 現在、身体活動や食事等の生活習慣に関して、主治医より指導を受けていますか。 ①指導なし ②指導あり 

4-2 健診後、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）で受診しましたか。 ①はい ②いいえ 

4-3 両親やきょうだいであてはまる病気があれば○をつけて下さい（複数回答可） 
高血圧/糖尿病/脂質代謝異常（高脂血症）/痛風/脳卒中（脳
梗塞・脳出血）/心臓病（心筋梗塞・狭心症）/腎臓病 

5. 喫煙  

5-1 職場において、この１ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。 
①ほぼ毎日 ②週に数回程度 ③週に１回程度 ④月
に１回程度 ⑤全くなかった ⑥行かなかった 

5-2 家庭において、この１ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。 
①ほぼ毎日 ②週に数回程度 ③週に１回程
度 ④月に１回程度 ⑤全くなかった 

5-3 現在、たばこ（加熱式たばこ、電子たばこを含む）を習慣的に吸っていますか。 ①もともと吸わない ②やめた ③吸う 

5-4 １日に平均して何本のたばこを吸っていますか（吸っていましたか）。 １日（     ）本 

5-5 習慣的にたばこを吸うようになってから、何年間たばこを吸っていますか（吸っていましたか）。 （     ）年間 

5-6 今までたばこをやめたことがありますか。 ①はい ②いいえ 

6. 飲酒  

6-1 どの程度の頻度でお酒を飲みますか。 ①飲まない ②やめた ③月1度以下 
④月2～4度 ⑤週2～3度 ⑥週4度以上 

6-2 飲酒日１日当りの飲酒量はどの程度ですか。 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイスキーダ
ブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）。 

①1合未満 ②1～2合未満 ③2～3合未満
④3合以上 

6-3 1度に、ビール中瓶3本か日本酒3合、あるいは焼酎（25度）1.7合以上を飲むことがどのくらいの頻度でありますか。 
①ない ②月に1度未満 ③月に1度 
④週に1度 ⑤ほとんど毎日 

7. 睡眠・休養  

7-1 休養は充分にとれていると思いますか。 ①はい ②いいえ 

7-2 睡眠は足りていますか。 ①はい ②いいえ 

8. 家族・社会参加  

8-1 同居家族すべてに○をつけてください。 ①配偶者（パートナー） ②こども ③孫 
④親 ⑤祖父母 ⑥きょうだい ⑦一人暮らし 

9. 仕事・労働衛生  

9-1 1週間の労働時間はおおよそ何時間ですか。 ①就労していない ②40時間未満 ③40
～48時間 ④49～54時間 ⑤55時間以上 

9-2 交代勤務制の仕事に従事していますか。 ①はい ②いいえ 

10. 行動変容ステージ  

10-1 改善したい生活習慣に○をつけてください（複数選択可）。 ①食生活 ②運動・身体活動 ③喫煙 ④飲酒 ⑤睡眠 ⑥休養 ⑦その他  
備考  

 



 

 

資料４ 「動機付け支援」「積極的支援に必要な詳細な質問項目 解説と追加質問 
 
動機付け支援・積極的支援に必要な詳細な質問項目の解説と、保健指導で活用することを想定

した追加質問と選択肢、ならびにその解説文を示している。追加質問は、対象者の特性や状況に
応じて選択的に活用することができる。 
 
1. 健康意識・認識  

解説：対象者が本質問項目に記入することで、自分自身の生活習慣を振り返り、望ましい生活習慣を意識でき
ることを意図している。対象者自身の健康状態の認識、生活習慣の改善に関する経験、特定健康診査や人間ド
ックなどの健康診断の継続受診、健診後の生活習慣の改善への取り組みの有無を確認する。保健指導では、各
項目について対象者と確認しながら、対象者自身の健康への関心度や生活習慣の改善への意欲を把握し、対象
者との関係性を構築していくことに活用する。 

1-1 現在の自分の健康状態についてどのように感じていますか。 
①よい ②まあよい ③ふつう 
④あまりよくない ⑤よくない 

解説：本人が自己評価する健康観（感）は、主観的健康観（感）と呼ばれ、死亡率と強い関連がある注1。保健指
導では、健康意識として主観的健康観（感）を把握したうえで、計画作成の際に活用する。 

1-2 自分の健康のために、食生活、運動、その他で特に気を付けていることはありますか。 ①はい ②いいえ 

解説：対象者自身が、まずは食生活、身体活動等の生活習慣全体を振り返ることを促し、以下の質問項目への
導入とする。保健指導では、生活習慣の改善に対する対象者の取り組み状況を把握し、質問項目を活用しての
アセスメント後の目標の立案に活用していく。なお、「はい/いいえ」よりも踏み込んだ質問は、２．食生活習
慣以降の項目で具体的に確認するようにする。特定健診後、特定保健指導を受けるまでの日数が空いている場
合は、その間に開始した保健行動の有無を尋ねることで指導の糸口とする。 

1-3 これまでに減量に取り組んだ経験はありますか。 ①はい ②いいえ 

解説：減量への取り組み経験の有無を尋ね、減量への意欲や準備状況を確認する。保健指導の場面では、今ま
での取り組みの具体的内容と結果、および減量に対するイメージを捉え、目標立案の際のアプローチ方法に活
用する。 

