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Ⅰ 調査の概要 

Ⅰ-１．調査の目的と実施概要 

１．調査の概要 

○ 調査対象：令和２年５月１日現在で要支援・要介護等の認定を受けていない 60

歳以上の市民から無作為に抽出した方 3,000 名 

○ 調査期間：令和 2 年 6 月 26 日 ～ 令和 2 年 7 月 7 日 

○ 調査方法：郵送配付・回収 

○ 配付・回収： 

配付数 回収数 回収率 

3,000 票 2,061 票 68.7％ 

２．報告書のみかた 

この調査の分析結果を読む際の留意点は以下のとおりです。 

○ 「調査結果」の図表は、原則として回答者の構成比（百分率）で表現していま

す。 

○ 「n」は、「Number of case」の略で、構成比算出の母数を示しています。 

○ 百分比による集計では、回答者数（該当質問においては該当者数）を 100％と

して算出し、本文および図表の数字に関しては、すべて小数点第 2 位以下を四

捨五入し、小数点第 1 位までを表記します。また、複数回答の設問では、すべ

ての比率の合計が 100％を超えることがあります。 

○ 設問のなかには前問に答えた人のみが答える「限定設問」があり、表中の「回

答者数」が全体より少なくなる場合があります。 

○ 図表中の「0.0」は四捨五入の結果または回答者が皆無であることをあらわしま

す。 

○ 母数が 100 未満の場合の百分率は、統計的誤差が大きい可能性が高いので数値

の取扱いには特に注意が必要となります｡ 

○ 選択肢の語句が長い場合、本文中及び図表中では省略した表現を用いる場合が

あります。 
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Ⅱ 調査結果  

【調査に回答できない場合の理由】 

○ 調査に回答できない理由について、「病院、施設等に入院・入所中」が 0.4％、

「その他」が 0.3％となっています。 

0.4 

0.0 

0.0 

0.3 

99.2 

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

病院、施設等に入院・入所中

転居

死亡

その他

無回答

ｎ=2061

問 調査に回答できない場合の理由

 

 

 

 

【調査票を記入されたのはどなたですか。○をつけてください】 

○ 調査票の記入者について、「あて名のご本人が記入」が 89.8％、「ご家族が記

入（あて名のご本人からみた続柄）」が 2.4％、「その他」が 0.1％となってい

ます。 

89.8 2.4

0.1

7.7

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

あて名のご本人が記入 ご家族が記入（あて名のご本人からみた続柄） その他 無回答

問 回答者

ｎ

ｎ=2061
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Ⅱ-１．ご自身のことやご家族・友人のことについて 

問1 あなた（あて名のご本人、以下同様）の性別はどちらですか。（○はひとつ） 

○ 性別について、「女性」が 51.2％、「男性」が 47.5％となっています。 

47.5 51.2 1.3

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

男性 女性 無回答

問1 性別

ｎ

ｎ=2061

 

 

 

 

問2 あなたの年齢はおいくつですか。（令和２年５月１日現在）（○はひとつ） 

○ 年齢について、「70 歳～74 歳」が 24.3％で最も高く、次いで「65 歳～69 歳」

（21.7％）、「60 歳～64 歳」（17.7％）と続いています。 

17.7 

21.7 

24.3 

15.7 

12.0 

5.5 

2.0 

0.1 

0.0 

1.0 

0% 10% 20% 30%

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳～94歳

95歳～99歳

100歳以上

無回答

ｎ=2061

問2 年齢
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問3 あなたのお住まいの地区はどこですか。（○はひとつ） 

○ 居住地区について、「篠ノ井」が 10.7％で最も高く、次いで「川中島」（6.6％）、

「更北」（6.0％）と続いています。 

1.6 

3.2 

1.6 

0.7 

1.1 

4.7 

5.4 

3.8 

4.6 

3.3 

2.2 

2.1 

2.4 

3.4 

4.9 

0.9 

5.9 

0.3 

0.9 

10.7 

5.9 

3.6 

6.6 

6.0 

0.6 

0.7 

2.6 

1.5 

0.6 

0.5 

1.4 

0.6 

5.8 

0% 5% 10% 15%

第一

第二

第三

第四

第五

芹田

古牧

三輪

吉田

古里

柳原

浅川

大豆島

朝陽

若槻

長沼

安茂里

小田切

芋井

篠ノ井

松代

若穂

川中島

更北

七二会

信更

豊野

戸隠

鬼無里

大岡

信州新町

中条

無回答

ｎ=2061

問3 居住地区
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問4 あなたの家族構成をお教えください。（○はひとつ） 

○ 家族構成について、「夫婦 2 人暮らし(配偶者 65 歳以上)」が 35.8％で最も高く、

次いで「独身の子どもと同居」（21.6％）、「1 人暮らし」（14.3％）と続いて

います。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「独身の子どもと同居」の割合が最も高く、

85 歳～89 歳、90 歳～94 歳では「息子・娘夫婦、孫等との同居」の割合が最も

高くなっています。 

 

14.3 

35.8 

8.2 

21.6 

13.2 

5.2 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40%

1人暮らし

夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)

夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)

独身の子どもと同居

息子・娘夫婦、孫等との同居

その他(兄弟等と同居など)

無回答

ｎ=2061

問4 家族構成

 
 

 

合計 1人暮らし 夫婦2人暮
らし(配偶
者65歳以
上)

夫婦2人暮
らし(配偶
者64歳以
下)

独身の子
どもと同
居

息子・娘
夫婦、孫
等との同
居

その他(兄
弟等と同
居など)

無回答

全体 2061 14.3 35.8 8.2 21.6 13.2 5.2 1.7

男性 979 10.6 36.6 12.6 22.1 11.7 5.5 0.9

女性 1055 17.9 35.5 4.3 21.6 14.7 5.0 0.9

60歳～64歳 364 9.1 11.8 28.0 32.1 5.2 12.1 1.6

65歳～69歳 448 13.2 35.3 12.5 21.4 9.4 7.6 0.7

70歳～74歳 501 15.0 50.3 2.0 17.0 12.2 2.8 0.8

75歳～79歳 323 14.2 45.8 0.0 20.7 15.2 2.5 1.5

80歳～84歳 247 16.2 38.5 0.0 20.2 21.9 2.4 0.8

85歳～89歳 113 23.9 27.4 0.0 20.4 28.3 0.0 0.0

90歳～94歳 42 26.2 19.0 0.0 16.7 35.7 2.4 0.0

95歳～99歳 3 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 4-1 （問４で「独身の子どもと同居」「息子・娘夫婦、孫等との同居」「そ

の他（兄弟等と同居など）」を選んだ方のみ） 

同居されている方はどなたですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 同居している家族について、「息子」が 56.2％で最も高く、次いで「娘」

（36.6％）、「孫」（22.5％）と続いています。 

 

56.2 

36.6 

22.5 

17.8 

1.8 

14.8 

1.9 

0% 20% 40% 60%

息子

娘

孫

子の配偶者

兄弟・姉妹

その他

無回答

ｎ=826

問4-1 同居人

 
 

合計 息子 娘 子の配偶
者

孫 兄弟・姉
妹

その他 無回答

全体 826 56.2 36.6 17.8 22.5 1.8 14.8 1.9

男性 385 52.2 41.3 14.0 19.2 2.1 15.8 1.6

女性 436 59.9 32.1 20.9 25.5 1.6 13.8 2.1

60歳～64歳 180 51.7 36.7 6.1 8.3 1.7 32.2 2.2

65歳～69歳 172 47.7 37.2 11.6 17.4 3.5 19.2 2.9

70歳～74歳 160 64.4 31.9 25.6 30.0 1.9 10.0 1.3

75歳～79歳 124 58.9 43.5 21.0 31.5 0.0 7.3 0.0

80歳～84歳 110 61.8 33.6 22.7 31.8 2.7 1.8 1.8

85歳～89歳 55 54.5 40.0 21.8 23.6 0.0 5.5 3.6

90歳～94歳 23 56.5 34.8 52.2 26.1 0.0 4.3 4.3

95歳～99歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 4-2 （問４で「夫婦 2 人暮らし（配偶者 65 歳以上）」「夫婦 2 人暮らし（配

偶者 64 歳以下）」「独身の子どもと同居」「息子・娘夫婦、孫等との同

居」「その他（兄弟等と同居など）」を選んだ方のみ） 

日中、一人になることがありますか。（○はひとつ） 

○ 日中、一人になることの有無について、「たまにある」が 40.3％で最も高

く、次いで「よくある」（22.7％）、「ない」（21.6％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、85 歳～89 歳で「よくある」の割合が 36.0％で最も高くな

っています。 

 

22.7 40.3 21.6 15.4

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

よくある たまにある ない 無回答

問4-2 日中、一人になること

ｎ

ｎ=1731

 

 

合計 よくある たまにあ
る

ない 無回答

全体 1731 22.7 40.3 21.6 15.4

男性 866 19.6 42.4 21.8 16.2

女性 856 25.8 38.3 21.6 14.3

60歳～64歳 325 23.1 34.2 30.8 12.0

65歳～69歳 386 24.6 36.8 23.1 15.5

70歳～74歳 422 23.2 41.9 17.8 17.1

75歳～79歳 272 16.2 51.5 16.2 16.2

80歳～84歳 205 19.0 43.9 20.0 17.1

85歳～89歳 86 36.0 29.1 20.9 14.0

90歳～94歳 31 29.0 38.7 19.4 12.9

95歳～99歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

 



8 

問5 友人・知人と会う頻度はどのくらいですか。（○は主なものひとつ） 

○ 友人・知人と会う頻度について、「週に何度かある」が 35.6％で最も高く、次

いで「月に何度かある」（27.4％）、「毎日ある」（15.5％）が続いています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳、90～94 歳等では「月に何度かある」の割合が最

も高くなっています。また、年齢が上がるにつれ、「毎日ある」の割合が低く

なる傾向がみられます。 

 

15.5 

35.6 

27.4 

11.5 

8.7 

1.4 

0% 10% 20% 30% 40%

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

無回答

ｎ=2061

問5 友人・知人と会う頻度

 

 

合計 毎日ある 週に何度
かある

月に何度
かある

年に何度
かある

ほとんど
ない

無回答

全体 2061 15.5 35.6 27.4 11.5 8.7 1.4

男性 979 18.8 33.1 26.0 11.0 10.3 0.7

女性 1055 12.4 38.7 29.0 11.9 7.5 0.5

60歳～64歳 364 22.8 23.4 23.9 19.0 10.2 0.8

65歳～69歳 448 19.6 34.2 27.0 11.6 7.1 0.4

70歳～74歳 501 13.2 39.9 29.3 10.2 7.2 0.2

75歳～79歳 323 12.7 42.1 28.8 7.7 7.7 0.9

80歳～84歳 247 12.1 42.5 25.5 9.3 10.5 0.0

85歳～89歳 113 7.1 36.3 29.2 12.4 12.4 2.7

90歳～94歳 42 4.8 23.8 42.9 4.8 21.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問6 よく会う友人・知人は、どんな関係の人ですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ よく会う友人・知人について、「近所・同じ地域の人」が 55.2％で最も高く、

次いで「趣味や関心が同じ友人」（36.8％）、「仕事での同僚・元同僚」（36.1％）

と続いています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「仕事での同僚・元同僚」の割合が最も高く

なっています。75～79 歳では、他の年代に比べて「趣味や関心が同じ友人」の

割合が高くなっています。また、年齢が上がるにつれ「近所・同じ地域の人」

の割合が高くなる傾向がみられます。 

 

55.2 

36.8 

36.1 

15.5 

6.6 

6.1 

6.2 

5.0 

2.2 

0% 20% 40% 60%

近所・同じ地域の人

趣味や関心が同じ友人

仕事での同僚・元同僚

学生時代の友人

幼なじみ

ボランティア等の活動での友人

その他

いない

無回答

ｎ=2061

問6 よく会う友人・知人との関係

 
 

合計 近所・
同じ地
域の人

趣味や
関心が
同じ友
人

仕事で
の同
僚・元
同僚

学生時
代の友
人

幼なじ
み

ボラン
ティア
等の活
動での
友人

その他 いない 無回答

全体 2061 55.2 36.8 36.1 15.5 6.6 6.1 6.2 5.0 2.2

男性 979 54.4 31.3 41.7 13.8 7.0 5.4 5.9 6.1 1.5

女性 1055 56.7 42.5 31.5 17.4 6.4 6.6 6.6 4.2 1.3

60歳～64歳 364 39.3 26.9 58.5 21.4 7.1 3.8 8.0 5.2 1.4

65歳～69歳 448 49.6 35.9 46.0 21.2 6.7 4.7 6.3 4.7 0.2

70歳～74歳 501 55.9 42.5 36.7 16.0 7.8 8.8 6.6 3.4 1.4

75歳～79歳 323 61.3 46.7 24.8 11.8 5.3 7.4 4.6 6.2 1.9

80歳～84歳 247 72.1 35.6 19.0 8.9 6.1 6.9 5.7 5.7 1.6

85歳～89歳 113 69.9 32.7 8.8 4.4 7.1 4.4 4.4 8.0 3.5

90歳～94歳 42 76.2 19.0 7.1 2.4 2.4 0.0 9.5 9.5 4.8

95歳～99歳 3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問7 近所の方とどの程度付き合いをしていますか。（○は主なものひとつ） 

○ 近所の方との付き合いの程度について、「あいさつ、立ち話をする程度の人が

いる」が 61.2％で最も高く、次いで「困った時に気軽に頼める人がいる」（16.5％）、

「お互いに訪問し合う人がいる」（11.3％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性のほうが女性に比べ「あいさつ、立ち話をする程度の人が

いる」の割合が 12.5 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「お互いに訪問し合う人がいる」の割合

が高くなっています。 

 

3.4 

11.3 

16.5 

61.2 

6.3 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80%

常に自宅に様子を見にきてくれる(電話をくれる)人がいる

お互いに訪問し合う人がいる

困った時に気軽に頼める人がいる

あいさつ、立ち話をする程度の人がいる

付き合いはない

無回答

ｎ=2061

問7 近所の方とどの程度付き合いをしているか

 

 
合計 常に自宅に

様子を見に
きてくれる
(電話をく
れる)人が
いる

お互いに訪
問し合う人
がいる

困った時に
気軽に頼め
る人がいる

あいさつ、
立ち話をす
る程度の人
がいる

付き合いは
ない

無回答

全体 2061 3.4 11.3 16.5 61.2 6.3 1.3

男性 979 2.7 8.2 14.0 68.2 6.3 0.6

女性 1055 4.1 14.1 19.1 55.7 6.4 0.5

60歳～64歳 364 1.1 8.2 11.8 67.6 11.0 0.3

65歳～69歳 448 1.8 8.3 16.3 66.5 7.1 0.0

70歳～74歳 501 3.4 12.2 18.6 60.3 5.0 0.6

75歳～79歳 323 5.0 10.2 17.3 62.5 3.7 1.2

80歳～84歳 247 5.3 17.4 18.2 54.7 4.0 0.4

85歳～89歳 113 9.7 17.7 18.6 44.2 8.8 0.9

90歳～94歳 42 2.4 19.0 19.0 54.8 2.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問8 あなた（あて名のご本人）が急病の時などで手助けが必要な時、（同居以外で）

おおよそ１時間以内に駆けつけてくれる親族や友人等はいますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 手助けが必要なときにおおよそ 1 時間以内に駆けつけてくれる親族や友人等に

ついて、「子」が 58.8％で最も高く、次いで「兄弟・姉妹」（38.6％）、「近

所の人」（24.7％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「子」「孫」の割合が高い傾向がみられ

ます。 

58.8 

38.6 

24.7 

19.6 

14.6 

7.4 

7.0 

1.6 

0% 20% 40% 60%

子

兄弟・姉妹

近所の人

その他の親族

友人等

孫

近くに住む親族・友人等はいない

無回答

ｎ=2061

問8 急病時等で手助けが必要な時、1時間以内に駆けつけてくれる親族や友人等はいるか

 

 

 