1-4 体重を定期的に測定していますか。 ①はい ②いいえ 

解説：定期的な体重測定の習慣を尋ねることで、自分で体重を管理するという望ましい生活習慣の意識化を促
す。保健指導では、体重測定をしている場合、体重測定の継続を促し、測定していない場合、その理由を確認
し、定期的な体重測定に向けた具体的な行動を促す。 

1-5 特定健康診査あるいは人間ドックなどの健康診断を昨年度、受けましたか。 ①はい ②いいえ 

解説：毎年の特定健診の受診の必要性の認識を促す。特定健診の結果から経年受診を確認できる場合もあるが、
社会保険から国民健康保険へ異動したといった医療保険の異動も考えられることから、毎年受診を確認するも
のである。なお、「毎年」と尋ねるより、直近の昨年度の受診を問うことで、確かな回答を得ることを想定して
いる。保健指導では、毎年の受診を勧奨し、生活習慣の見直しに保健指導を活用してほしいことを伝える。 

2. 食生活習慣   

2-1 1日の食事時間はだいたい決まっていますか。 ①はい ②いいえ 

解説：生活リズムの中でも重要な要素である食事時間の規則性を尋ねる項目である。保健指導では、「いいえ」
と回答した対象者の不規則的な食事時間となっている理由を把握し、以下の食生活に関する質問項目も考慮し、
食生活の工夫点を対象者と共に見つけていく。 

2-2 朝食をほぼ毎日とりますか。 ①はい ②いいえ 



 

 

解説：食事パターンに関する質問である。朝食の欠食は高血圧（朝方の血圧上昇）や脳出血のリスク因子であ
ることから、朝食を摂るよう指導する。朝方の血圧上昇抑制には300キロカロリー程度が必要であると報告さ
れていることから、一遍にバランスの良い朝食が無理な場合は、まずご飯、パンなどの主食から始めて、順次、
主菜や牛乳・乳製品、副菜、果物などを加えるよう支援する。次の質問と関連するが、和食、洋食、それらの
折衷でも、主食・主菜・副菜を揃えて食べることに目標を置く。朝食欠食の理由では、「朝は食欲がない」「早
く起きられない」「自分で用意する手間がかけられない」などの理由注2が多いので、夕食時刻や就寝時刻、起床
時刻など、仕事や生活リズム全般をふまえた指導が必要である。また、手軽に食べるための工夫（前日に準備
する・買っておく、通勤途中で食べる等）についても、ライフスタイルに合わせた支援を行う。多くの国で古
来より、表現こそは異なるが「朝食を豊かにとり、夕食はとりすぎないことが健康の秘訣である」と謳われて
おり、現代はその科学的エビデンスが明らかになりつつある。 

2-3 寝る前２時間は何も食べないようにしていますか。 ①はい ②いいえ 

2-4 食事はよく噛んでゆっくり食べるようにしていますか。 ①はい ②いいえ 

解説：「標準的な質問票の解説と留意事項」を参照（質問14・15） 

2-5 
食事のバランス（ごはん・麺などの主食、肉・魚などの
主菜、おひたし・サラダなどの副菜）を考えて食べてい
ますか。 

①はい ②いいえ 

追加 1日2回以上、主食・主菜・副菜を揃えて食べるのは週何日ですか注4。 
①ほぼ毎日 ②週4～5日 ③週2～3日 ④
ほとんどない 

解説： “毎日”と回答した者を基準とした場合、日数が少ない者ほど栄養素の偏りが懸念される。具体的には、
炭水化物、たんぱく質、および野菜の摂取状況が食事摂取基準等の目標量に合致する者の割合が少ない注4。逆
に、主食、主菜、副菜、牛乳・乳製品、果物を適量食べることを推奨する食事バランスガイドに添った食事を
している者ほど、循環器疾患等の死亡リスクが低いことが示されている注5。したがって、食事の概要を聞き取
り、必要に応じて管理栄養士等が詳細に聞き取った上で、食事パターンを適正化するように指導を行う。多く
の場合、主菜が多く副菜が欠けているので、主菜を減らし不足しがちな野菜・果物・乳製品等を一品加えるよ
うに指導する。ただし、高齢者では、たんぱく質の摂取量が不足しないように配慮する。 

2-6 糖分の入った飲み物を習慣的に飲みますか。 ①飲まない ②飲む 

解説：飲み物に入っている砂糖の摂取量を問う質問である。“飲まない”と回答した者の中には、スポーツドリン
クや微糖飲料などのように、実際には砂糖が含まれているが、そのことを正しく認識できていない者も含まれ
ている場合もある。保健指導では、普段、どのような飲み物を良く飲んでいるか聞き取り、必要に応じて主な
飲料に含まれている砂糖の量を示す教材等を用いるなど、砂糖の摂取量の自覚を促す工夫が必要である。 

2-7 習慣的に間食をしますか。 ①食べない ②食べる 

解説：「標準的な質問票の解説と留意事項」を参照（質問16） 

2-8 塩分の多い食材（麺類、佃煮、漬物、梅干し、干物、練製品等）や濃い味付けのものを毎日食べていますか。 ①食べない ②食べる 

追加 減塩のための工夫をいつもしていますか。 ①はい ②いいえ 

追加 味付けは濃いほうですか。 ①はい ②いいえ 

追加 １回の食事で主食（ごはん・めん類・パン）同士を組み合わせて食べることがありますか注6。 
①毎日 ②週5～6回 ③週3～4回 
④ほとんどない 

追加 丼もの、カレーライスやめん類を食べる頻度はどのくらいですか。 
①毎日 ②週5～6回 ③週3～4回 
④ほとんどない 

解説：食塩の摂取状況に関する質問である。日本人成人の食塩摂取量（2016年）は１日男性11g、女性9gで
あり、健常者の1日当りの摂取目標量である男性8g未満、女性7g未満に比べて多く、高血圧予防のための摂取
目標量である6gや、WHOの目標量の5gに比べてはるかに多い。食塩の過剰摂取は、高血圧や脳卒中の確立さ
れたリスク因子であることから、過剰摂取が疑われる場合は、前項の食事パターンや外食・持ち帰りの弁当・



 

 

惣菜の質問の回答も考慮して、食品の選択、味付け、調理の工夫に関する指導を行う。その際、減塩に関心の
ある人に対しては、個人の嗜好や習慣に合わせた様々な減塩食注7を紹介することが有用である。減塩のための
工夫をしていると答えても、必ずしも減塩につながっていない場合があるので、その人の食事内容を聞き取り、
主要な食塩摂取源を推定することが大切である。管理栄養士による詳細な食事調査が行えればなお良い。味付
けが濃いと答えた人には、出汁や香辛料等を上手に使い、素材の味を生かすことを提案する。１回の食事で主
食同士を組み合わせて食べる頻度や、丼もの、カレーライスやめん類を食べる頻度が多いと一般に食塩摂取量
が多くなるので、他の質問の回答を考慮しながら、主食に偏らないようにして、副菜を取り入れるよう指導す
る。また、外食・持ち帰りの弁当・惣菜の利用が多い人には、栄養成分表示の食塩相当量の表示を利用し、よ
り低塩のものを選択する、弁当等に添えられた調味料の使用を減らすなど、具体的な工夫を行動目標として設
定するよう支援する。 

2-9 外食、惣菜、市販の弁当を習慣的に食べますか。 ①食べない ②食べる 

追加 外食の頻度はどのくらいですか。 ①1日2回以上 ②1日1回  
③週に2～6回 ④週１回以下 

追加 スーパーやコンビニの惣菜や弁当を利用する頻度はどのくらいですか。 
①1日2回以上 ②1日1回 
③週に2～6回 ④週１回以下 

解説：外食、持ち帰りの弁当・惣菜の利用に関する質問である。外食・持ち帰りの弁当・惣菜そのものが問題
ではないが、回数が多い人（週2回以上利用）では、主食・主菜・副菜を揃えて食べる頻度が少ないことが報告
されている注3。したがって、利用頻度の高い者では、偏った食品・栄養素の摂取（炭水化物、食塩あるいは脂肪
の過剰、タンパク質やビタミンの不足等）の可能性が高いことを念頭に置く。特に外食の頻度が1日１回以上の
場合は、食事の概要を聞き取り（必要に応じて管理栄養士等が詳細に聞き取り）、指導を行う。具体的には、持
ち帰りの弁当・惣菜に関しては、食塩の摂りすぎにつながりやすい丼物、麺類に偏るのを避け、副菜として、
不足しがちな野菜・果物・乳製品等を一品（別に購入して）摂るように指導する。スーパーやコンビニで惣菜
や弁当を週２回以上利用する人に対しては、どのような惣菜や弁当を購入するかを聞き、栄養成分表示（特に
食塩相当量）を参照する習慣の大切さ、食品や栄養のバランスを摂るための惣菜や弁当の選択、組みあわせの
重要性を理解し、食事や商品の選択を行うように指導する。 

2-10 食事は主に、誰が作りますか。 ①自分 ②自分以外 

追加 あなたの家族はあなたの生活習慣の改善に協力的ですか。 
①協力的 ②やや協力的 ③あまり協力的では
ない ④協力的ではない ⑤一人暮らし 

解説：食生活に関する指導において、調理担当者や生活を共にする家族の協力（ソーシャルサポート）は重要
である。これらの情報を把握した上で、家庭の状況にあった指導を行う。主な調理担当者が本人であれば、本
人に指導することとなる。その際、家族の生活習慣改善への協力に関する質問で、“協力的”以外に回答した人（一
人暮らし以外）には、家族の嗜好のみに合わせていないかも問う。家族、その他の人が主な調理担当者である
場合は、保健指導の際にできるだけ同席してもらい、協力を強化する。それが難しい場合には、家族への協力
依頼の伝え方を一緒に考え、練習をするのも１つの方法である（ソーシャルスキルトレーニング）。また、家族
の協力が得られない人でも、食行動変容に成功した事例などを伝えてやる気を高める支援を行う。 

追加 フライや天ぷらを好んで食べますか。 ①はい ②いいえ 

追加 肉の脂身を好んで食べますか。 ①はい ②いいえ 

解説：油脂の摂取に関する質問である。脂肪の摂取に関しては、脂肪の量と質に留意が必要である。肉の脂身
やラードで揚げたフライ、ラードを使った中華の炒め物などには血中の総コレステロール、LDLコレステロー
ルの上昇に働く飽和脂肪酸が多く含まれている。そのため、こうした食物を好んで食べる人で、血中の総コレ
ステロール、LDLコレステロールの高い人や高めの人に対しては、それらの摂取を控える指導が必要である。
天ぷらに関しては一般に植物性油を使用しているため、血中の総コレステロール、LDLコレステロールの上昇
には大きな影響はない（カロリーの過剰摂取が無ければむしろ低下に働くが）。しかし、天ぷらを好む人は、一
般に油脂の摂取が多いためにカロリー摂取が過剰となり、身体活動量の不足が重なる場合には肥満につながる。
フライ、肉の脂身を好んで食べる人についても同様である。そのため、肥満、メタボリックシンドロームを有
する人に対しては、これらの好みに対して、当該食品の摂取の量や頻度を少なくすること、肉の脂身は調理の
際にできるだけ取り除くこと、外食の場合には、肉の脂身を食べずに残すようにするよう指導する。 