合計 子 兄弟・
姉妹

近所の
人

その他
の親族

友人等 孫 近くに
住む親
族・友
人等は
いない

無回答

全体 2061 58.8 38.6 24.7 19.6 14.6 7.4 7.0 1.6

男性 979 55.2 37.6 26.0 22.3 10.8 6.2 9.2 0.8

女性 1055 62.7 40.1 23.8 17.3 18.2 8.5 5.1 1.2

60歳～64歳 364 49.2 42.6 19.5 23.4 16.2 0.8 10.2 0.5

65歳～69歳 448 51.3 44.4 23.0 19.9 19.0 1.8 8.5 0.9

70歳～74歳 501 61.9 41.1 26.1 19.0 17.0 6.8 6.6 0.6

75歳～79歳 323 64.4 39.0 24.5 16.4 11.1 12.1 5.9 2.2

80歳～84歳 247 68.0 30.8 35.6 20.2 10.1 17.0 3.2 0.8

85歳～89歳 113 67.3 23.0 23.0 18.6 4.4 16.8 7.1 2.7

90歳～94歳 42 78.6 11.9 26.2 23.8 7.1 19.0 2.4 0.0

95歳～99歳 3 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問9 家族や友人・知人以外で、何かあった時に相談する相手はどなた（どこ）です

か。（あてはまるものすべてに○） 

○ 家族や友人・知人以外の相談相手について、「いない」が 34.5％で最も高く、

次いで「医師・歯科医師・看護師」（31.2％）、「社会福祉協議会・民生委員」

（15.8％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性の方が女性に比べて「自治会・町内会・老人クラブ」の割

合が 8.4％ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、80 歳以上では「医師・歯科医師・看護師」の割合が最も高く

なっています。また、年齢が上がるにつれ「社会福祉協議会・民生委員」の割

合が高くなっています。 

 

31.2 

15.8 

14.2 

11.4 

3.9 

5.1 

34.5 

6.6 

0% 10% 20% 30% 40%

医師・歯科医師・看護師

社会福祉協議会・民生委員

地域包括支援センター・役所・役場

自治会・町内会・老人クラブ

ケアマネジャー

その他

いない

無回答

ｎ=2061

問9 家族や友人・知人以外で、何かあった時に相談する相手（場所）

 

 

 

合計 医師・歯
科医師・
看護師

社会福祉
協議会・
民生委員

地域包括
支援セン
ター・役
所・役場

自治会・
町内会・
老人クラ
ブ

ケアマネ
ジャー

その他 いない 無回答

全体 2061 31.2 15.8 14.2 11.4 3.9 5.1 34.5 6.6

男性 979 32.1 16.3 14.0 15.9 3.1 5.2 34.5 4.7

女性 1055 30.7 15.5 14.4 7.5 4.8 5.1 35.2 6.9

60歳～64歳 364 28.8 6.3 15.1 9.1 3.8 6.6 44.0 4.4

65歳～69歳 448 31.5 10.5 14.3 11.6 3.3 4.0 40.2 4.7

70歳～74歳 501 31.9 17.8 16.0 11.6 3.8 4.4 32.5 6.0

75歳～79歳 323 30.7 20.4 11.8 10.5 1.5 4.6 31.3 8.7

80歳～84歳 247 33.6 25.1 15.4 15.4 5.3 6.9 26.7 4.9

85歳～89歳 113 31.9 21.2 9.7 13.3 8.0 4.4 25.7 10.6

90歳～94歳 42 38.1 26.2 9.5 11.9 11.9 9.5 23.8 7.1

95歳～99歳 3 66.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 
 



13 

問10 あなたは、現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。 

（○はひとつ） 

○ 現在の暮らしの経済的な状況について、「ふつう」が 64.0％、「大変苦しい」

（3.4％）と「やや苦しい」（18.8％）を合わせた『苦しい』が 22.2％、「やや

ゆとりがある」（10.6％）と「大変ゆとりがある」を合わせた『ゆとりがある』

が 12.0%となっています。 

 

3.4 

18.8 

64.0 

10.6 

1.4 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80%

大変苦しい

やや苦しい

ふつう

ややゆとりがある

大変ゆとりがある

無回答

ｎ=2061

問10 現在の暮らしの経済的状況

 

 

 

合計 大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとり
がある

大変ゆとり
がある

無回答

全体 2061 3.4 18.8 64.0 10.6 1.4 1.7

男性 979 3.7 20.8 62.6 10.7 0.9 1.2

女性 1055 3.2 17.1 66.4 10.4 1.9 1.0

60歳～64歳 364 5.5 17.6 63.5 11.5 0.5 1.4

65歳～69歳 448 4.0 19.6 61.2 12.5 2.0 0.7

70歳～74歳 501 2.4 22.4 63.5 9.4 1.0 1.4

75歳～79歳 323 1.9 19.8 64.4 10.5 1.5 1.9

80歳～84歳 247 4.0 18.2 65.2 10.5 2.0 0.0

85歳～89歳 113 2.7 11.5 77.0 6.2 0.9 1.8

90歳～94歳 42 2.4 0.0 81.0 11.9 4.8 0.0

95歳～99歳 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 10-1 （問 10 で「大変苦しい」、「やや苦しい」を選んだ方のみ） 

経済的に苦しい理由は次の内どれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 経済的に苦しい理由について、「公的年金だけでは不十分」が 89.3％で最

も高く、次いで「貯蓄等の資金では不十分」（44.9％）、「子どもからの援

助が期待できない」（31.2％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性のほうが女性に比べて「退職金や企業年金だけでは不十

分」の割合が 10.2 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では、他の年代に比べて「貯蓄等の資金では

不十分」、「退職金や企業年金だけでは不十分」、「仕事が確保できない」

等の割合が高く、「公的年金だけでは不十分」の割合が低くなっています。 

 

89.3 

44.9 

31.2 

18.7 

11.3 

6.1 

2.2 

5.4 

1.3 

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

公的年金だけでは不十分

貯蓄等の資金では不十分

子どもからの援助が期待できない

退職金や企業年金だけでは不十分

仕事が確保できない

利息・配当収入が期待通りにならない

住居が確保できない

その他

無回答

ｎ=459

問10-1 経済的に苦しい理由

 
 

合計 公
的
年

金
だ
け
で
は
不

十
分

貯
蓄
等

の
資
金
で
は
不

十
分

子
ど
も

か
ら
の
援
助
が

期
待
で

き
な
い

退
職
金

や
企
業
年
金
だ

け
で
は

不
十
分

仕
事
が

確
保
で
き
な
い

利
息
・

配
当
収
入
が
期

待
通
り

に
な
ら
な
い

住
居
が

確
保
で
き
な
い

そ
の
他

無
回
答

全体 459 89.3 44.9 31.2 18.7 11.3 6.1 2.2 5.4 1.3

男性 240 87.1 44.6 30.8 23.3 14.2 7.1 1.3 4.6 1.3

女性 214 91.6 44.4 31.8 13.1 8.4 4.7 3.3 6.5 1.4

60歳～64歳 84 70.2 63.1 33.3 35.7 22.6 10.7 2.4 9.5 1.2

65歳～69歳 106 89.6 45.3 28.3 21.7 9.4 5.7 1.9 7.5 2.8

70歳～74歳 124 95.2 41.1 26.6 12.1 5.6 4.8 3.2 3.2 0.0

75歳～79歳 70 92.9 28.6 31.4 5.7 14.3 2.9 0.0 2.9 2.9

80歳～84歳 55 96.4 45.5 36.4 16.4 7.3 3.6 1.8 3.6 0.0

85歳～89歳 16 100.0 37.5 56.3 25.0 12.5 18.8 6.3 6.3 0.0

90歳～94歳 1 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95歳～99歳 2 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問11 主たる収入源は何ですか（あてはまるものすべてに○） 

○ 主たる収入源について、「公的年金」が 82.1％で最も高く、次いで「給料」（25.6％）、

「自営業・農業」（11.8％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「給料」の割合が 68.7％で最も高くなってい

ます。 

 

82.1 

25.6 

11.8 

8.1 

2.9 

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

公的年金

給料

自営業・農業

その他

無回答

ｎ=2061

問11 主たる収入源

 
 

 

合計 公的年金 給料 自営業・農
業

その他 無回答

全体 2061 82.1 25.6 11.8 8.1 2.9

男性 979 79.8 29.9 14.2 7.0 2.0

女性 1055 85.4 22.2 9.6 9.1 2.5

60歳～64歳 364 37.4 68.7 12.4 10.2 2.7

65歳～69歳 448 88.2 36.6 12.7 9.8 1.8

70歳～74歳 501 94.0 16.8 11.8 7.4 2.0

75歳～79歳 323 93.5 7.1 10.8 8.0 3.1

80歳～84歳 247 94.3 2.4 15.8 6.9 0.8

85歳～89歳 113 93.8 0.0 2.7 2.7 5.3

90歳～94歳 42 95.2 0.0 9.5 4.8 2.4

95歳～99歳 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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Ⅱ-２．ご自身のことやご家族・友人のことについて 

問12 「フレイル」という言葉を知っていますか。（○はひとつ） 

○ 「フレイル」の認知状況について、「言葉を聞いたこともない」が 48.1％で最

も高く、次いで「言葉は知っているが、内容は知らない」（24.2％）、「内容

を知っている」（21.9％）と続いています。 

○ 「内容を知っている」（21.9％）「言葉は知っているが、内容は知らない」（24.2％）

割合の合計（46.1％）と、「言葉を聞いたこともない」割合（48.1％）が半々

となっています。 

○ 性別みると、女性の方が男性に比べて「内容を知っている」の割合が 15.5 ポイ

ント高く、「言葉を聞いたこともない」の割合が 22.8 ポイント低くなっていま

す。 

 

21.9 

24.2 

48.1 

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

内容を知っている

言葉は知っているが、内容は知らない

言葉を聞いたこともない

無回答

ｎ=2061

問12 「フレイル」という言葉を知っているか

 

 

合計 内容を知っ
ている

言葉は知っ
ているが、
内容は知ら
ない

言葉を聞い
たこともな
い

無回答

全体 2061 21.9 24.2 48.1 5.8

男性 979 14.1 22.0 60.1 3.9

女性 1055 29.6 26.7 37.3 6.4

60歳～64歳 364 22.8 17.6 56.6 3.0

65歳～69歳 448 21.2 23.9 50.4 4.5

70歳～74歳 501 21.6 25.9 48.1 4.4

75歳～79歳 323 23.2 30.0 39.3 7.4

80歳～84歳 247 25.1 26.7 42.9 5.3

85歳～89歳 113 19.5 26.5 44.2 9.7

90歳～94歳 42 11.9 9.5 71.4 7.1

95歳～99歳 3 0.0 0.0 100.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問13 あなたの身長と体重をご記入ください。 

○ 身長・体重より BMI 値を算出したところ、「普通体重（18.5 以上 25 未満）が

67.9％で最も高く、次いで「肥満 1 度（25 以上 30 未満）」（19.3％）、「低体

重（18.5 未満）」（7.8％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性のほうが女性に比べて「肥満 1 度」の割合が高く、女性の

ほうが男性に比べて「低体重」の割合が 6.5 ポイント高くなっています。 

 

7.8 

67.9 

19.3 

1.5 

0.3 

0.1 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80%

低体重

普通体重

肥満（1度）

肥満（2度）

肥満（3度）

肥満（4度）

無回答

ｎ=2061

BMI

 

 

 

合計 低体重
18.5未満

普通体重
18.5以上
25未満

肥満1度
25以上
30未満

肥満2度
30以上
35未満

肥満3度
35以上
40未満

肥満4度
40以上

無回答

全体 2061 7.8 67.9 19.3 1.5 0.3 0.1 3.1

男性 979 4.4 67.5 24.1 1.6 0.4 0.1 1.8

女性 1055 10.9 69.1 15.2 1.4 0.2 0.1 3.1

60歳～64歳 364 9.1 65.7 20.3 2.2 0.3 0.0 2.5

65歳～69歳 448 6.9 67.2 21.7 1.6 0.4 0.0 2.2

70歳～74歳 501 6.4 70.1 19.4 2.0 0.2 0.2 1.8

75歳～79歳 323 5.9 69.0 21.4 0.6 0.3 0.3 2.5

80歳～84歳 247 8.1 70.9 16.2 1.6 0.4 0.0 2.8

85歳～89歳 113 15.9 64.6 14.2 0.0 0.0 0.0 5.3

90歳～94歳 42 9.5 73.8 9.5 0.0 0.0 0.0 7.1

95歳～99歳 3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問14 歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください。（○はひとつ） 

○ 歯の数と入れ歯の利用状況について、「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用な

し」が 44.1％で最も高く、次いで「自分の歯は 19 本以下、かつ、入れ歯を利用」

（28.3％）、「自分の歯は 20 本以上、かつ、入れ歯を利用」（18.2％）と続い

ています。 

○ 年齢別にみると、80 歳以上では「自分の歯は 19 本以下、かつ、入れ歯を利用」

の割合が最も高く、年齢が上がるにつれ「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用

なし」の割合が低くなっています。 

○ 80 歳を境に、「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし」の割合と、「自分の

歯は 19 本以下、かつ、入れ歯を利用」の割合が逆転しています。 

 

18.2 

44.1 

28.3 

7.0 

2.3 

0% 20% 40% 60%

自分の歯は20本以上、かつ、入れ歯を利用

自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は19本以下、かつ、入れ歯を利用

自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし

無回答

ｎ=2061

問14 歯の数と入れ歯の利用状況

 

 

 

合計 自分の歯は
20本以上、
かつ、入れ
歯を利用

自分の歯は
20本以上、
入れ歯の利
用なし

自分の歯は
19本以下、
かつ、入れ
歯を利用

自分の歯は
19本以下、
入れ歯の利
用なし

無回答

全体 2061 18.2 44.1 28.3 7.0 2.3

男性 979 20.5 41.9 29.2 7.0 1.3

女性 1055 16.6 46.9 27.3 7.1 2.1

60歳～64歳 364 14.6 66.8 11.3 6.3 1.1

65歳～69歳 448 17.2 56.0 17.4 9.4 0.0

70歳～74歳 501 20.0 39.7 29.7 8.6 2.0

75歳～79歳 323 22.3 37.5 33.4 4.6 2.2

80歳～84歳 247 16.6 27.5 47.0 5.3 3.6

85歳～89歳 113 20.4 14.2 54.9 7.1 3.5

90歳～94歳 42 21.4 14.3 57.1 2.4 4.8

95歳～99歳 3 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問15 肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを毎食、食べていますか。（○はひとつ） 

○ 肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを毎日食べているかどうかについて、「はい」

が 91.3％、「いいえ」が 7.5％となっています。 

91.3 7.5

1.2

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

はい いいえ 無回答

問15 肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを毎食、食べているか

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 はい いいえ 無回答

全体 2061 91.3 7.5 1.2

男性 979 91.8 7.5 0.7

女性 1055 91.8 7.6 0.6

60歳～64歳 364 90.9 8.2 0.8

65歳～69歳 448 93.1 6.9 0.0

70歳～74歳 501 91.0 8.4 0.6

75歳～79歳 323 95.4 3.4 1.2

80歳～84歳 247 90.7 9.3 0.0

85歳～89歳 113 86.7 11.5 1.8

90歳～94歳 42 90.5 7.1 2.4

95歳～99歳 3 100.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 15-1 （問１５で「いいえ」を選んだ方のみ） 

その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 肉、魚、卵、大豆製品のいずれかを毎日食べていない理由について、「野菜

料理を多くとっているから」35.5％で最も高く、次いで「面倒くさい」

（27.1％）、「経済的に余裕がない」（21.3％）と続いています。 

 

35.5 

27.1 

21.3 

18.7 

15.5 

9.7 

5.8 

20.0 

1.3 

0% 10% 20% 30% 40%

野菜料理を多くとっているから

面倒くさい

経済的に余裕がない

食べたくない

調理が苦手

食品を購入しにくい

メタボリックシンドローム予防のため

その他

無回答

ｎ=155

問15-1 食べていない理由

 
 

 