追加 毎日、乳製品（牛乳、ヨーグルト、チーズなど）をとっていますか。 ①はい ②いいえ 



 

 

解説：乳製品は、日本人で不足しやすい代表的な主要栄養素であるカルシウムの効率的な摂取源である（カル
シウムの小腸からの吸収率は乳製品で約50％と最も高く、野菜、小魚、小エビ、豆類等の吸収率は乳製品の半
分以下となる）。カルシウムの１日摂取推奨量は40歳以上男性で650～700㎎、女性650㎎であるが、2015年
の平均摂取量は男女とも推奨量よりも100㎎～200㎎少ない。カルシウム摂取不足は、女性の骨粗鬆症のみな
らず、男女を問わず脳卒中のリスク因子となることが知られており、推奨量の摂取を心がけるように指導する。
乳製品を毎日取っていない人には、乳製品の摂取を勧める。ただし、総コレステロール、LDLコレステロール
が高い人に対しては、乳製品中の飽和脂肪酸の摂取を制限するため、低脂肪や無脂肪の乳製品の選択を指導す
る。逆に、牛乳の良さを過信して１日に500～1,000ml近く摂取している場合もあるため、注意が必要である。 

3. 運動・身体活動状況  

3-1 1週間の中で運動する時間を設けていますか。 ①はい ②いいえ 

追加 現在，月に１回以上行うスポーツや運動はありますか。 運動の内容、実施時間（月回数、１回あたりの実施時間）を問う。 

解説：余暇時間に何らかの目的を持って積極的に身体を動かす習慣を尋ねる項目である。保健指導では、5分ほ
どのこまめな運動でも、普段の生活の隙間で意識して行うことができないか、対象者と一緒に工夫点を探す。 

3-2 エレベーターより階段を使うなど意識的に体を動かしていますか。 ①はい ②いいえ 

追加 外出の際（通勤含む）に良く使う移動手段は何ですか。 ①乗用車やバイク ②公共交通機関 ③自転車 ④徒歩 ⑤その他 

解説：普段の生活の中で移動する時など、身体を動かす機会を捉え、身体を動かそうという意識・行動を問う
項目である。保健指導では、移動する時など身体を動かすタイミングを見つけ、実行できそうな身体活動方法
を対象者と共に見つけていく。 

3-3 ほぼ同じ年齡の同性と比較して歩く速度が速いですか。 ①はい ②いいえ 

解説：「標準的な質問票の解説と留意事項」を参照（質問12） 

3-4 1日のうちで、座っている時間は少ないですか。 ①少ない ②多い 

追加 睡眠以外で座ったり横になったりする時間が1日のうち何時間ですか。 
①3時間未満 ②5時間未満 ③7時間未満  
④9時間未満 ⑤9時間以上 

解説：身体活動とは独立して疾患や肥満発症のリスクであることが指摘されている座位行動について把握する
項目である。保健指導では、仕事の都合から1日の中で座っていることが多い場合、立ち上がる、あるいは簡単
なストレッチをするなど、座位を中断しリフレッシュする習慣を対象者と共に検討する。 

3-5 膝、腰、手、足、首などに痛みや違和感はありますか。 ①いいえ ②はい 

追加 運動中や運動後に体の不調を感じることがありますか。 ①いいえ ②はい 
関節や筋肉などの痛み/動
悸・息切れ・めまい・ふらつ
き/強い疲労/その他 

追加 運動や体を動かすことが困難な理由がありますか。 ①いいえ ②はい 
時間がない・忙しい/めんど
う/面白くない/疾患・疲労・
痛み/仲間や施設がない/効
果を感じない/その他 

解説：身体に痛みや違和感があると何らかの整形外科的疾患を有している可能性が考えられる。保健指導では、
運動や身体活動量を上げるべきか判断する際に必ず対象者に確認し、状態によっては医療機関の受診を勧め、
医師との連携のもと、身体活動や運動に関する目標を設定していく。痛みがひどく受診が必要な水準であれば
食事のみによる減量を優先することを考慮してもよい。 

追加 体を動かすこと運動することに対し、どのようなお考えですか。 

現在、運動をしておらず、これから先もするつもりは
ない/現在、運動をしていないが近い将来（6か月以
内）に始めようとは思っている/現在、運動をしてい
るが定期的ではない/現在、定期的に運動をしている
が、始めてから6か月以内である/現在、定期的に運動
をしており6か月以上継続している。 



 

 

解説：身体活動・運動に対する行動変容ステージを把握するための質問である。身体活動を増やし、運動習慣
を確立するまでには多くの困難を伴うため、行動変容ステージに応じた声かけや目標設定をする。体を動かす
ことに関連する生活環境の把握、行動変容理論に基づく指導、身体活動や運動を阻害する要因の把握などを前
提として、指導対象者の現状に則した身体活動・運動の行動目標を設定することが望ましい。 

4. 既往・現病歴・家族歴  

4-1 現在、身体活動や食事等の生活習慣に関して、主治医より指導を受けていますか。 ①指導なし ②指導あり 

解説：身体活動や食事に関し、すでに主治医がおり、生活習慣病以外で何らかの生活習慣に関する指導を受け
ていることが考えられる。保健指導では、主治医から受けている指導内容を確認し、その上で工夫できそうな
点を対象者とともに見つけていく。必要によっては、主治医と連絡をとることも考えられる。 

4-2 健診後、生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）で新たに受診しましたか。 ①はい ②いいえ 

解説：健診後にすでに受療し、内服治療が開始されていることも考えられるので、保健指導の際は、必ず確認
する。受療していたら、必ず、医師からの指導内容を確認し、保健指導内容との整合性を考慮しながら、可能
な工夫点を対象者と共に見つける。 

追加 不整脈（心房細動）などで血液がサラサラになる薬（血液を固まりにくくする薬）を飲んでいますか。 
①はい ②いいえ  
③薬を飲んでいるが種類はわからない 

解説：心房細動があると脳塞栓の発症リスクが非常に高くなり、予防のためには抗凝固剤を持続的に飲む必要
がある。治療を中断するとリスクが急増するため、「はい」と回答した場合は定期的な受診と継続的な服薬を確
認した上で、保健指導を開始する。 

追加 関節リウマチやその他の膠原病、喘息、皮膚などのアレルギー性疾患の治療を受けていますか。 ①はい ②いいえ ③わからない 

解説：膠原病やアレルギー性疾患などでステロイド剤を服用して場合、代謝系や脂質系の検査値が異常値を示
しやすいため、「はい」と回答した場合は病状や治療内容をよく確認する。あくまでも原疾患の治療が優先され
るため、保健指導の対象者とするかどうかを含めて必ず主治医と相談する。 

4-3 両親やきょうだいであてはまる病気があれば○をつけて下さい（複数回答可）。 
高血圧/糖尿病/脂質代謝異常（高脂血症）/痛風/脳
卒中（脳梗塞・脳出血）/心臓病（心筋梗塞・狭心
症）/腎臓病 

解説：血縁者の既往・現病歴を尋ねる項目である。保健指導では、家族歴と健診結果から、自分自身の生活習
慣を振り返る上で、貴重な情報（遺伝的要因・環境的要因等）となり、対象者の自覚を促すように支援する。 

5. 喫煙  

5-1 職場において、この１ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。 
①ほぼ毎日 ②週に数回程度 ③週に１回程度 ④月に
１回程度 ⑤全くなかった ⑥行かなかった 

5-2 家庭において、この１ヶ月間に、自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会がありましたか。 
①ほぼ毎日 ②週に数回程度 ③週に１回程
度 ④月に１回程度 ⑤全くなかった 

解説：受動喫煙は、喫煙と同様に肺がん、心筋梗塞、脳卒中などのリスクを高める注8。一方、受動喫煙を防ぐこ
とで、これらの疾患が減少することが報告されている注9。職場での受動喫煙については、労働安全衛生法で事
業者に努力義務が課されているため、受動喫煙を受けている場合は、事業者に改善を申し出ることができる。
建物内禁煙や敷地内禁煙が望ましいが、喫煙室を設置する場合は受動喫煙を防止するため、一定の要件注10を満
たす喫煙室の設置が望ましい。 

5-2 現在、たばこ（加熱式たばこ、電子たばこを含む）を習慣的に吸っていますか。 ①もともと吸わない ②やめた ③吸う 

5-3 １日に平均して何本のたばこを吸っていますか（吸っていましたか）。 １日（     ）本 

5-4 習慣的にたばこを吸うようになってから、何年間、たばこを吸っていますか（吸っていましたか）。 （     ）年間 

追加 タバコを吸い始めたのは何歳ですか。 ＊喫煙歴がある場合 （    ）歳 



 

 

追加 タバコを止めたのは何歳ですか。 ＊禁煙している場合。 
（    ）歳  
禁煙を繰り返している場合に注意する 

解説：「標準的な質問票の解説と留意事項」を参照。喫煙本数と年数とから累積喫煙量（ブリンクマン指数とも
いう）を評価することができる。累積喫煙量は心血管系疾患のみならず、各種疾患のリスク因子となる。また、
早朝喫煙量と合わせてニコチン依存度の指標とも用いることも可能である。 

5-5 今までたばこをやめたことがありますか。 ①はい ②いいえ 

解説：禁煙経験の有無を確認する項目である。保健指導では、過去に禁煙しようと思ったきっかけや時期、禁
煙期間といった成功体験や、その後、禁煙が継続できなかった理由を把握し、喫煙者の全対象者が禁煙に取組
めるよう、禁煙支援につなげる。 

追加 朝、目が覚めてからどのくらいの時間で最初のたばこを吸いますか 
①5分居ない ②6～30分 ③31～60分 
④61分以上 

解説：１日の喫煙本数と朝目覚めてから最初の1本を吸うまでの時間は、唾液中のコチニン濃度や呼気中の一酸
化炭素濃度との相関が強く、これら2項目でニコチン依存度を簡易に判定することができる注11。また、これら2
項目は、禁煙試行後の少なくとも1カ月間以上の禁煙継続率を予測する独立した要因であることが報告されて
いる注12。1日喫煙本数が多いほど、また朝目覚めてから最初のたばこを吸う時間が短いほど、ニコチン依存度
が高いと判定され、禁煙外来への誘導を行う上で参考となる。 