合計 野
菜
料

理
を
多
く
と
っ

て
い
る

か
ら

面
倒
く

さ
い

経
済
的

に
余
裕
が
な
い

食
べ
た

く
な
い

調
理
が

苦
手

食
品
を

購
入
し
に
く
い

メ
タ
ボ

リ
ッ

ク
シ
ン
ド

ロ
ー

ム

予
防
の
た
め

そ
の
他

無
回
答

全体 155 35.5 27.1 21.3 18.7 15.5 9.7 5.8 20.0 1.3

男性 73 32.9 23.3 24.7 13.7 17.8 13.7 8.2 19.2 1.4

女性 80 38.8 30.0 18.8 23.8 13.8 5.0 3.8 21.3 1.3

60歳～64歳 30 30.0 30.0 20.0 16.7 23.3 10.0 6.7 13.3 0.0

65歳～69歳 31 45.2 45.2 12.9 29.0 16.1 3.2 12.9 19.4 0.0

70歳～74歳 42 28.6 21.4 19.0 19.0 14.3 11.9 4.8 33.3 2.4

75歳～79歳 11 36.4 18.2 9.1 9.1 18.2 9.1 0.0 18.2 0.0

80歳～84歳 23 34.8 13.0 43.5 21.7 13.0 8.7 4.3 8.7 4.3

85歳～89歳 13 46.2 23.1 23.1 7.7 7.7 23.1 0.0 23.1 0.0

90歳～94歳 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95歳～99歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問16 現在、介護予防に取り組んでいますか。（○は主なものひとつ） 

○ 介護予防への取組について、「意識して取り組んでいる」が 42.6％で最も高く、

次いで「きっかけがあれば取り組みたい」（12.5％）、「興味はあるが、具体

的な取り組み方がわからない」（10.7％）と続いています。 

○ 性別にみると、女性のほうが男性に比べて「意識して取り組んでいる」の割合

が 11.9 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、年齢が若いほど「もう少し歳をとってから取り組みたい」の

割合が高くなっています。 

 

42.6 

8.7 

8.2 

12.5 

10.7 

3.0 

9.7 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

意識して取り組んでいる

体力が落ちてきたら取り組みたい

もう少し歳をとってから取り組みたい

きっかけがあれば取り組みたい

興味はあるが、具体的な取り組み方がわからない

その他

興味・関心は特にない

無回答

ｎ=2061

問16 現在、介護予防に取り組んでいるか

 
 

合計 意識して
取り組ん
でいる

体力が落
ちてきた
ら取り組
みたい

もう少し
歳をとっ
てから取
り組みた
い

きっかけ
があれば
取り組み
たい

興味はあ
るが、具
体的な取
り組み方
がわから
ない

その他 興味・関
心は特に
ない

無回答

全体 2061 42.6 8.7 8.2 12.5 10.7 3.0 9.7 4.7

男性 979 36.8 9.7 9.8 12.0 12.2 2.3 14.2 3.1

女性 1055 48.7 7.9 6.8 13.2 9.7 3.4 5.6 4.7

60歳～64歳 364 36.0 7.7 15.4 11.8 12.1 3.0 11.0 3.0

65歳～69歳 448 41.7 8.9 10.7 14.1 9.6 2.7 9.6 2.7

70歳～74歳 501 47.1 9.4 7.0 11.4 8.2 2.6 10.6 3.8

75歳～79歳 323 47.1 9.0 5.9 13.9 10.5 2.5 7.4 3.7

80歳～84歳 247 44.5 7.7 3.2 13.8 14.2 4.0 6.1 6.5

85歳～89歳 113 36.3 8.8 2.7 10.6 16.8 4.4 13.3 7.1

90歳～94歳 42 42.9 7.1 0.0 4.8 9.5 2.4 23.8 9.5

95歳～99歳 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問17 現在のあなたの健康状態はいかがですか。（○はひとつ） 

○ 健康状態について、「まあよい」が 73.2％で最も高く、「とてもよい」（8.0％）

と合わせた『よい』は 81.2％となっています。「あまりよくない」（15.5％）

と「よくない」（1.3％）を合わせた『よくない』は 16.8％となっています。 

○ 年齢別にみると、80 歳代では他の年代に比べて「あまりよくない」の割合が高

くなっています。 

 

8.0 

73.2 

15.5 

1.3 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80%

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

無回答

ｎ=2061

問17 現在の健康状態

 

 

合計 とてもよい まあよい あまりよく
ない

よくない 無回答

全体 2061 8.0 73.2 15.5 1.3 2.0

男性 979 6.8 75.1 15.1 1.3 1.6

女性 1055 9.2 72.3 16.1 1.2 1.1

60歳～64歳 364 10.4 78.3 9.6 0.3 1.4

65歳～69歳 448 9.8 76.3 12.7 0.9 0.2

70歳～74歳 501 8.4 73.9 14.8 1.0 2.0

75歳～79歳 323 4.6 74.0 18.9 1.5 0.9

80歳～84歳 247 4.5 66.0 23.9 3.2 2.4

85歳～89歳 113 7.1 62.8 23.9 3.5 2.7

90歳～94歳 42 14.3 71.4 14.3 0.0 0.0

95歳～99歳 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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Ⅱ-３．毎日の生活について 

問18 何らかの地域の会やグループに参加していますか。（○はひとつ） 

○ 地域の会やグループへの参加状況について、「参加していない」が 50.6％、「参

加している」が 46.9％となっています。 

○ 性別にみると、男性では「参加していない」のほうが 5.2 ポイント高い割合と

なっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳代及び 85 歳以上では「参加していない」の割合が高くな

っています。 

46.9 50.6 2.5

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

参加している 参加していない 無回答

問18 何らかの地域の会やグループに参加しているか

ｎ

ｎ=2061

 
 

合計 参加してい
る

参加してい
ない

無回答

全体 2061 46.9 50.6 2.5

男性 979 44.5 53.6 1.8

女性 1055 49.7 48.4 1.9

60歳～64歳 364 38.5 60.2 1.4

65歳～69歳 448 48.0 50.9 1.1

70歳～74歳 501 49.3 48.3 2.4

75歳～79歳 323 56.7 41.8 1.5

80歳～84歳 247 49.8 47.4 2.8

85歳～89歳 113 37.2 60.2 2.7

90歳～94歳 42 26.2 71.4 2.4

95歳～99歳 3 33.3 66.7 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 18-1 （問１８で「参加している」を選んだ方のみ） 

地域の会やグループに、どのくらいの頻度で参加していますか。（○は

ひとつずつ） 

○ 参加頻度の高い活動は、「運動やスポーツ関係のグループ」、「趣味関係の

グループ」、「町内会・自治会」となっています。 

○ 活動別の性別・年齢別クロス集計の結果は以下のとおりです。 

 

0.5

4.3

0.8

0.4

0.2

0.0

0.0

1.2

12.8

5.7

1.0

1.0

0.5

0.5

2.5

11.0

9.2

2.8

3.3

0.5

0.9

9.0

9.7

27.6

7.4

3.4

3.8

12.1

8.2

4.2

6.3

4.2

1.9

9.4

24.1

23.0

16.6

15.1

28.5

32.3

31.7

17.3

55.6

41.3

35.3

55.5

57.9

54.0

45.1

①ボランティアのグループ

②運動やスポーツ関係のグループ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤はつらつクラブなど介護予防

のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加していない 無回答

ｎ＝967

 
 

 

①ボランティアのグループ 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.5 1.2 2.5 9.0 8.2 23.0 55.6

男性 436 0.5 1.1 1.6 8.0 8.9 22.5 57.3

女性 524 0.6 1.3 3.2 9.9 7.6 23.3 54.0

60歳～64歳 140 0.0 0.0 1.4 5.7 10.7 24.3 57.9

65歳～69歳 215 1.4 0.5 3.3 8.4 12.1 25.1 49.3

70歳～74歳 247 0.4 2.8 2.0 12.6 7.7 26.7 47.8

75歳～79歳 183 0.5 1.6 2.7 10.4 6.6 23.5 54.6

80歳～84歳 123 0.0 0.0 2.4 8.1 4.9 13.8 70.7

85歳～89歳 42 0.0 2.4 2.4 2.4 2.4 11.9 78.6

90歳～94歳 11 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 81.8

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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②運動やスポーツ関係のグループ 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 4.3 12.8 11.0 9.7 4.2 16.6 41.3

男性 436 2.5 7.8 7.6 11.5 7.6 18.3 44.7

女性 524 5.9 17.2 13.9 8.4 1.5 14.9 38.2

60歳～64歳 140 4.3 12.1 12.9 8.6 5.0 16.4 40.7

65歳～69歳 215 3.7 11.6 12.1 9.8 4.2 21.9 36.7

70歳～74歳 247 3.6 13.8 12.1 10.1 4.9 20.6 34.8

75歳～79歳 183 7.1 14.2 7.7 12.6 5.5 13.1 39.9

80歳～84歳 123 4.1 12.2 10.6 9.8 2.4 9.8 51.2

85歳～89歳 42 2.4 14.3 4.8 2.4 0.0 7.1 69.0

90歳～94歳 11 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 81.8

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

③趣味関係のグループ 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.8 5.7 9.2 27.6 6.3 15.1 35.3

男性 436 0.9 4.4 8.0 21.1 9.6 17.7 38.3

女性 524 0.8 6.9 10.1 33.0 3.6 13.0 32.6

60歳～64歳 140 0.0 2.9 5.0 24.3 10.0 18.6 39.3

65歳～69歳 215 0.0 3.7 7.9 27.0 6.0 20.9 34.4

70歳～74歳 247 2.0 6.5 9.7 30.8 5.3 17.0 28.7

75歳～79歳 183 0.5 7.1 13.7 33.9 6.6 10.4 27.9

80歳～84歳 123 0.8 7.3 9.8 19.5 6.5 7.3 48.8

85歳～89歳 42 2.4 7.1 4.8 23.8 0.0 7.1 54.8

90歳～94歳 11 0.0 18.2 0.0 9.1 9.1 9.1 54.5

95歳～99歳 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

④学習・教養サークル 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.4 1.0 2.8 7.4 4.2 28.5 55.5

男性 436 0.0 0.2 1.1 4.8 4.6 30.3 58.9

女性 524 0.8 1.7 4.2 9.7 4.0 26.9 52.7

60歳～64歳 140 0.0 0.0 4.3 7.1 5.0 25.7 57.9

65歳～69歳 215 0.0 0.5 1.9 8.4 5.1 35.8 48.4

70歳～74歳 247 0.8 1.2 3.6 8.9 4.9 32.4 48.2

75歳～79歳 183 1.1 2.2 1.6 5.5 3.8 30.1 55.7

80歳～84歳 123 0.0 1.6 2.4 6.5 3.3 16.3 69.9

85歳～89歳 42 0.0 0.0 4.8 9.5 0.0 11.9 73.8

90歳～94歳 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 90.9

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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⑤はつらつクラブなど介護予防のための通いの場 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.2 1.0 3.3 3.4 1.9 32.3 57.9

男性 436 0.2 0.0 1.6 2.1 2.1 33.9 60.1

女性 524 0.2 1.9 4.8 4.6 1.7 30.7 56.1

60歳～64歳 140 0.0 0.0 1.4 1.4 0.0 35.0 62.1

65歳～69歳 215 0.0 0.0 4.7 2.8 1.4 39.1 52.1

70歳～74歳 247 0.0 0.4 2.8 5.7 2.4 37.7 51.0

75歳～79歳 183 1.1 1.6 4.9 3.3 1.6 30.6 56.8

80歳～84歳 123 0.0 4.1 0.8 1.6 4.1 16.3 73.2

85歳～89歳 42 0.0 2.4 4.8 7.1 2.4 16.7 66.7

90歳～94歳 11 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 9.1 81.8

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

⑥老人クラブ 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.0 0.5 0.5 3.8 9.4 31.7 54.0

男性 436 0.0 0.5 0.7 5.3 13.5 28.2 51.8

女性 524 0.0 0.6 0.4 2.7 6.1 34.5 55.7

60歳～64歳 140 0.0 0.0 0.7 0.7 1.4 36.4 60.7

65歳～69歳 215 0.0 0.0 0.5 1.4 4.7 42.8 50.7

70歳～74歳 247 0.0 0.0 0.4 2.4 6.9 38.5 51.8

75歳～79歳 183 0.0 0.5 0.5 5.5 16.4 24.0 53.0

80歳～84歳 123 0.0 2.4 0.0 11.4 17.9 15.4 52.8

85歳～89歳 42 0.0 2.4 0.0 7.1 11.9 9.5 69.0

90歳～94歳 11 0.0 0.0 9.1 0.0 45.5 0.0 45.5

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

⑦町内会・自治会 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 967 0.0 0.5 0.9 12.1 24.1 17.3 45.1

男性 436 0.0 0.7 0.9 19.3 31.4 10.3 37.4

女性 524 0.0 0.4 1.0 6.1 18.3 22.7 51.5

60歳～64歳 140 0.0 0.0 0.0 18.6 26.4 15.0 40.0

65歳～69歳 215 0.0 0.9 0.9 20.0 23.3 21.4 33.5

70歳～74歳 247 0.0 0.8 0.4 8.5 27.9 20.2 42.1

75歳～79歳 183 0.0 0.0 0.5 8.7 25.1 15.3 50.3

80歳～84歳 123 0.0 0.0 2.4 5.7 18.7 11.4 61.8

85歳～89歳 42 0.0 2.4 2.4 7.1 11.9 14.3 61.9

90歳～94歳 11 0.0 0.0 9.1 0.0 27.3 0.0 63.6

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問19 社会参加活動や仕事を、どのくらいの頻度でしていますか。（○はひとつずつ） 

○ 社会参加活動や仕事の頻度について、参加頻度の高い活動は「収入のある仕事」、

「地域の生活環境の改善（美化）活動」となっています。 

○ 各活動の性別・年齢別クロス集計は以下のとおりです。 

0.5

0.3

0.7

0.1

20.5

0.6

0.7

0.7

0.4

7.9

0.5

0.5

0.3

0.6

1.5

1.6

0.9

0.8

2.6

1.6

1.8

1.4

1.6

15.4

2.2

43.5

44.2

44.1

31.5

38.1

51.4

52.0

51.8

49.2

28.3

①見守りが必要な高齢者を支援する活動

②介護が必要な高齢者を支援する活動

③子どもを育てている親を支援する活動

④地域の生活環境の改善(美化)活動

⑤収入のある仕事

週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加していない 無回答

ｎ=2061

 
 

 

 

①見守りが必要な高齢者を支援する活動 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 2061 0.5 0.6 0.5 1.6 1.8 43.5 51.4

男性 979 0.4 0.5 0.5 1.0 2.5 45.5 49.6

女性 1055 0.6 0.8 0.6 2.2 1.3 42.2 52.4

60歳～64歳 364 0.5 0.0 0.0 2.5 1.1 50.8 45.1

65歳～69歳 448 0.9 0.7 1.3 2.2 0.9 52.5 41.5

70歳～74歳 501 0.2 1.4 0.2 1.6 3.4 42.9 50.3

75歳～79歳 323 0.6 0.3 0.6 0.9 2.2 39.3 56.0

80歳～84歳 247 0.0 0.8 0.8 1.2 2.4 32.8 61.9

85歳～89歳 113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 69.9

90歳～94歳 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 



28 

 

②介護が必要な高齢者を支援する活動 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 2061 0.3 0.7 0.5 0.9 1.4 44.2 52.0

男性 979 0.3 0.3 0.5 0.6 1.9 46.1 50.3

女性 1055 0.4 1.0 0.5 1.2 0.9 43.0 52.9

60歳～64歳 364 0.8 0.3 0.0 1.4 1.1 51.4 45.1

65歳～69歳 448 0.7 0.9 0.9 1.3 1.3 52.7 42.2

70歳～74歳 501 0.0 0.8 0.4 1.2 2.2 45.1 50.3

75歳～79歳 323 0.0 1.2 0.9 0.6 2.2 39.9 55.1

80歳～84歳 247 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 33.2 66.0

85歳～89歳 113 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 29.2 69.9

90歳～94歳 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 69.0

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

③子どもを育てている親を支援する活動 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 2061 0.7 0.7 0.3 0.8 1.6 44.1 51.8