6. 飲酒  

6-1 どの程度の頻度でお酒を飲みますか。 ①飲まない ②やめた ③月1度以下 ④月2～
4度 ⑤週2～3度 ⑥週4度以上 

6-2 飲酒日１日当りの飲酒量はどの程度ですか。 日本酒1合（180ml）の目安：ビール500ml、焼酎（25度）110ml、ウイス
キーダブル1杯（60ml）、ワイン2杯（240ml）。 

①1合未満 ②1～2合未満 
③2～3合未満 ④3合以上 

6-3 1度にビール中瓶3本か日本酒3合、あるいは焼酎（25度）1.7合以上を飲むことがどのくらいの頻度でありますか。 
①ない ②月に1度未満 ③月に1度 
④週に1度 ⑤ほとんど毎日 

解説：「標準的な質問票の解説と留意事項」を参照（質問18・19）。6-1から6-3の質問は、アルコール使用障
害スクリーニング（AUDIT）の問1から3に相当する。必要に応じて残りの項目（問4から10）について質問す
ることで、AUDITによる判定が行える。 

追加 現在、ビールコップ 1杯程度の少量の飲酒で、すぐ顔が赤くなる体質がありますか？ ①いいえ ②はい ③わからない 

追加 
飲酒を始めた頃の 1～2年間は、ビールコップ 1杯程度
の少量の飲酒で、すぐ顔が赤くなる体質がありました
か？ 

①いいえ ②はい ③わからない 

解説：アセトアルデヒド代謝に関する体質（フラッシング）を簡易に評価できる。２つの質問のいずれかの回
答が”はい“である場合は、アルデヒド脱水素酵素がヘテロ欠損型である可能性が極めて高く注13、ヘテロ欠損型
では飲酒によって喉頭癌・咽頭癌・食道癌などのリスクが高まる可能性があるため、適度な飲酒を心がけるよ
うに指導する。 

7. 睡眠・休養  

7-1 休養は充分にとれていると思いますか。 ①はい ②いいえ 

解説：睡眠と休養をわけた質問項目とした。保健指導では、休養によりリフレッシュできる時間を設けている
か、ストレスを解消できるよう工夫する生活習慣をとっているか、確認していく。 

7-2 睡眠は足りていますか。 ①はい ②いいえ 

追加 起床時刻・就寝時刻は平均して何時頃ですか。 起床（     ）時頃 
就寝（     ）時頃 

追加 日中に倦怠感や眠気を感じることがありますか。 ①いいえ ②はい 



 

 

追加 眠気で日中の生活に支障が出ることがありますますか。 ①いいえ ②はい 

追加 睡眠薬がわりに寝酒を飲むことがありますか。 ①いいえ ②はい 

追加 就寝前に喫煙をしたり、カフェインを摂ることがありますか。 ①いいえ ②はい 

追加 （特に休日に）夜更かしをすることがありますか。 ①いいえ ②はい 

追加 実際に眠っている時間以外に、寝床でだらだらと長時間過ごすことはありますか。 ①いいえ ②はい 

解説：日中に眠気を来す最大の原因は睡眠不足である。交代勤務などの背景因子にも注意しつつ、規則正しい
起床・睡眠を維持するように指導する。規則正しい睡眠を指導する上で、①就寝前の喫煙、寝酒は生活習慣病
のリスクを高めるだけでなく、睡眠の質を悪化し睡眠時無呼吸を起こしやくすること、②同様に喫煙、カフェ
インの摂取は不眠のリスクを高めること、③頻繁な夜更かしは生体リズム（体内時計）を崩し、睡眠時間帯の
不規則化や夜型化を招く可能性があることは、重要なポイントである。寝床に入ってから携帯電話、メールや
ゲームなどを行わないように指導することも、規則正しい睡眠を維持する上で重要である。また、就寝時刻と
起床時刻を見直し、寝床で過ごす時間を適正化することも大切である。長時間眠るために寝床で過ごす時間を
必要以上に長くすると、かえって睡眠が浅くなり夜中に覚醒するなど、結果として熟睡感が得られない場合が
あることも指導する。 

追加 睡眠中の窒息感やあえぐような呼吸を自覚することはありますか。 ①いいえ ②はい 

追加 最近体重が増えたことで激しいいびきをするようになりましたか。 ①いいえ ②はい 

解説：睡眠時無呼吸の頻度は高く、肥満、男性、高齢が3大要因であるが、閉経後の女性でも頻度が増える。激
しいいびきは睡眠時無呼吸でよく観察される症状であるが、本人は気づかずに家族や周囲の人が見つけること
も多い。家族等を通じて状態を把握する場合は、大きないびきに加えて、いびきの間に静かになり息が止まっ
ていないか（睡眠時無呼吸の有無）にも注意する。睡眠中の窒息感や、あえぐような呼吸も睡眠時無呼吸によ
くみられる症状である。日中の過度の眠気や熟睡感の欠如も、睡眠時無呼吸を発見するきっかけとなる。睡眠
時無呼吸が疑われる場合は、まずは減量を試みて、症状やいびきの改善を家族の協力も得て観察する。睡眠時
無呼吸が肥満を助長する場合があるので、減量が困難でいびきがますます大きくなり、症状もひどくなるよう
なら医療機関の受診も考慮する。 

8. 家族・社会参加  

8-1 同居家族すべてに○をつけてください。 ①配偶者（パートナー） ②こども ③孫 
④親 ⑤祖父母 ⑥きょうだい ⑦一人暮らし 

解説：生活習慣の建て直しを考える上で同居家族は重要な要因となる。生活習慣改善に同居家族のサポートが
得られないか、もしくは家族から受けている負の影響を減らすためにはどうしたらいいかを一緒に考え、工夫・
改善点を見つけるようにする。 

追加 あなたは趣味やスポーツ、学習・教養などのグループやクラブにどのくらいの頻度で参加していますか 
①週4回以上 ②週2～3回 ③週1回 ④月1～
3回 ⑤年に数回 ⑥参加していない 

解説：ソーシャルキャピタル注14のうち、社会的ネットワークを把握する質問である。社会資源の活用、地域・
職域におけるグループ等との協働を視野に入れた指導計画の作成に活用する。 

9. 仕事・労働衛生  

9-1 1週間の労働時間はおおよそ何時間ですか。 ①就労していない ②40時間未満 ③40～48
時間 ④49～54時間 ⑤55時間以上 

解説：長時間の残業は、食生活の乱れ、身体活動不足、睡眠時間の短縮につながり、生活習慣病の原因となる。
長時間労働が長期間続くと、冠動脈疾患が増加するという報告もある注15。保健指導によって労働時間を適正化
することは難しい場合が多いが、不必要な残業を行っている場合など、可能な範囲で業務時間を短縮するよう
に検討を促す。長時間労働であっても食事時間を規則的に保ち、できるだけ睡眠時間を確保するよう指導する。
なお、主婦で定期的な仕事に従事していない場合は「就労していない」を選択する。 



 

 

9-2 交代勤務制の仕事に従事していますか。 ①はい ②いいえ 

解説：交代勤務者では食事や睡眠の習慣が乱れやすく、また概日リズムの乱れも生活習慣病の原因となるため、
様々な慢性疾患のリスクが高まる注16。職場の事情や賃金などの理由で交代勤務から外れることは難しいことが
多いため、保健指導では慢性疾患のリスクが高まることを理解してもらい、代替手段として食事（減塩、過食
等）に気を付け、運動習慣を身に付けるように指導する。交代勤務者への睡眠衛生指導ではできるだけ概日リ
ズムを崩さないような配慮が求められる。夜勤時に休憩時間がある場合は仮眠を取るよう合わせて指導する。 

追加 労働における身体的負荷はどの程度ですか。 ①低い（座位） ②中程度（立ち作業） 
③強い（激しく動く） 

解説：身体活動は余暇のみでなく業務によっては仕事中にも負荷されることを説明する。業務中の身体活動が、
心拍数があまり上がらない程度（BORG指数11～13程度）であれば、冠動脈疾患のリスクが低下するが、高強
度の身体負荷業務では冠動脈疾患が発生しやすいことが報告されている注17。デスクワークや運転業務などで身
体活動が少ない場合は、休み時間や余暇に積極的に運動することを提案する。運動が仕事に影響することを懸
念している場合は、休息中の軽い運動は疲労を軽減し生産性を高める（アクティブレスト）ことを説明する。 

追加 仕事のストレスをどの程度感じていますか。 ①ほとんどない ②あまりない 
③多少ある ④大いにある 

解説：仕事でのストレスはメンタルヘルス不調のみならず、高血圧、過食、不眠などの生活習慣の乱れの原因
となり、ストレスを感じている場合は冠動脈疾患のリスクが高まるという報告がある注18。ストレスが生活習慣
悪化の一因であれば、まずはストレス源を知り可能であれば排除する、排除できなければ本人なりの対処法を
模索する方向に話をするとよい。50人以上の企業であれば、通常の健康診断とは別にストレスチェックによる
心の健康状態の確認があり、申し出れば産業医等との面談が可能であることを伝える。 

追加 出張の多い仕事ですか。 ①はい ②いいえ 

解説：出張が多いと生活リズムが乱れ、睡眠時間が減り、仕事に対するストレスが強まるなど、慢性疾患のリ
スクを高める。外食が多くなることによる過食、生活環境が異なることによる身体活動不足のリスクも高まる。
出張を減らすことは困難であるため、該当者には食事時間が不規則にならないこと、食事内容（減塩、過食等）
に気を付けること、歩きやすい靴で出張に出かけるなど、身体活動を増やすことを促す。 

追加 単身赴任ですか。 ①はい ②いいえ 

解説：単身赴任者では生活リズムが乱れ、睡眠時間が短く、仕事に対するストレスが強い傾向があり、有配偶
と同居している場合と比べて精神的に不安定で、血中脂質が高いという報告がある注19。単身赴任そのものを解
決することは困難であるため、自炊できない場合は適切な外食やお弁当の選び方など、食事内容（減塩、過食
等）に気を付けること、家事などを積極的に行って身体活動量を上げること、運動習慣を身につけることなど
を促す。 

追加 必要な時に病院へ受診する時間は確保できますか。 ①できる ②やや難しいと感じる 
③難しいと感じる 

解説：医療機関の受診に対して難色を示す対象者に対する質問である。受診を拒む理由に仕事や私生活の多忙
を挙げる場合があるが、その中には本当に時間的余裕がない場合と、実際は余裕があるにも関わらず受診を拒
否する理由として挙げている場合とが混在していることに留意する。いずれの場合においても、受診・治療の
重要性を理解してもらうことで、受診時間の確保と実際の受診とを促す。 

追加 あなたの職種は次のうちどれに一番近いですか。 

管理的職業/専門的・技術的職業/事務的職業
/販売の職業/サービスの職業/保安の職業/農
林漁業の職業/生産工程の職業/輸送・機械運
転の職業/建設・採掘の職業/運搬・清掃・包
装等の職業 