男性 979 0.6 0.3 0.0 0.9 2.2 46.2 49.7

女性 1055 0.9 1.0 0.6 0.8 1.0 42.7 53.0

60歳～64歳 364 0.0 0.3 0.3 1.1 2.5 50.5 45.3

65歳～69歳 448 1.6 1.6 0.4 0.4 2.0 51.6 42.4

70歳～74歳 501 1.0 0.8 0.2 0.8 1.8 45.9 49.5

75歳～79歳 323 0.6 0.3 0.3 0.9 0.9 40.6 56.3

80歳～84歳 247 0.0 0.4 0.4 0.8 1.2 32.8 64.4

85歳～89歳 113 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 29.2 69.0

90歳～94歳 42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 

 

④地域の生活環境の改善(美化)活動 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 2061 0.1 0.4 0.6 2.6 15.4 31.5 49.2

男性 979 0.2 0.6 0.7 3.8 20.7 28.8 45.1

女性 1055 0.1 0.3 0.6 1.6 10.8 34.4 52.2

60歳～64歳 364 0.3 0.0 0.3 1.1 19.8 34.1 44.5

65歳～69歳 448 0.0 0.2 0.9 3.1 19.9 36.2 39.7

70歳～74歳 501 0.2 1.2 0.4 4.4 14.4 32.7 46.7

75歳～79歳 323 0.3 0.6 0.3 2.2 13.0 29.1 54.5

80歳～84歳 247 0.0 0.0 1.2 2.0 13.8 24.3 58.7

85歳～89歳 113 0.0 0.0 1.8 1.8 5.3 25.7 65.5

90歳～94歳 42 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 31.0 66.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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⑤収入のある仕事 

合計 週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回 年に数回 参加して
いない

無回答

全体 2061 20.5 7.9 1.5 1.6 2.2 38.1 28.3

男性 979 26.5 8.9 1.5 1.9 3.3 33.0 24.9

女性 1055 15.2 6.9 1.4 1.3 1.2 43.4 30.5

60歳～64歳 364 53.3 9.1 1.1 0.5 1.9 19.5 14.6

65歳～69歳 448 27.0 11.4 2.5 2.2 2.5 35.3 19.2

70歳～74歳 501 15.0 8.6 2.2 3.0 2.2 42.9 26.1

75歳～79歳 323 5.9 6.8 0.6 1.5 3.1 45.8 36.2

80歳～84歳 247 3.6 4.0 0.8 0.4 2.0 47.8 41.3

85歳～89歳 113 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 46.9 50.4

90歳～94歳 42 2.4 4.8 0.0 0.0 0.0 47.6 45.2

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 19-1 （問１９⑤で「１～５」を選んだ方のみ） 

あなたの現在の主な就業状況・形態は次のうちどれにあてはまりますか。

（〇はひとつ） 

○ 就業状況・形態について、「パート・アルバイト」が 34.4％で最も高く、

次いで「自営業・自由業・家族従業員」（23.1％）、「契約社員・嘱託」（18.6％）

と続いています。 

○ 性別にみると、男性では「契約社員・嘱託」の割合が 25.0％で最も高くな

っています。女性は男性に比べて「パート・アルバイト」の割合が 26.4 ポ

イント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「契約社員・嘱託」の割合が 29.6％で最

も高く、他の年代に比べて「正社員」の割合が高くなっています。75 歳以

上では「自営業・自由業・家族従業」の割合が最も高くなっています。 

 

15.8 

18.6 

0.6 

34.4 

23.1 

1.9 

3.6 

2.0 

0% 10% 20% 30% 40%

正社員

契約社員・嘱託

派遣社員

パート・アルバイト

自営業・自由業・家族従業員

内職

シルバー人材センターに登録

無回答

ｎ=692

問19-1 現在の主な就業状況・形態

 
 

 

合計 正社員 契約社
員・嘱託

派遣社員 パート・
アルバイ
ト

自営業・
自由業・
家族従業
員

内職 シルバー
人材セン
ターに登
録

無回答

全体 692 15.8 18.6 0.6 34.4 23.1 1.9 3.6 2.0

男性 412 17.5 25.0 1.0 23.8 24.8 1.7 4.6 1.7

女性 275 13.5 9.5 0.0 50.2 20.0 2.2 2.2 2.5

60歳～64歳 240 25.8 29.6 0.4 29.2 14.2 0.4 0.0 0.4

65歳～69歳 204 16.2 17.2 1.5 43.6 16.2 1.0 2.9 1.5

70歳～74歳 155 6.5 11.0 0.0 36.1 31.6 2.6 9.0 3.2

75歳～79歳 58 6.9 6.9 0.0 29.3 37.9 6.9 6.9 5.2

80歳～84歳 27 0.0 3.7 0.0 18.5 59.3 7.4 3.7 7.4

85歳～89歳 3 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

90歳～94歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

95歳～99歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問20 あなたが、今後（現在職に就いている方は退職後）希望する就業形態はどれで

すか。（〇はひとつ） 

○ 今後希望する就業形態について、「就業する意思はない」が 50.0％で最も高く、

次いで「パート・アルバイト」（12.6％）、「自営業・自由業・家族従業員」

（9.3％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳で「パート・アルバイト」の割合が 29.7％で最も

高く、他の年代に比べて「契約社員・嘱託」の割合が高くなっています。 

 

1.7 

4.5 

0.1 

12.6 

9.3 

1.6 

3.3 

50.0 

16.8 

0% 20% 40% 60%

正社員

契約社員・嘱託

派遣社員

パート・アルバイト

自営業・自由業・家族従業員

内職

シルバー人材センターに登録

就業する意思はない

無回答

ｎ=2061

問20 今後(現在職に就いている方は退職後)希望する就業形態

 
 

 

合計 正社員 契約社
員・嘱
託

派遣社
員

パー
ト・ア
ルバイ
ト

自営
業・自
由業・
家族従
業員

内職 シル
バー人
材セン
ターに
登録

就業す
る意思
はない

無回答

全体 2061 1.7 4.5 0.1 12.6 9.3 1.6 3.3 50.0 16.8

男性 979 3.0 7.6 0.2 13.0 12.9 0.8 4.4 45.6 12.7

女性 1055 0.7 1.8 0.0 12.3 6.1 2.4 2.4 54.7 19.7

60歳～64歳 364 6.0 16.2 0.0 29.7 11.8 1.9 3.3 27.5 3.6

65歳～69歳 448 1.6 5.1 0.4 19.2 10.3 1.8 4.7 51.3 5.6

70歳～74歳 501 0.2 2.0 0.0 9.8 10.2 1.6 5.0 58.1 13.2

75歳～79歳 323 1.2 0.0 0.0 4.0 9.0 1.9 1.9 58.8 23.2

80歳～84歳 247 0.4 0.4 0.0 0.8 6.1 1.2 0.8 54.3 36.0

85歳～89歳 113 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.9 0.9 49.6 44.2

90歳～94歳 42 2.4 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 54.8 35.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問21 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、

いきいきとした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者とし

て参加してみたいと思いますか。（○はひとつ） 

○ 地域住民の有志による健康づくり活動や趣味等のグループ活動への参加者とし

ての参加意向について、「参加してもよい」が 57.2％、「参加したくない」が

31.9％、「ぜひ参加したい」が 6.9％となっています。 

○ 年齢別にみると、85 歳以上では「参加したくない」の割合が高くなっています。 

 

6.9 57.2 31.9 4.0

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

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

問21 地域活動に参加者として参加してみたいと思うか

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 ぜひ参加し
たい

参加しても
よい

参加したく
ない

無回答

全体 2061 6.9 57.2 31.9 4.0

男性 979 6.3 56.8 34.4 2.5

女性 1055 7.6 58.4 29.9 4.2

60歳～64歳 364 7.1 63.7 28.6 0.5

65歳～69歳 448 6.7 64.1 27.5 1.8

70歳～74歳 501 6.8 60.5 30.7 2.0

75歳～79歳 323 8.4 56.7 31.9 3.1

80歳～84歳 247 8.1 50.2 34.8 6.9

85歳～89歳 113 2.7 30.1 52.2 15.0

90歳～94歳 42 4.8 21.4 61.9 11.9

95歳～99歳 3 33.3 33.3 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問22 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、

いきいきとした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営

（お世話役）として参加してみたいと思いますか。（○はひとつ） 

○ 地域住民の有志による健康づくり活動や趣味等のグループ活動への企画・運営

（お世話役）としての参加意向について、「参加したくない」が 55.1％、「参

加してもよい」が 39.0％、「ぜひ参加したい」が 1.9％となっています。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「参加したくない」の割合が高く、「参

加してもよい」の割合が低くなる傾向がみられます。 

 

1.9 39.0 55.1 3.9

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

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

問22 地域活動に企画・運営(お世話役)として参加してみたいと思うか

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 ぜひ参加し
たい

参加しても
よい

参加したく
ない

無回答

全体 2061 1.9 39.0 55.1 3.9

男性 979 2.9 43.7 51.0 2.5

女性 1055 1.0 35.4 59.6 4.0

60歳～64歳 364 1.6 45.9 51.9 0.5

65歳～69歳 448 1.6 43.8 53.1 1.6

70歳～74歳 501 1.6 41.3 54.5 2.6

75歳～79歳 323 3.1 37.2 56.7 3.1

80歳～84歳 247 2.4 34.4 58.3 4.9

85歳～89歳 113 2.7 17.7 63.7 15.9

90歳～94歳 42 0.0 9.5 76.2 14.3

95歳～99歳 3 0.0 33.3 66.7 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問23 週に１回以上は外出していますか。（○はひとつ） 

○ 外出頻度について、「週 2～4 回」が 43.2％で最も高く、次いで「週 5 回以上」

（32.5％）、「週 1 回」（13.8％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性では「週 5 回以上」の割合が 39.6％で最も高くなっていま

す。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「週 5 回以上」の割合が最も高く、85 歳以上

では「外出をひかえている」の割合が最も高くなっています。また、年齢が上

がるにつれ「週 5 回以上」の割合が低く、「週 1 回」の割合が高くなる傾向が

みられます。 

 

7.4 

13.8 

43.2 

32.5 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

外出をひかえている

週1回

週2～4回

週5回以上

無回答

ｎ=2061

問23 週に1回以上は外出しているか

 

 

 

合計 外出をひか
えている

週1回 週2～4回 週5回以上 無回答

全体 2061 7.4 13.8 43.2 32.5 3.1

男性 979 7.8 12.6 38.0 39.6 2.0

女性 1055 7.0 14.8 48.7 26.5 2.9

60歳～64歳 364 4.4 6.6 29.4 58.0 1.6

65歳～69歳 448 4.2 8.3 45.3 40.6 1.6

70歳～74歳 501 3.6 13.4 50.5 30.5 2.0

75歳～79歳 323 8.0 17.0 53.6 19.2 2.2

80歳～84歳 247 10.1 24.7 43.3 18.2 3.6

85歳～89歳 113 30.1 23.9 30.1 8.8 7.1

90歳～94歳 42 31.0 26.2 26.2 11.9 4.8

95歳～99歳 3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 23-1 （問２３で「外出をひかえている」を選んだ方のみ） 

外出を控えている理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 外出を控えている理由について、「足腰などの痛み」が 44.1％で最も高く、

次いで「その他」（28.3％）、「外での楽しみがない」・「交通手段がない」

（ともに 15.8％）と続いています。 

○ 性別にみると、特に女性で「足腰などの痛み」の割合が 56.8％で高くなっ

ています。また、女性では男性に比べて「交通手段がない」の割合が 13.8

ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、74 歳以下では「その他」の割合が最も高くなっています。 

 

44.1 

15.8 

15.8 

15.1 

11.2 

8.6 

5.3 

3.9 

2.0 

28.3 

3.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

足腰などの痛み

外での楽しみがない

交通手段がない

病気

トイレの心配(失禁など)

経済的に出られない

耳の障害(聞こえの問題など)

目の障害

障害(脳卒中の後遺症など)

その他

無回答

ｎ=152

問23-1 外出を控えている理由

 
 

 

合計 足
腰
な

ど
の
痛
み

外
で
の

楽
し
み
が

な
い

交
通
手

段
が
な
い

病
気

ト
イ
レ

の
心
配

(

失
禁

な
ど

)

経
済
的

に
出
ら
れ

な
い

耳
の
障

害

(

聞
こ

え
の
問

題
な
ど

)

目
の
障

害

障
害

(

脳
卒
中
の

後
遺
症

な
ど

)

そ
の
他

無
回
答

全体 152 44.1 15.8 15.8 15.1 11.2 8.6 5.3 3.9 2.0 28.3 3.9

男性 76 30.3 19.7 9.2 18.4 9.2 10.5 1.3 2.6 2.6 31.6 5.3

女性 74 56.8 12.2 23.0 12.2 13.5 6.8 9.5 5.4 1.4 25.7 2.7

60歳～64歳 16 31.3 6.3 0.0 12.5 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0

65歳～69歳 19 5.3 26.3 0.0 10.5 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 57.9 5.3

70歳～74歳 18 33.3 16.7 0.0 27.8 11.1 11.1 0.0 11.1 0.0 38.9 0.0

75歳～79歳 26 69.2 15.4 23.1 26.9 15.4 7.7 3.8 3.8 7.7 0.0 3.8

80歳～84歳 25 52.0 16.0 24.0 20.0 16.0 12.0 12.0 0.0 0.0 28.0 8.0

85歳～89歳 34 47.1 14.7 20.6 5.9 5.9 8.8 5.9 2.9 0.0 20.6 2.9

90歳～94歳 13 53.8 15.4 38.5 0.0 23.1 0.0 15.4 0.0 7.7 30.8 7.7

95歳～99歳 1 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 23-2 （問２３で「週 1 回」「週 2～4 回」「週 5 回以上」を選んだ方のみ） 

主な外出の目的をお教えください。（あてはまるものすべてに○） 

○ 主な外出の目的について、「買い物」が 74.9％で最も高く、次いで「仕事」

（35.2％）、「通院」（32.4％）と続いています。 

○ 性別にみると、特に女性で「買い物」の割合が 84.0％で高くなっています。

男性は女性に比べて「仕事」の割合が 18.6 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では他の年代に比べて「仕事」の割合が高く

なっています。また、80 歳～84 歳では他の年代に比べて「通院」の割合が

高くなっています。 

74.9 

35.2 

32.4 

30.5 

27.7 

24.8 

13.1 

11.4 

8.5 

5.1 

6.6 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80%

買い物

仕事

通院

運動

趣味

外食

温泉・旅行

地域の集まり

教養講座・健康教室

ボランティア

その他

無回答

ｎ=1845

問23-2 主な外出の目的

 

 

合計 買
い
物

仕
事

通
院

運
動

趣
味

外
食

温
泉
・

旅
行

地
域
の

集
ま
り

教
養
講

座
・
健

康
教
室

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア

そ
の
他

無
回
答

全体 1845 74.9 35.2 32.4 30.5 27.7 24.8 13.1 11.4 8.5 5.1 6.6 3.9

男性 883 65.2 44.8 29.9 30.8 28.9 23.4 12.2 15.4 4.1 4.9 5.5 4.1

女性 950 84.0 26.2 34.8 30.6 26.6 26.2 14.1 7.7 12.6 5.4 7.7 3.7

60歳～64歳 342 73.4 69.3 15.2 26.9 26.3 24.0 10.5 5.3 7.0 2.0 7.3 1.2

65歳～69歳 422 75.6 44.3 25.8 31.3 25.8 25.8 11.4 10.2 5.5 4.5 7.8 3.3

70歳～74歳 473 75.1 26.8 36.8 33.8 27.5 27.1 14.0 11.8 9.9 7.6 7.6 5.9

75歳～79歳 290 77.2 17.6 38.6 33.8 36.2 23.8 13.8 16.2 12.1 7.9 4.5 3.8

80歳～84歳 213 77.0 15.5 51.6 29.1 23.9 23.0 17.4 13.6 9.4 3.8 4.2 4.7

85歳～89歳 71 66.2 12.7 39.4 16.9 23.9 21.1 11.3 18.3 8.5 0.0 4.2 5.6

90歳～94歳 27 63.0 18.5 40.7 18.5 18.5 18.5 25.9 14.8 3.7 0.0 11.1 0.0

95歳～99歳 1 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 23-3 （問２３で「週 1 回」「週 2～4 回」「週 5 回以上」を選んだ方のみ） 

外出の際の主な移動手段は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 外出の際の主な移動手段について、「自動車(自分で運転)」が 68.6％で最

も高く、次いで「徒歩」（37.9％）、「自転車」（21.4％）と続いています。 

○ 性別にみると、特に男性で「自動車（自分で運転）」の割合が 81.1％高く

なっています。また、女性では男性に比べて「自動車（人に乗せてもらう）」

の割合が 12.7 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、年齢が若いほど「自動車（自分で運転）」の割合が高く、

年齢が上がるにつれ「自動車（人に乗せてもらう）」、「路線バス」の割合

が高くなっています。 

 

68.6 

37.9 

21.4 

16.1 

13.3 

6.8 

4.1 

2.9 

0.5 

0.2 

0.1 

0.1 

0.5 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80%

自動車(自分で運転)

徒歩

自転車

自動車(人に乗せてもらう)

路線バス

電車

タクシー

バイク

歩行器・シルバーカー

病院や施設の車両

電動車いす(カート)

車いす

その他

無回答

ｎ=1845

問23-3 外出の際の主な移動手段
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合計 自動車(自
分で運転)

徒歩 自転車 自動車(人
に乗せて
もらう)

路線バス 電車 タクシー

全体 1845 68.6 37.9 21.4 16.1 13.3 6.8 4.1

男性 883 81.1 38.7 23.4 9.4 10.0 6.9 2.8

女性 950 57.5 37.5 19.5 22.1 16.4 6.7 5.1

60歳～64歳 342 78.7 36.0 18.4 11.7 6.4 9.4 1.5

65歳～69歳 422 77.7 38.6 20.9 13.3 5.9 6.4 2.8

70歳～74歳 473 72.3 37.8 22.8 15.6 14.2 5.3 1.5

75歳～79歳 290 64.5 39.0 25.2 17.9 21.0 5.5 5.5

80歳～84歳 213 51.6 41.8 22.5 21.1 21.6 8.9 10.8

85歳～89歳 71 32.4 28.2 14.1 25.4 25.4 2.8 7.0

90歳～94歳 27 18.5 33.3 7.4 40.7 18.5 14.8 18.5

95歳～99歳 1 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 バイク 歩行器・

シルバー
カー

病院や施
設の車両

電動車い
す(カー
ト)

車いす その他 無回答

全体 1845 2.9 0.5 0.2 0.1 0.1 0.5 9.1

男性 883 4.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.6 6.7

女性 950 2.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.5 11.4

60歳～64歳 342 2.9 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 7.3

65歳～69歳 422 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 9.2

70歳～74歳 473 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 8.2

75歳～79歳 290 4.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 8.3

80歳～84歳 213 3.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.5 11.3

85歳～89歳 71 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.8 18.3

90歳～94歳 27 7.4 7.4 3.7 3.7 0.0 7.4 11.1

95歳～99歳 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問24 どのような活動に参加したいですか（できると思いますか）。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 参加したい活動について、「趣味、娯楽活動」が 39.2％で最も高く、次いで「体

操(運動)スポーツやレクリエーション活動」（34.9％）、「働くこと」（22.3％）

と続いています。 

○ 性別にみると、女性では「体操(運動)スポーツやレクリエーション活動」の割

合が 38.8％で最も高くなっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「働くこと」の割合が最も高く、65 歳～69

歳では「体操(運動)スポーツやレクリエーション活動」の割合が最も高くなっ

ています。また、85 歳以上では「特にない」の割合が最も高くなっています。 

 

39.2 

34.9 

22.3 

21.2 

15.5 

11.4 

10.3 

8.5 

7.9 

6.3 

4.5 

3.2 

1.0 

20.8 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40%

趣味、娯楽活動

体操(運動)スポーツやレクリエーション活動

働くこと

学習や教養を高めるための活動

会食や茶話会

自分の知識や技術を生かした活動

地域のボランティア活動

サークル・自主グループによる活動

町内会、自治会活動

認知症につながる活動

老人クラブ活動

若い世代との交流(学校訪問など)

その他

特にない

無回答

ｎ=2061

問24 どのような活動に参加したいか
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合計 趣味、娯
楽活動

体操(運
動)ス
ポーツや
レクリ
エーショ
活動

働くこと 学習や教
養を高め
るための
活動

会食や茶
話会

自分の知
識や技術
を生かし
た活動

地域のボ
ランティ
ア活動

サーク
ル・自主
グループ
による活
動

全体 2061 39.2 34.9 22.3 21.2 15.5 11.4 10.3 8.5

男性 979 41.6 31.5 27.6 20.7 9.4 13.8 10.4 7.7

女性 1055 37.6 38.8 17.8 21.8 21.5 9.3 10.4 9.6

60歳～64歳 364 46.4 43.1 48.1 29.7 8.2 13.5 12.9 7.4

65歳～69歳 448 44.0 44.4 25.2 28.1 15.6 13.2 12.1 8.3

70歳～74歳 501 40.9 34.7 18.6 20.8 17.4 12.0 13.0 10.8

75歳～79歳 323 39.6 34.4 13.0 15.8 18.0 10.5 10.2 9.3

80歳～84歳 247 31.6 23.9 8.9 11.7 22.3 8.9 4.0 8.1

85歳～89歳 113 19.5 13.3 8.0 13.3 14.2 7.1 2.7 3.5

90歳～94歳 42 7.1 4.8 11.9 7.1 7.1 2.4 0.0 9.5

95歳～99歳 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 町内会、

自治会活
動

認知症に
つながる
活動

老人クラ
ブ活動

若い世代
との交流
(学校訪
問など)

その他 特にない 無回答

全体 2061 7.9 6.3 4.5 3.2 1.0 20.8 5.2

男性 979 12.1 3.3 5.5 3.1 1.0 22.7 3.5

女性 1055 4.2 9.2 3.6 3.4 1.0 19.2 5.5

60歳～64歳 364 8.2 3.0 0.0 2.5 0.5 13.2 1.6

65歳～69歳 448 9.2 8.3 1.6 4.9 0.7 16.7 2.2

70歳～74歳 501 9.2 6.0 3.6 3.8 0.8 22.0 2.8

75歳～79歳 323 7.7 6.8 8.4 2.2 1.2 20.7 6.5

80歳～84歳 247 5.3 7.7 12.1 2.4 2.0 25.5 8.5

85歳～89歳 113 4.4 8.0 4.4 1.8 1.8 38.9 13.3

90歳～94歳 42 4.8 2.4 11.9 2.4 2.4 47.6 11.9

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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Ⅱ-４．介護サービス・認知症施策について 

問25 あなたは、お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、または在宅介護

支援センターをご存知ですか。（○はひとつ） 

○ 地域包括支援センターの認知状況について、「ある程度知っている」が 37.8％

で最も高く、次いで「ほとんど知らない」（28.4％）、「全く知らない」（20.1％）

と続いています。 

○ 性別にみると、女性のほうが男性に比べて「よく知っている」「ある程度知っ

ている」の割合が 14.6 ポイント高くなっています。 

 

11.8 

37.8 

28.4 

20.1 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40%

よく知っている

ある程度知っている

ほとんど知らない

全く知らない

無回答

ｎ=2061

問25 地域包括支援センター、在宅介護支援センターの認知

 

 

 

合計 よく知って
いる

ある程度
知っている

ほとんど知
らない

全く知らな
い

無回答

全体 2061 11.8 37.8 28.4 20.1 1.8

男性 979 8.7 33.7 31.8 25.0 0.8

女性 1055 15.0 42.0 25.7 15.8 1.5

60歳～64歳 364 12.1 36.0 23.6 27.7 0.5

65歳～69歳 448 11.2 35.3 29.7 23.7 0.2

70歳～74歳 501 11.8 36.7 31.1 19.6 0.8

75歳～79歳 323 14.2 36.2 31.9 16.7 0.9

80歳～84歳 247 11.7 46.6 29.1 10.9 1.6

85歳～89歳 113 12.4 41.6 24.8 15.9 5.3

90歳～94歳 42 2.4 52.4 16.7 21.4 7.1

95歳～99歳 3 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問26 あなたは、認知症の症状を知っていますか。（○はひとつ） 

○ 認知症の症状の認知状況について、「ある程度知っている」が 69.9％で最も高

く、次いで「よく知っている」（17.3％）、「ほとんど知らない」（8.8％）と

続いています。 

○ 年齢別にみると、90 歳～94 歳では他の年代に比べて「ほとんど知らない」の割

合が高くなっています。 

 

17.3 

69.9 

8.8 

2.1 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

よく知っている

ある程度知っている

ほとんど知らない

全く知らない

無回答

ｎ=2061

問26 認知症の症状を知っているか

 

 

 

合計 よく知って
いる

ある程度
知っている

ほとんど知
らない

全く知らな
い

無回答

全体 2061 17.3 69.9 8.8 2.1 1.8

男性 979 15.0 70.1 10.9 3.1 0.9

女性 1055 19.9 70.3 7.1 1.3 1.3

60歳～64歳 364 23.4 64.3 9.3 1.9 1.1

65歳～69歳 448 16.3 72.8 9.2 1.6 0.2

70歳～74歳 501 15.6 72.9 9.0 2.0 0.6

75歳～79歳 323 16.4 70.3 9.3 3.4 0.6

80歳～84歳 247 16.2 76.9 5.3 0.4 1.2

85歳～89歳 113 19.5 63.7 8.0 3.5 5.3

90歳～94歳 42 14.3 50.0 21.4 7.1 7.1

95歳～99歳 3 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問27 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（○はひとつ） 

○ 認知症に関する相談窓口の認知状況について、「いいえ」が 66.3％、「はい」

が 31.3％となっています。 

○ 性別にみると、女性のほうが男性に比べて「はい」の割合が 9.5 ポイント高く

なっています。 

 

31.3 66.3 2.4

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

はい いいえ 無回答

問27 認知症に関する相談窓口を知っているか

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 はい いいえ 無回答

全体 2061 31.3 66.3 2.4

男性 979 26.6 72.3 1.1

女性 1055 36.1 61.7 2.2

60歳～64歳 364 35.7 63.2 1.1

65歳～69歳 448 33.7 65.6 0.7

70歳～74歳 501 30.1 69.1 0.8

75歳～79歳 323 27.6 70.3 2.2

80歳～84歳 247 32.4 65.2 2.4

85歳～89歳 113 28.3 64.6 7.1

90歳～94歳 42 23.8 71.4 4.8

95歳～99歳 3 33.3 33.3 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問28 身近な方に認知症の疑いがある時に、どこに相談しますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 身近な人に認知症の疑いがあるときの相談相手について、「家族・親戚」が 63.6％

で最も高く、次いで「かかりつけの医師」（53.7％）、「友人・知人」（19.1％）

と続いています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳で他の年代と比べて「ケアマネジャー」の割合が

高く、80 歳～84 歳で他の年代と比べて「民生委員」の割合が高くなっています。

また、85 歳以上では他の年代に比べて「友人・知人」の割合が低くなっていま

す。 

 

63.6 

53.7 

19.1 

18.4 

17.9 

16.6 

10.7 

7.1 

6.4 

4.9 

4.0 

2.7 

0.6 

0.6 

2.5 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

家族・親戚

かかりつけの医師

友人・知人

地域包括支援センター

民生委員

ケアマネジャー

精神科医療機関

長野市の保健師

介護サービス事業所

認知症疾患医療センター

認知症コールセンター

保健所(県)の保健師

認知症の家族会等ボランティア団体

その他

特に相談はしない

無回答

ｎ=2061

問28 身近な方に認知症の疑いがある時に、どこに相談するか
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合計 家族・親
戚

かかりつ
けの医師

友人・知
人

地域包括
支援セン
ター

民生委員 ケアマネ
ジャー

精神科医
療機関

長野市の
保健師

全体 2061 63.6 53.7 19.1 18.4 17.9 16.6 10.7 7.1

男性 979 61.7 51.0 17.3 14.5 18.3 15.6 10.4 8.0

女性 1055 66.1 57.1 20.9 22.4 17.6 17.7 10.9 6.4

60歳～64歳 364 65.1 52.2 22.0 22.0 9.3 26.6 11.5 7.1

65歳～69歳 448 62.1 55.8 23.0 23.2 14.5 22.8 10.0 7.6

70歳～74歳 501 64.9 52.3 20.6 19.4 18.0 13.6 11.2 9.6

75歳～79歳 323 63.5 57.0 17.3 14.2 24.1 10.5 11.5 4.3

80歳～84歳 247 64.0 55.5 15.4 14.6 26.3 9.7 12.1 6.9

85歳～89歳 113 61.1 48.7 8.8 8.8 20.4 8.8 3.5 5.3

90歳～94歳 42 73.8 54.8 2.4 11.9 19.0 14.3 7.1 2.4

95歳～99歳 3 33.3 66.7 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 介護サー

ビス事業
所

認知症疾
患医療セ
ンター

認知症
コールセ
ンター

保健所
(県)の保
健師

認知症の
家族会等
ボラン
ティア団
体

その他 特に相談
はしない

無回答

全体 2061 6.4 4.9 4.0 2.7 0.6 0.6 2.5 2.4

男性 979 6.8 4.3 3.4 2.6 0.4 0.7 3.9 2.0

女性 1055 6.1 5.5 4.6 2.8 0.9 0.5 1.1 1.7

60歳～64歳 364 8.2 4.7 4.4 3.8 1.1 1.4 1.4 0.5

65歳～69歳 448 8.7 5.6 4.2 2.2 0.7 0.2 2.9 0.2

70歳～74歳 501 5.2 6.0 4.0 2.8 0.6 1.0 3.2 2.0

75歳～79歳 323 5.3 3.7 3.1 2.5 0.6 0.3 2.5 3.1

80歳～84歳 247 5.3 5.3 5.3 2.0 0.0 0.0 2.0 2.4

85歳～89歳 113 3.5 2.7 2.7 1.8 0.9 0.0 2.7 7.1

90歳～94歳 42 2.4 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 2.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問29 どのようなことが充実すれば、認知症になっても安心して暮らしていくことが

できると思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 認知症になっても安心して暮らしていくことができるために充実すべきことに

ついて、「認知症の受診・治療ができる病院・診療所」が 69.9％で最も高く、

次いで「入所できる施設」（59.2％）、「専門相談窓口」（46.5％）と続いて

います。 

 

69.9 

59.2 

46.5 

45.5 

38.3 

27.7 

21.6 

15.3 

14.7 

7.2 

5.4 

1.2 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80%

認知症の受診・治療ができる病院・診療所

入所できる施設

専門相談窓口

認知症の人が利用できる在宅サービス

緊急時に対応できる病院・診療所、施設

認知症の正しい知識と理解をもった地域づくり

認知症の講習会や予防教室等

認知症カフェなどの認知症の人や家族、支援者が集える場所

はいかい高齢者見守りネットワーク

認知症家族の会等

成年後見制度等の権利擁護

その他

無回答

ｎ=2061

問29 どのようなことが充実すれば、認知症になっても安心して暮らしていくことができると思うか
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合計 認知症の
受診・治
療ができ
る病院・
診療所

入所でき
る施設

専門相談
窓口

認知症の
人が利用
できる在
宅サービ
ス

緊急時に
対応でき
る病院・
診療所、
施設

認知症の
正しい知
識と理解
をもった
地域づく
り

認知症の
講習会や
予防教室
等

全体 2061 69.9 59.2 46.5 45.5 38.3 27.7 21.6

男性 979 68.5 57.7 44.9 41.7 36.1 23.2 17.5

女性 1055 71.8 61.3 48.7 49.7 40.9 32.4 26.0

60歳～64歳 364 69.2 68.7 49.5 42.3 43.4 31.3 20.1

65歳～69歳 448 73.0 66.3 52.5 50.2 42.2 31.0 25.2

70歳～74歳 501 71.3 57.7 43.7 49.3 35.1 30.1 23.6

75歳～79歳 323 72.4 55.4 48.9 48.0 37.2 25.1 22.6

80歳～84歳 247 69.2 51.4 43.7 38.1 36.4 21.9 18.6

85歳～89歳 113 55.8 45.1 33.6 37.2 27.4 19.5 15.9

90歳～94歳 42 64.3 52.4 35.7 38.1 52.4 14.3 7.1

95歳～99歳 3 66.7 33.3 66.7 33.3 0.0 66.7 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 認知症カ

フェなど
の認知症
の人や家
族、支援
者が集え
る場所

はいかい
高齢者見
守りネッ
トワーク

認知症家
族の会等

成年後見
制度等の
権利擁護

その他 無回答

全体 2061 15.3 14.7 7.2 5.4 1.2 3.3

男性 979 9.9 12.4 4.8 4.8 1.5 3.5

女性 1055 20.7 17.1 9.5 6.0 0.8 1.9

60歳～64歳 364 12.6 19.5 9.6 6.6 1.6 1.4

65歳～69歳 448 18.5 17.6 7.6 8.7 0.9 1.3

70歳～74歳 501 16.8 14.0 5.2 5.8 1.0 2.4

75歳～79歳 323 17.6 13.6 8.0 2.8 0.6 3.4

80歳～84歳 247 12.1 8.9 4.9 1.2 1.2 2.4

85歳～89歳 113 12.4 8.8 11.5 4.4 3.5 11.5

90歳～94歳 42 2.4 9.5 4.8 2.4 0.0 4.8

95歳～99歳 3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問30 あなたに介護が必要となった場合、どこで介護を受けたいと思いますか。 

（○はひとつ） 

○ 介護が必要になったときに介護を受けたい場所について、「できるかぎり自宅

に住みながら介護保険サービスを受けて生活したい」が 45.0％で最も高く、次

いで「今のところ、よくわからない」（34.7％）、「自宅以外の「介護施設」

や「高齢者向けの住まい」に入所(入居)して生活したい」（19.1％）と続いて

います。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「今のところ、よくわからない」の割合が

43.1％で最も高くなっています。年齢が上がるにつれ「できるかぎり自宅に住

みながら介護サービスを受けて生活したい」の割合が高くなる傾向がみられま

す。 

 

45.0 

19.1 

34.7 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

できるかぎり自宅に住みながら介護保険サービスを

受けて生活したい

自宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住まい」に

入所(入居)して生活したい

今のところ、よくわからない

無回答

ｎ=2061

問30 介護が必要となった場合、どこで介護を受けたいと思うか

 

 

合計 できるかぎり
自宅に住みな
がら介護保険
サービスを受
けて生活した
い

自宅以外の
「介護施設」
や「高齢者向
けの住まい」
に入所(入居)
して生活した
い

今のところ、
よくわからな
い

無回答

全体 2061 45.0 19.1 34.7 1.2

男性 979 46.8 18.0 34.6 0.6

女性 1055 43.9 20.4 35.2 0.6

60歳～64歳 364 35.2 21.7 43.1 0.0

65歳～69歳 448 41.7 23.2 35.0 0.0

70歳～74歳 501 43.1 18.2 38.1 0.6

75歳～79歳 323 50.8 17.3 30.7 1.2

80歳～84歳 247 52.6 15.0 31.2 1.2

85歳～89歳 113 61.9 15.9 20.4 1.8

90歳～94歳 42 66.7 14.3 19.0 0.0

95歳～99歳 3 66.7 0.0 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 30-1 （問３０で「できるかぎり自宅に住みながら介護保険サービスを受け手

生活したい」を選んだ方のみ） 

自宅で介護保険サービスを利用したい理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 自宅で介護サービスを利用したい理由について、「住み慣れた自宅で生活を

続けたいから」が 90.0％で最も高く、次いで「施設に入るだけの金銭的余

裕がないから」（32.9％）、「施設では自由な生活ができないから」（22.4％）

と続いています。 

○ 性別にみると、男性のほうが女性に比べて「施設で他人の世話になるのがい

やだから」の割合が 10.2 ポイント高くなっています。 

○ 年齢別にみると、年齢が若いほど「施設では自由な生活ができないから」、

「他人との共同生活はしたくないから」の割合が高い傾向がみられます。 

 

90.0 

32.9 

22.4 

18.3 

16.5 

16.1 

1.2 

2.2 

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

住み慣れた自宅で生活を続けたいから

施設に入るだけの金銭的余裕がないから

施設では自由な生活ができないから

他人との共同生活はしたくないから

在宅で十分な介護が受けられると思うから

施設で他人の世話になるのはいやだから

その他

無回答

ｎ=928

問30-1 自宅で介護保険サービスを利用したい理由

 
 

 
合計 住み慣れ

た自宅で
生活を続
けたいか
ら

施設に入
るだけの
金銭的余
裕がない
から

施設では
自由な生
活ができ
ないから

他人との
共同生活
はしたく
ないから

在宅で十
分な介護
が受けら
れると思
うから

施設で他
人の世話
になるの
はいやだ
から

その他 無回答

全体 928 90.0 32.9 22.4 18.3 16.5 16.1 1.2 2.2

男性 458 91.9 31.0 24.5 20.5 19.2 21.0 1.1 1.3

女性 463 87.9 35.0 20.3 15.8 13.4 10.8 1.3 3.0

60歳～64歳 128 88.3 27.3 32.8 26.6 5.5 18.0 0.8 3.9

65歳～69歳 187 86.6 38.0 26.2 23.0 18.2 17.6 2.1 2.1

70歳～74歳 216 90.3 38.4 24.1 17.1 16.7 15.7 0.9 2.3

75歳～79歳 164 92.1 37.2 17.1 14.0 18.3 14.6 1.8 0.0

80歳～84歳 130 94.6 27.7 19.2 15.4 22.3 13.1 0.0 0.8

85歳～89歳 70 87.1 20.0 10.0 10.0 17.1 15.7 1.4 4.3

90歳～94歳 28 96.4 14.3 10.7 14.3 10.7 17.9 0.0 3.6

95歳～99歳 2 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 0.0 50.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 30-2 （問３０で「できるかぎり自宅に住みながら介護保険サービスを受け手

生活したい」を選んだ方のみ） 

自宅でどのように介護保険サービスを利用したいですか。（○はひとつ） 

○ 自宅でどのように介護サービスを利用したいかについて、「家族による介護

を中心としながら、デイサービスなどのサービスも利用したい」が 39.8％

で最も高く、次いで「デイサービスなどのサービスを中心とし、併せて家族

による介護も受けたい」（35.1％）、「デイサービスなど介護保険制度のサ

ービスだけで介護を受けたい」（15.9％）と続いています。 

○ 性別にみると、女性では「デイサービスなどのサービスを中心とし、併せて

家族による介護も受けたい」の割合が 36.5％で最も高くなっています。 

○ 年齢別にみると、65 歳～69 歳及び 70 歳～74 歳では「デイサービスなどの

サービスを中心とし、併せて家族による介護も受けたい」の割合が最も高く

なっています。また、85 歳以上では他の年代に比べて「家族による介護を

中心としながら、デイサービスなどのサービスも利用したい」の割合が高く

なっています。 

 

39.8 

35.1 

15.9 

1.4 

1.8 

5.9 

0% 10% 20% 30% 40%

家族による介護を中心としながら、デイサービス

などのサービスも利用したい

デイサービスなどのサービスを中心とし、併せて

家族による介護も受けたい

デイサービスなど介護保険制度のサービスだけで

介護を受けたい

その他

家族だけに介護されたい

(介護保険制度のサービスは利用しない)

無回答

ｎ=928

問30-2 自宅でどのように介護保険サービスを利用したいか

 

 



51 

 

合計 家族による
介護を中心
としなが
ら、デイ
サービスな
どのサービ
スも利用し
たい

デイサービ
スなどの
サービスを
中心とし、
併せて家族
による介護
も受けたい

デイサービ
スなど介護
保険制度の
サービスだ
けで介護を
受けたい

その他 家族だけに
介護された
い(介護保
険制度の
サービスは
利用しな
い)

無回答

全体 928 39.8 35.1 15.9 1.4 1.8 5.9

男性 458 45.4 34.1 12.7 1.1 2.8 3.9

女性 463 34.1 36.5 19.2 1.5 0.9 7.8

60歳～64歳 128 35.9 33.6 20.3 2.3 2.3 5.5

65歳～69歳 187 37.4 39.6 17.6 0.5 1.6 3.2

70歳～74歳 216 36.6 39.4 15.7 0.9 1.4 6.0

75歳～79歳 164 40.2 36.0 15.2 1.2 1.2 6.1

80歳～84歳 130 38.5 34.6 14.6 3.1 2.3 6.9

85歳～89歳 70 55.7 22.9 10.0 1.4 2.9 7.1

90歳～94歳 28 64.3 14.3 7.1 0.0 3.6 10.7

95歳～99歳 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 30-3 （問３０で「自宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住まい」に入所

(入居)して生活したい」を選んだ方のみ） 

施設等への入所（入居）を希望する理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 施設等への入所（入居）を希望する理由について、「家族に迷惑をかけたく

ないから」が 77.7％で最も高く、次いで「自宅では、認知症対応やリハビ

リなど専門的な介護が受けられないから」（47.2％）、「自宅では、急な容

態変化や介護者の都合など緊急時の対応の面で不安だから」（43.4％）と続

いています。 

○ 年齢別にみると、特に 80 歳～84 歳で「家族に迷惑をかけたくないから」の

割合が 89.2％で高くなっています。 

77.7 

47.2 

43.4 

43.1 

15.0 

9.1 

7.4 

3.3 

2.8 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80%

家族に迷惑をかけたくないから

自宅では、認知症対応やリハビリなど専門的な介護が受けられないから

自宅では、急な容態変化や介護者の都合など緊急時の対応の面で不安だから

家族は介護の時間が十分にとれないから

住宅の構造に問題があるから

家族がいないから

在宅で介護サービスを利用するより総合的にみると経済的だから

自宅でなく離れた場所にある施設なら世間の目が気にならないから

その他

無回答

ｎ=394

問30-3 施設等への入所(入居)を希望する理由

 

 
合計 家

族
に

迷
惑
を
か
け
た

く
な
い

か
ら

自
宅
で

は
、

認
知
症
対

応
や
リ

ハ
ビ
リ

な
ど
専
門
的
な

介
護
が

受
け
ら

れ
な
い
か
ら

自
宅
で

は
、

急
な
容
態

変
化
や

介
護
者

の
都
合
な
ど
緊

急
時
の

対
応
の

面
で
不
安
だ
か

ら

家
族
は

介
護
の
時
間
が

十
分
に

と
れ
な

い
か
ら

住
宅
の

構
造
に
問
題
が

あ
る
か

ら 家
族
が

い
な
い
か
ら

在
宅
で

介
護
サ
ー

ビ
ス

を
利
用

す
る
よ

り
総
合
的
に
み

る
と
経

済
的
だ

か
ら

自
宅
で

な
く
離
れ
た
場

所
に
あ

る
施
設

な
ら
世
間
の
目

が
気
に

な
ら
な

い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

全体 394 77.7 47.2 43.4 43.1 15.0 9.1 7.4 3.3 2.8 4.8

男性 176 77.8 50.0 45.5 41.5 14.2 9.7 9.7 4.0 3.4 5.1

女性 215 77.7 44.7 41.9 45.1 15.8 8.4 5.6 2.8 2.3 4.7

60歳～64歳 79 77.2 44.3 44.3 38.0 8.9 10.1 6.3 2.5 2.5 5.1

65歳～69歳 104 73.1 41.3 36.5 39.4 20.2 10.6 7.7 1.9 2.9 6.7

70歳～74歳 91 83.5 51.6 39.6 44.0 19.8 4.4 5.5 4.4 0.0 2.2

75歳～79歳 56 78.6 58.9 50.0 51.8 10.7 8.9 12.5 5.4 0.0 5.4

80歳～84歳 37 89.2 45.9 59.5 51.4 13.5 5.4 5.4 0.0 13.5 2.7

85歳～89歳 18 55.6 33.3 50.0 44.4 11.1 22.2 5.6 11.1 5.6 11.1

90歳～94歳 6 66.7 50.0 16.7 33.3 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0

95歳～99歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 30-4 （問３０で「自宅以外の「介護施設」や「高齢者向けの住まい」に入所

(入居)して生活したい」を選んだ方のみ） 

最も希望する「施設」や「住まい」の形態は何ですか。（○はひとつ） 

○ 最も希望する施設や住まいの形態について、「定員 5～29 人程度の小規模な

特養など」が 24.9％で最も高く、次いで「定員 30～100 人程度のユニット

型の特養、老健など」（20.1％）、「定員 30～100 人程度の従来型の特養な

ど」（13.2％）と続いています。 

20.1 

13.2 

24.9 

12.2 

12.7 

0.8 

10.2 

6.1 

0% 10% 20% 30%

常時介護が受けられ、少人数ごとに生活を送る個室の施設

(定員30～100人程度のユニット型の特養、老健など)

常時介護が受けられ、個室に比べ利用料金が低額な相部屋の

多い施設(定員30～100人程度の従来型の特養など)

住み慣れた地域で常時介護が受けられ、少人数ごとに生活を

送る個室の施設(定員5～29人程度の小規模な特養など)

身体・認知機能等の低下を補うため、必要に応じて介護を

受けながら生活する小規模施設(グループホーム、ケアハウスなど)

希望に応じて食事や清掃などのサービスが提供される

集合住宅(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)

その他(病院など)

特にない(施設や住まいの形態は問わない方を含む)

無回答

ｎ=394

問30-4 最も希望する「施設」や「住まい」の形態

 

合計 定員30～
100人程
度のユ
ニット型
の特養、
老健など

定員30～
100人程
度の従来
型の特養
など

定員5～
29人程度
の小規模
な特養な
ど

グループ
ホーム、
ケアハウ
スなど

有料老人
ホーム、
サービス
付き高齢
者向け住
宅など

その他
(病院な
ど)

特にない
(施設や
住まいの
形態は問
わない方
を含む)

無回答

全体 394 20.1 13.2 24.9 12.2 12.7 0.8 10.2 6.1

男性 176 23.9 16.5 22.2 11.4 10.2 0.0 11.9 4.0

女性 215 17.2 10.2 27.4 12.6 14.9 1.4 8.4 7.9

60歳～64歳 79 16.5 12.7 29.1 5.1 19.0 1.3 11.4 5.1

65歳～69歳 104 27.9 9.6 21.2 12.5 8.7 0.0 11.5 8.7

70歳～74歳 91 22.0 13.2 24.2 14.3 16.5 0.0 5.5 4.4

75歳～79歳 56 12.5 16.1 21.4 21.4 14.3 1.8 8.9 3.6

80歳～84歳 37 10.8 13.5 35.1 10.8 5.4 2.7 13.5 8.1

85歳～89歳 18 16.7 33.3 22.2 5.6 5.6 0.0 5.6 11.1

90歳～94歳 6 50.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0

95歳～99歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問31 在宅医療や介護を受けることになった場合、特に心配に思うことは何ですか。

（あてはまるものすべてに○） 

○ 在宅医療や介護で特に心配に思うことについて、「自宅で受けることができる

医療の内容」が 45.7％で最も高く、次いで「自宅に訪問してくれる医師・看護

師等の体制」（44.7％）、「経済的な負担」（41.4％）と続いています。 

○ 性別にみると、男性では「自宅に訪問してくれる医師・看護師等の体制」の割

合が 46.2％で最も高くなっています。 

○ 年齢別にみると、60 歳～64 歳では「経済的な負担」の割合が 53.6％で最も高く

なっています。 

 

45.7 

44.7 

41.4 

41.3 

40.3 

39.6 

34.2 

22.7 

22.5 

21.1 

1.6 

5.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自宅で受けることができる医療の内容

自宅に訪問してくれる医師・看護師等の体制

経済的な負担

介護してくれる家族の精神的・身体的負担の有無

自宅で受けることができる介護サービスの内容

急に病状が変わった時の対応

不安を感じた時に、いつでも相談に乗ってもらえる窓口の有無

介護してくれる家族の有無

療養できる部屋や風呂、トイレなどの居住環境

自宅で痛みや呼吸苦などの症状コントロールが可能かどうか

その他

無回答

ｎ=2061

問31 在宅医療や介護を受けることになった場合、特に心配に思うこと
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合計 自宅で受け
ることがで
きる医療の
内容

自宅に訪問
してくれる
医師・看護
師等の体制

経済的な負
担

介護してく
れる家族の
精神的・身
体的負担の
有無

自宅で受け
ることがで
きる介護
サービスの
内容

急に病状が
変わった時
の対応

全体 2061 45.7 44.7 41.4 41.3 40.3 39.6

男性 979 45.7 46.2 42.0 38.3 38.4 39.0

女性 1055 46.3 43.7 41.6 44.9 42.7 40.6

60歳～64歳 364 43.4 34.9 53.6 51.9 38.7 37.6

65歳～69歳 448 48.9 46.2 44.4 43.8 40.8 38.6

70歳～74歳 501 46.7 46.7 41.7 41.9 44.1 43.9

75歳～79歳 323 46.4 48.0 36.8 36.5 42.4 38.7

80歳～84歳 247 47.8 48.2 35.2 35.2 38.1 39.7

85歳～89歳 113 37.2 48.7 30.1 35.4 29.2 38.1

90歳～94歳 42 40.5 47.6 21.4 28.6 40.5 38.1

95歳～99歳 3 0.0 66.7 33.3 0.0 66.7 66.7

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 不安を感じ

た時に、い
つでも相談
に乗っても
らえる窓口
の有無

介護してく
れる家族の
有無

療養できる
部屋や風
呂、トイレ
などの居住
環境

自宅で痛み
や呼吸苦な
どの症状コ
ントロール
が可能かど
うか

その他 無回答

全体 2061 34.2 22.7 22.5 21.1 1.6 5.6

男性 979 29.7 22.1 22.2 19.8 1.7 4.0

女性 1055 39.0 23.5 23.2 22.6 1.4 5.9

60歳～64歳 364 34.9 26.4 24.7 22.0 1.4 1.6

65歳～69歳 448 37.3 24.3 23.9 21.0 1.6 2.2

70歳～74歳 501 34.3 22.4 23.0 22.4 1.8 3.6

75歳～79歳 323 34.1 20.7 20.4 20.4 1.9 6.2

80歳～84歳 247 36.0 19.0 24.7 22.7 0.8 11.3

85歳～89歳 113 28.3 26.5 17.7 16.8 2.7 11.5

90歳～94歳 42 14.3 14.3 7.1 16.7 0.0 11.9

95歳～99歳 3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

性
別

年
齢

年
齢
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問32 あなたの家族に介護が必要となった場合、どのように介護したいと思います

か。（○はひとつ） 

○ 家族に介護が必要になったときにしたい介護について、「デイサービスやショ

ートステイなど介護サービスを使いながら自宅で介護したい」が 52.4％で最も

高く、次いで「特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの施設に入所させた

い」（16.3％）、「わからない」（10.5％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「なるべく家族のみで、自宅で介護した

い」の割合が高くなる傾向があります。 

7.6 

52.4 

16.3 

1.3 

10.5 

7.7 

4.2 

0% 20% 40% 60%

なるべく家族のみで、自宅で介護したい

デイサービスやショートステイなど介護サービスを

使いながら自宅で介護したい

特別養護老人ホーム、有料老人ホームなどの

施設に入所させたい

その他

わからない

一人暮らしのため、家族はいない

無回答

ｎ=2061

問32 家族に介護が必要となった場合、どのように介護したいと思うか

 

 

合計 なるべく
家族のみ
で、自宅
で介護し
たい

デイサー
ビスや
ショート
ステイな
ど介護
サービス
を使いな
がら自宅
で介護し
たい

特別養護
老人ホー
ム、有料
老人ホー
ムなどの
施設に入
所させた
い

その他 わからな
い

一人暮ら
しのた
め、家族
はいない

無回答

全体 2061 7.6 52.4 16.3 1.3 10.5 7.7 4.2

男性 979 10.6 50.1 19.2 0.8 9.8 6.7 2.8

女性 1055 4.7 55.5 13.8 1.8 11.1 8.7 4.4

60歳～64歳 364 7.1 54.4 21.2 1.1 10.7 4.4 1.1

65歳～69歳 448 4.5 59.6 16.7 1.1 8.9 8.0 1.1

70歳～74歳 501 6.8 54.9 15.0 1.2 10.0 8.8 3.4

75歳～79歳 323 9.0 54.2 15.5 1.2 8.4 8.0 3.7

80歳～84歳 247 10.5 42.9 16.6 2.0 14.6 7.7 5.7

85歳～89歳 113 13.3 33.6 12.4 2.7 15.0 12.4 10.6

90歳～94歳 42 16.7 38.1 7.1 0.0 14.3 7.1 16.7

95歳～99歳 3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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Ⅱ-５．たすけあいについて 

問33 現在、介護保険サービス以外で利用している支援・サービスは何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

○ 介護保険サービス以外で利用している支援・サービスについて、「利用してい

ない」が 79.8％となっています。 

2.6 

2.3 

2.1 

2.0 

2.0 

1.9 

1.8 

1.6 

1.3 

0.9 

0.9 

79.8 

11.1 

0% 20% 40% 60% 80%

食料品等の巡回販売や宅配

ごみ出し

買い物

外出同行(通院、買い物など)

見守り、声かけ

掃除・洗濯

移送サービス(介護・福祉タクシー等)

配食

サロンなどの定期的な通いの場

調理

その他

利用していない

無回答

ｎ=2061

問33 現在、介護保険サービス以外で利用している支援・サービス
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合計 食料品等
の巡回販
売や宅配

ごみ出し 買い物 外出同行
(通院、買
い物など)

見守り、
声かけ

掃除・洗
濯

移送サー
ビス(介
護・福祉
タクシー
等)

全体 2061 2.6 2.3 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8

男性 979 2.1 2.1 1.9 1.4 2.5 1.7 1.1

女性 1055 3.1 2.5 2.4 2.7 1.7 2.2 2.5

60歳～64歳 364 0.8 1.9 1.1 0.8 0.8 1.4 1.4

65歳～69歳 448 1.8 1.3 0.9 0.9 1.3 0.9 0.9

70歳～74歳 501 1.8 1.0 1.8 2.2 1.0 1.4 2.6

75歳～79歳 323 3.7 1.9 2.8 1.5 3.4 2.5 1.9

80歳～84歳 247 5.3 6.5 4.0 4.0 3.2 4.9 1.6

85歳～89歳 113 7.1 5.3 6.2 6.2 7.1 2.7 3.5

90歳～94歳 42 2.4 2.4 2.4 4.8 2.4 2.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 配食 サロンな

どの定期
的な通い
の場

調理 その他 利用して
いない

無回答

全体 2061 1.6 1.3 0.9 0.9 79.8 11.1

男性 979 1.5 1.0 0.6 1.0 83.0 7.9

女性 1055 1.6 1.6 1.1 0.8 77.8 12.8

60歳～64歳 364 1.1 0.5 0.5 0.0 90.9 6.0

65歳～69歳 448 0.9 0.9 0.9 0.9 85.3 9.4

70歳～74歳 501 1.2 1.2 0.6 1.2 82.2 9.8

75歳～79歳 323 1.5 1.9 1.2 0.6 74.9 13.9

80歳～84歳 247 2.8 1.2 1.6 2.0 69.2 11.7

85歳～89歳 113 2.7 5.3 0.9 0.9 62.8 16.8

90歳～94歳 42 7.1 0.0 0.0 0.0 66.7 16.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問34 今後の自宅での生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用している

が、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）は何だと思いますか。

（あてはまるものすべてに○） 

○ 今後の自宅での生活の継続に必要と感じる支援・サービスについて、「移送サ

ービス(介護・福祉タクシー等)」が 34.7％で最も高く、次いで「買い物」（29.7％）、

「食料品等の巡回販売や宅配」（27.4％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、特に 60 歳～64 歳で「移送サービス」の割合が高くなっていま

す。80 歳以上では「買い物」の割合が最も高くなっています。 

 

34.7 

29.7 

27.4 

24.7 

23.0 

23.0 

21.5 

19.8 

13.5 

7.2 

6.3 

21.3 

0% 10% 20% 30% 40%

移送サービス(介護・福祉タクシー等)

買い物

食料品等の巡回販売や宅配

掃除・洗濯

見守り、声かけ

配食

外出同行(通院、買い物など)

ごみ出し

調理

サロンなどの定期的な通いの場

その他

無回答

ｎ=2061

問34 今後の自宅での生活の継続に必要と感じる支援・サービス
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合計 移送サービ
ス(介護・
福祉タク
シー等)

買い物 食料品等の
巡回販売や
宅配

掃除・洗濯 見守り、声
かけ

配食

全体 2061 34.7 29.7 27.4 24.7 23.0 23.0

男性 979 34.1 28.7 27.9 27.4 21.6 28.3

女性 1055 35.8 31.1 27.1 22.4 24.6 18.3

60歳～64歳 364 44.0 36.5 32.7 30.5 27.5 27.2

65歳～69歳 448 37.9 30.8 30.4 25.4 25.2 24.3

70歳～74歳 501 34.9 28.1 27.3 22.2 25.1 22.6

75歳～79歳 323 32.5 22.6 27.6 22.9 19.2 22.0

80歳～84歳 247 27.1 33.2 19.4 26.7 17.4 23.5

85歳～89歳 113 20.4 27.4 20.4 17.7 22.1 15.0

90歳～94歳 42 31.0 31.0 26.2 26.2 7.1 14.3

95歳～99歳 3 33.3 66.7 0.0 33.3 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 外出同行

(通院、買
い物など)

ごみ出し 調理 サロンなど
の定期的な
通いの場

その他 無回答

全体 2061 21.5 19.8 13.5 7.2 6.3 21.3

男性 979 20.1 19.4 15.4 6.8 6.4 19.1

女性 1055 23.1 20.5 11.9 7.7 6.3 22.6

60歳～64歳 364 23.4 22.5 12.9 8.0 6.6 15.4

65歳～69歳 448 21.9 21.4 14.1 10.7 6.0 17.9

70歳～74歳 501 21.6 17.4 14.2 7.2 7.0 20.2

75歳～79歳 323 21.1 17.0 13.6 5.3 5.3 24.8

80歳～84歳 247 18.6 21.9 16.2 4.0 5.7 27.9

85歳～89歳 113 26.5 20.4 6.2 6.2 6.2 25.7

90歳～94歳 42 16.7 23.8 11.9 2.4 11.9 19.0

95歳～99歳 3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問35 地域に困っている方がいたときに、あなたが「手助けできる」と思うことは、

どのようなものがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 地域で困っている人に手助けできることについて、「買い物」が 34.1％で最も

高く、次いで「話し相手」（33.7％）、「ごみ出し」（31.1％）と続いていま

す。 

○ 性別にみると、男性では「災害時の手助け」の割合が 38.2％で最も高く、女性

では「話し相手」の割合が 46.0％で最も高くなっています。 

○ 年齢別にみると、74 歳以下では「買い物」の割合が最も高く、75 歳以上 89 歳

以下では「話し相手」の在り合いが最も高くなっています。90～94 歳では「特

にない」の割合が最も高くなっています。 

 

34.1 

33.7 

31.1 

28.4 

27.6 

26.0 

24.0 

23.7 

22.8 

16.2 

13.2 

12.7 

10.0 

5.5 

4.5 

4.4 

0.8 

1.6 

16.8 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40%

買い物

話し相手

ごみ出し

災害時の手助け

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

雪かき

急病など緊急時の手助け

外出時の移動手段

庭の手入れ・草取り

通院など外出の付き添い

掃除

家の中の作業(家具の移動・電球の取替等)

洗濯

炊事

食事の提供

ペットの世話

財産やお金の管理

その他

特にない

無回答

ｎ=2061

問35 地域に困っている方がいたときに、「手助けできる」と思うこと
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合計 買

い
物

話
し
相

手

ご
み
出

し

災
害
時

の
手
助

け 安
否
確

認
等
の

定
期
的

な
声
か

け
・
見

守
り

雪
か
き

急
病
な

ど
緊
急

時
の
手

助
け

外
出
時

の
移
動

手
段

庭
の
手

入
れ
・

草
取
り

通
院
な

ど
外
出

の
付
き

添
い

全体 2061 34.1 33.7 31.1 28.4 27.6 26.0 24.0 23.7 22.8 16.2

男性 979 28.7 20.8 30.4 38.2 25.4 37.9 27.3 30.9 28.6 15.7

女性 1055 39.7 46.0 32.1 19.8 30.0 15.2 21.3 17.3 17.8 17.0

60歳～64歳 364 41.2 30.8 30.2 37.1 27.5 40.4 28.0 28.0 27.2 19.2

65歳～69歳 448 40.8 34.8 33.9 37.9 35.5 29.7 27.0 32.4 24.6 19.0

70歳～74歳 501 37.9 35.5 34.1 31.9 35.1 26.1 27.9 25.0 24.8 18.8

75歳～79歳 323 26.6 35.9 31.9 19.8 21.7 22.6 22.0 23.2 21.7 14.6

80歳～84歳 247 25.5 34.8 31.2 16.2 16.6 15.8 14.6 10.1 17.8 8.5

85歳～89歳 113 20.4 33.6 18.6 10.6 15.0 9.7 16.8 13.3 15.0 10.6

90歳～94歳 42 11.9 11.9 7.1 4.8 9.5 2.4 9.5 2.4 9.5 7.1

95歳～99歳 3 33.3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 掃

除
家
の
中

の
作

業 洗
濯

炊
事

食
事
の

提
供

ペ
ッ

ト

の
世

話 財
産
や

お
金

の
管
理

そ
の
他

特
に
な

い

無
回
答

全体 2061 13.2 12.7 10.0 5.5 4.5 4.4 0.8 1.6 16.8 4.7

男性 979 9.7 21.0 4.2 1.8 1.5 5.0 1.3 1.1 18.2 2.8

女性 1055 16.7 5.0 15.6 8.9 7.4 4.0 0.3 2.0 15.7 5.3

60歳～64歳 364 15.4 15.4 8.5 5.5 7.1 6.6 1.9 0.8 12.9 1.6

65歳～69歳 448 17.2 15.2 13.8 8.9 3.8 5.8 0.9 0.9 11.8 2.0

70歳～74歳 501 15.2 14.0 10.4 5.6 5.6 4.8 0.4 1.4 12.0 2.8

75歳～79歳 323 10.8 11.1 10.5 2.2 2.5 3.7 0.3 1.9 21.4 5.9

80歳～84歳 247 8.9 8.9 7.7 4.5 4.5 0.8 0.8 2.4 24.7 7.7

85歳～89歳 113 4.4 5.3 7.1 5.3 1.8 2.7 0.0 4.4 27.4 12.4

90歳～94歳 42 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4 57.1 4.8

95歳～99歳 3 33.3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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問36 あなたやあなたの家族が困ったときに、地域の方に「手助けしてほしい」と

思うことは、どのようなものがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

○ 困ったときに地域の人に手助けしてほしいことについて、「災害時の手助け」

が 38.9％で最も高く、次いで「急病など緊急時の手助け」（37.0％）、「雪か

き」（29.3％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、80 歳代では「急病など緊急時の手助け」の割合が最も高く、

90 歳～94 歳では「外出時の移動手段」の割合が最も高くなっています。 

 

38.9 

37.0 

29.3 

28.0 

26.2 

24.9 

20.9 

20.1 

17.3 

12.2 

12.1 

9.9 

9.6 

8.6 

7.2 

3.5 

0.8 

1.5 

17.8 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40%

災害時の手助け

急病など緊急時の手助け

雪かき

外出時の移動手段

買い物

庭の手入れ・草取り

ごみ出し

安否確認等の定期的な声かけ・見守り

通院など外出の付き添い

話し相手

掃除

炊事

食事の提供

家の中の作業(家具の移動・電球の取替等)

洗濯

ペットの世話

財産やお金の管理

その他

特にない

無回答

ｎ=2061

問36 困ったときに、地域の方に「手助けしてほしい」と思うこと

 



64 

 

合計 災
害
時
の
手
助

け 急
病
な
ど
緊
急

時
の
手
助
け

雪
か
き

外
出
時
の
移
動

手
段

買
い
物

庭
の
手
入
れ
・

草
取
り

ご
み
出
し

安
否
確
認
等
の

定
期
的
な
声
か

け
・
見
守
り

通
院
な
ど
外
出

の
付
き
添
い

話
し
相
手

全体 2061 38.9 37.0 29.3 28.0 26.2 24.9 20.9 20.1 17.3 12.2

男性 979 42.0 38.8 29.6 29.1 25.4 25.8 20.1 20.0 16.3 10.4

女性 1055 36.3 36.1 29.5 27.4 27.3 24.5 21.7 20.6 18.5 14.0

60歳～64歳 364 41.2 36.3 33.0 24.2 24.2 24.2 20.1 20.6 14.6 11.5

65歳～69歳 448 42.0 38.4 31.0 29.2 27.5 25.9 19.9 24.8 15.2 12.1

70歳～74歳 501 41.1 40.1 26.9 29.9 29.1 24.8 20.0 22.4 20.6 12.6

75歳～79歳 323 36.8 34.1 30.7 26.6 22.6 27.9 21.4 15.5 16.7 9.9

80歳～84歳 247 36.0 38.5 30.0 32.4 29.1 26.3 21.9 15.0 19.8 16.6

85歳～89歳 113 32.7 35.4 22.1 25.7 20.4 19.5 29.2 18.6 16.8 10.6

90歳～94歳 42 19.0 26.2 23.8 31.0 28.6 19.0 23.8 19.0 19.0 16.7

95歳～99歳 3 66.7 33.3 66.7 33.3 66.7 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
合計 掃

除
炊
事

食
事
の
提
供

家
の
中
の
作

業 洗
濯

ペ
ッ

ト
の
世

話 財
産
や
お
金

の
管
理

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 2061 12.1 9.9 9.6 8.6 7.2 3.5 0.8 1.5 17.8 4.9

男性 979 11.6 10.3 10.0 8.8 7.2 3.7 1.0 1.3 20.0 3.5

女性 1055 12.7 9.8 9.4 8.5 7.2 3.4 0.7 1.7 15.9 5.1

60歳～64歳 364 12.1 11.0 8.0 9.9 5.8 4.1 1.6 2.2 18.1 2.7

65歳～69歳 448 11.2 10.3 11.8 7.1 6.3 4.7 0.9 0.9 19.2 2.0

70歳～74歳 501 11.0 7.8 10.4 8.8 7.2 3.6 0.2 1.8 18.0 3.6

75歳～79歳 323 13.3 8.4 8.7 9.0 8.0 2.2 0.6 1.2 17.6 6.5

80歳～84歳 247 15.0 14.2 10.5 9.7 9.3 3.6 0.8 1.6 13.8 6.9

85歳～89歳 113 10.6 8.0 4.4 8.8 6.2 0.9 0.0 1.8 15.0 9.7

90歳～94歳 42 14.3 19.0 7.1 4.8 11.9 2.4 4.8 0.0 31.0 4.8

95歳～99歳 3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

性
別

年
齢
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Ⅱ-６．ご自身の思いについて 

 

問37 お住まいの地域は、安心して生活できる地域だと思いますか。（○はひとつ） 

○ 居住地区が安心して生活できる地域だと思うかどうかについて、「思う」が

78.0％、「思わない」が 16.1％となっています。 

78.0 16.1 6.0

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

思う 思わない 無回答

問37 お住まいの地域は、安心して生活できる地域だと思うか

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 思う 思わない 無回答

全体 2061 78.0 16.1 6.0

男性 979 80.4 16.4 3.2

女性 1055 76.5 16.0 7.5

60歳～64歳 364 75.5 20.1 4.4

65歳～69歳 448 78.6 17.6 3.8

70歳～74歳 501 77.2 17.0 5.8

75歳～79歳 323 82.0 12.4 5.6

80歳～84歳 247 78.1 14.2 7.7

85歳～89歳 113 79.6 11.5 8.8

90歳～94歳 42 85.7 11.9 2.4

95歳～99歳 3 66.7 33.3 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問38 人生の最期を迎えたい場所はどこですか。（○はひとつ） 

○ 人生の最期を迎えたい場所について、「自宅」が 65.8％で最も高く、次いで「医

療機関（4 を除く）」（12.2％）、「ホスピスなどの緩和ケア施設」（7.2％）

と続いています。 

○ 性別にみると、男性の方が女性に比べて「自宅」の割合が 10.6 ポイント高くな

っています。 

○ 年齢別にみると、年齢が上がるにつれ「自宅」の割合が高くなる傾向がみられ

ます。 

 

65.8 

0.8 

6.5 

7.2 

12.2 

2.8 

4.7 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

子どもや兄弟などの親族の家

特別養護老人ホームなどの施設

ホスピスなどの緩和ケア施設

医療機関(4を除く)

その他

無回答

ｎ=2061

問38 人生の最期を迎えたい場所

 
 

合計 自宅 子どもや
兄弟など
の親族の
家

特別養護
老人ホー
ムなどの
施設

ホスピス
などの緩
和ケア施
設

医療機関
(4を除く)

その他 無回答

全体 2061 65.8 0.8 6.5 7.2 12.2 2.8 4.7

男性 979 71.6 0.3 7.0 5.7 9.8 2.6 3.0

女性 1055 61.0 1.3 6.1 8.7 14.7 3.0 5.1

60歳～64歳 364 54.1 0.3 10.2 10.7 15.7 5.5 3.6

65歳～69歳 448 66.5 0.7 7.4 7.6 11.4 3.1 3.3

70歳～74歳 501 65.9 1.6 5.0 7.2 12.8 2.8 4.8

75歳～79歳 323 70.3 0.6 5.6 7.7 10.2 1.5 4.0

80歳～84歳 247 72.5 1.2 4.5 4.5 11.7 0.8 4.9

85歳～89歳 113 72.6 0.0 7.1 1.8 12.4 1.8 4.4

90歳～94歳 42 83.3 0.0 4.8 2.4 7.1 0.0 2.4

95歳～99歳 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問39 もし、あなたの病気が治る見込みがなく、死期が近くなった場合、延命治療は

希望しますか。（○はひとつ） 

○ 延命治療について、「希望しない」が 65.2％で最も高く、次いで「どちらかと

いうと希望しない」（17.8％）、「わからない」（9.8％）と続いています。 

 

1.6 

2.7 

17.8 

65.2 

9.8 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80%

希望する

どちらかというと希望する

どちらかというと希望しない

希望しない

わからない

無回答

ｎ=2061

問39 もし、あなたの病気が治る見込みがなく、死期が近くなった場合、延命治療は希望するか

 

 

合計 希望する どちらかと
いうと希望
する

どちらかと
いうと希望
しない

希望しない わからない 無回答

全体 2061 1.6 2.7 17.8 65.2 9.8 2.9

男性 979 1.4 3.6 18.8 64.7 10.3 1.2

女性 1055 1.8 1.9 17.3 66.5 9.1 3.3

60歳～64歳 364 0.8 1.6 16.5 70.9 8.8 1.4

65歳～69歳 448 1.3 2.7 17.4 68.5 8.5 1.6

70歳～74歳 501 0.8 2.4 20.6 62.9 10.8 2.6

75歳～79歳 323 2.5 2.5 18.6 64.4 9.9 2.2

80歳～84歳 247 2.4 3.2 19.4 61.5 9.7 3.6

85歳～89歳 113 4.4 8.0 10.6 64.6 8.0 4.4

90歳～94歳 42 4.8 0.0 9.5 61.9 21.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問40 人生の最期をどのように迎えたいか家族と話し合ったことがありますか。 

（延命治療、財産管理、葬儀のこと等）（○はひとつ） 

○ 人生の最期の迎え方を家族と話し合ったことの有無について、「話し合ったこ

とはない」が 51.1％、「話し合ったことがある」が 41.6％、「十分に話し合っ

ている」が 3.8％となっています。 

○ 年齢別にみると、80 歳代では「話し合ったことがある」の割合が高くなってい

ます。 

 

3.8 41.6 51.1 3.5

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

十分に話し合っている 話し合ったことがある 話し合ったことはない 無回答

問40 人生の最期をどのように迎えたいか家族と話し合ったこと

ｎ

ｎ=2061

 
 

 

合計 十分に話し
合っている

話し合った
ことがある

話し合った
ことはない

無回答

全体 2061 3.8 41.6 51.1 3.5

男性 979 3.6 38.8 55.8 1.8

女性 1055 4.0 44.9 47.2 3.9

60歳～64歳 364 1.6 36.5 59.6 2.2

65歳～69歳 448 3.1 40.2 54.5 2.2

70歳～74歳 501 3.2 41.7 51.7 3.4

75歳～79歳 323 5.0 45.5 47.4 2.2

80歳～84歳 247 6.1 47.0 43.3 3.6

85歳～89歳 113 7.1 46.9 40.7 5.3

90歳～94歳 42 7.1 38.1 52.4 2.4

95歳～99歳 3 0.0 100.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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Ⅱ-７．その他福祉サービスについて 

＜緊急通報システム設置事業について＞ 

問41 長野市では、「ひとり暮らし高齢者」「75 歳以上のみの世帯」や「重度身体

障害者」等の申請により、緊急通報装置や火災報知機等を設置し、緊急時に通

報センターによる協力者への状況確認の依頼や救急車の出動要請等を行って

います。あなたがこの装置を設置できる対象だと仮定した場合、利用を希望し

ますか。（○はひとつ）  なお、この装置を設置する場合には固定電話回線

に加入していることが必要です。あなたの加入している電話回線について、合

わせてお答えください。（○はひとつ） 

■緊急通報装置について 

○ 緊急通報システムの利用意向について、「利用したい」が 35.6％で最も高く、

次いで「家族が賛成すれば、利用したい」（23.9％）、「携帯電話を所有して

いるので、必要ない」（20.4％）と続いています。 

35.6 

23.9 

4.8 

20.4 

3.3 

2.5 

9.5 

0% 10% 20% 30% 40%

利用したい

家族が賛成すれば、利用したい

健康に自信があるので、必要ない

携帯電話を所有しているので、必要ない

固定電話が無いので、利用できない

その他

無回答

ｎ=2061

問41 緊急通報装置について

 

 

合計 利用した
い

家族が賛
成すれ
ば、利用
したい

健康に自
信がある
ので、必
要ない

携帯電話
を所有し
ているの
で、必要
ない

固定電話
が無いの
で、利用
できない

その他 無回答

全体 2061 35.6 23.9 4.8 20.4 3.3 2.5 9.5

男性 979 36.7 24.5 5.5 21.0 3.7 2.2 6.3

女性 1055 35.2 23.7 4.2 19.9 3.0 2.7 11.3

60歳～64歳 364 40.1 21.7 3.8 23.4 4.4 3.0 3.6

65歳～69歳 448 40.2 23.7 4.9 20.3 4.7 1.6 4.7

70歳～74歳 501 33.7 23.4 4.6 24.0 3.8 1.6 9.0

75歳～79歳 323 34.1 26.0 4.0 19.8 1.9 2.8 11.5

80歳～84歳 247 30.4 26.7 5.3 17.0 1.2 3.2 16.2

85歳～89歳 113 33.6 25.7 8.0 8.0 2.7 4.4 17.7

90歳～94歳 42 28.6 26.2 9.5 16.7 0.0 7.1 11.9

95歳～99歳 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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■電話回線の加入状況について 

○ 電話回線の加入状況について、「固定電話＋携帯電話」が 61.6％で最も高く、

次いで「固定電話(NTT アナログ電話・NTT ひかり電話)のみ」（15.3％）、「携

帯電話のみ」（10.4％）と続いています。 

○ 年齢別にみると、85 歳～94 歳では「固定電話(NTT アナログ電話・NTT ひかり電

話)のみ」の割合が最も高くなっています。 

 

15.3 

3.7 

61.6 

10.4 

1.4 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80%

固定電話(NTTアナログ電話・NTTひかり電話)のみ

固定電話(NTT以外)のみ

固定電話(NTTまたはNTT以外)＋携帯電話(NTTドコモ・au・その他)

携帯電話(NTTドコモ・au・その他)のみ

加入していない

無回答

ｎ=2061

問41 電話回線の加入状況について

 

 

合計 固定電話
(NTTアナロ
グ電話・
NTTひかり
電話)のみ

固定電話
(NTT以外)
のみ

固定電話
(NTTまたは
NTT以外)＋
携帯電話
(NTTドコ
モ・au・そ
の他)

携帯電話
(NTTドコ
モ・au・そ
の他)のみ

加入してい
ない

無回答

全体 2061 15.3 3.7 61.6 10.4 1.4 7.7

男性 979 14.8 3.4 66.4 10.9 1.2 3.3

女性 1055 15.6 4.1 58.2 10.0 1.5 10.6

60歳～64歳 364 11.5 3.6 68.1 11.8 1.4 3.6

65歳～69歳 448 10.7 2.0 71.9 11.6 1.3 2.5

70歳～74歳 501 11.2 3.4 65.7 12.0 1.2 6.6

75歳～79歳 323 18.0 4.3 59.4 8.0 0.9 9.3

80歳～84歳 247 18.6 6.5 49.8 9.7 1.2 14.2

85歳～89歳 113 42.5 4.4 31.9 5.3 2.7 13.3

90歳～94歳 42 35.7 4.8 35.7 4.8 2.4 16.7

95歳～99歳 3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問42 緊急通報装置を設置するには、緊急時に 30 分から 1 時間以内で利用者の自宅

へ出向いて、状況等を確認することができる親族や友人などの「協力者」が必

要です。あなたが、緊急通報装置を利用する場合に、「協力者」とすることが

できる人は何人いますか。最も近いものを選んでください。（○はひとつ） 

○ 緊急通報装置を利用する場合の協力者の有無について、「2人以上いる」が 52.2％、

「1人いる」が 26.4％、「1時間以内にかけつけられる人はいない(0人)」が 11.9％

となっています。 

 

11.9 

26.4 

52.2 

1.6 

7.9 

0% 20% 40% 60%

1時間以内にかけつけられる人はいない(0人)

1人いる

2人以上いる

その他

無回答

ｎ=2061

問42 緊急通報装置を利用する場合に、「協力者」とすることができる人

 

 

合計 1時間以内に
かけつけら
れる人はい
ない(0人)

1人いる 2人以上いる その他 無回答

全体 2061 11.9 26.4 52.2 1.6 7.9

男性 979 13.6 25.5 54.2 1.8 4.8

女性 1055 10.6 27.2 51.1 1.4 9.7

60歳～64歳 364 15.1 26.6 52.7 1.9 3.6

65歳～69歳 448 14.3 25.9 55.1 0.7 4.0

70歳～74歳 501 12.0 23.2 55.3 2.0 7.6

75歳～79歳 323 8.0 30.0 51.4 2.5 8.0

80歳～84歳 247 10.5 29.6 46.2 1.2 12.6

85歳～89歳 113 10.6 25.7 46.0 1.8 15.9

90歳～94歳 42 4.8 23.8 59.5 0.0 11.9

95歳～99歳 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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＜運転免許の返納について＞ 

問43 自動車運転免許を所持していますか。（○はひとつ） 

○ 自動車運転免許の所持について、「はい」が 75.9％、「いいえ」が 18.7％とな

っています。 

○ 性別にみると、男性の方が女性に比べて「はい」の割合が 23.9 ポイント高くな

っています。 

○ 年齢別にみると、年齢が若いほど「はい」の割合が高く、85 歳以上では「いい

え」の割合のほうが「はい」の割合より高くなっています。 

 

75.9 18.7 5.4

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

はい いいえ 無回答

問43 自動車運転免許を所持しているか

ｎ

ｎ=2061

 
 

合計 はい いいえ 無回答

全体 2061 75.9 18.7 5.4

男性 979 89.0 7.6 3.5

女性 1055 65.1 28.9 6.0

60