解説：選択肢は厚生労働省編職業分類（平成23年改定）です。保健指導では、職種によって提案できる生活改
善の方法が大きく異なるため、必要に応じて対象者の職種を知ることは重要である。職種を知ることで、対象
者の指向性を知るとともに、実現可能な保健指導につなげる。 



 

 

10. 行動変容ステージ  

10-1 改善したい生活習慣に○をつけてください（複数選択可）。 
①食生活 ②運動・身体活動 ③喫煙 ④飲酒 
⑤睡眠 ⑥休養 ⑦その他 

解説：対象者の行動変容への意欲を確認する項目である。保健指導では、○がついている項目は積極的に目標
設定に活用し、○がついていなくても、対象者の行動変容への意欲の変化を捉え、目標設定につなげていく。 

追加 食べ過ぎについて改善しようと思いますか。 ①改善するつもりはない ②改善するつもり
（概ね6か月以内） ③１か月以内に改善する
つもり ④既に実施している（6か月未満） ⑤
6ヶ月以上継続して実施している 

解説：行動変容ステージとは、行動変容に対
する準備段階を指し、次の５つのステージに
分けることができる。食事や身体活動など、
それぞれの行動について対象者のステージ
を把握し、それが改善されるようにステージ
に応じた指導を行う。 
無関心期 ６ヶ月以内に行動変容を起こす意

思がない時期 
関心期 ６ヶ月以内に行動変容を起こす意

思がある時期 
準備期 １ヶ月以内に行動変容を起こす意

思がある時期 
実行期 明確な行動変容が観察されるが、

その継続がまだ６ヶ月未満である
時期 

維持期 明確な行動変容が観察され、その
期間が６ヶ月以上続いている時期 

追加 脂肪摂取について改善しようと思いますか。 

追加 食塩摂取について改善しようと思いますか。 

追加 野菜摂取について改善しようと思いますか。 

追加 食事の内容や食べ方について改善しようと思いますか（上記４問を統合した場合）。 

追加 禁煙しようと思いますか。 

追加 飲酒について改善しようと思いますか。 

追加 計測・記録（血圧や体重）について改善しようと思いますか。 

追加 計測・記録（歩数など）について改善しようと思いますか。 
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参考：目標設定に利用できる健康行動の実施状況の把握 
 
これらの質問は、対象者が取り組むことができる行動を洗い出し、「まだしていない」あるい「はじめた」行動

から行動変容の目標を選択する目的で使用する。目標とする項目は対象者が自己決定し、支援者は効果的で実行
可能な項目を選ぶ手助けをする。選択肢はいずれの項目も「している」「はじめた」「していない」の３択で使用す
る。ただし、「していない」には、全く意志がない場合と、意志はあるが実施出来ていない場合とが含まれること
に留意し、「している」「はじめた」「頑張ればできそう」「しようとも思わない」の４択を採用しても良い。目標と
する行動は多くなりすぎないように留意し、また記録してセルフモニタリングすることが望ましい。 
 

総
エ
ネ
ル
ギ
ー 

コーヒー・紅茶に砂糖やミルクを入れないようにしている。 
甘い清涼飲料水を飲まないようにしている。  
間食（菓子類・アイスクリーム）を食べないようにしている。 
毎食のご飯は茶碗１杯までにしている。 
パン食の時は菓子パン以外のものにしている。 
丼もの（カツ丼、天丼など）は食べないようにしている。 
野菜（いも類以外）はたっぷり食べるようにしている。 
肉は脂身（あぶらみ）の少ないものにしている。  
炭水化物を組み合わせた食事（ラーメンとライス、スパゲッティとご飯等）はやめるようにしている。 

食
塩 

漬け物・梅干しや佃煮を減らしている。 
食卓でおかずに塩をかけないようにしている。 
食卓でおかずにしょう油をかけないようにしている。 
塩蔵魚（塩じゃけ・干物類）を減らしている。 
肉加工食品（ハム・ソーセージ）を減らしている。 
魚加工食品（かまぼこ・ちくわ）を減らしている。 
みそ汁をあまり飲まないようにしている。 
麺類（うどん・ラーメンなど）の汁を飲まないようにしている。 
煮物（しょうゆ味）を減らしている。 
味付けに酢・ゆず・レモンを使うようにしている。 
スパイスで上手に味付けをしている。 
毎日果物を食べるようにしている。 

LDL
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル 

朝食は和食にしている。 
魚を多くとるようにしている。 
ベーコンやソーセージは食べないようにしている。 
バター、チーズを食べないようにしている。 
バターやラードをやめ、サラダ油を使っている。 
菓子パン、洋菓子、スナック菓子をやめ、和菓子にしている。 
大豆製品（豆腐、油揚げ、など）をとるようにしている。 
インスタントラーメンは食べないようにしている。 
牛乳やアイスクリームは低脂肪のものにしている。 

身
体
活
動 

歩数計を身につけるようにしている。 
１日の活動量の目標を１万歩にしている。 
食後のウォーキングをしている。 
通勤や買い物は出来るだけ徒歩にしている。 
エレベーターを使わないで階段を上っている。 
週２回は何か運動やスポーツをしている。 

飲酒 お酒は１日１合（ビールなら中瓶１本）までにしている。 
週１日以上、飲まない日を作っている。 

肥満 毎日体重計で体重をチェックしている。 
１ヶ月１キロの減量を目標にしている（肥満である人）。 

 




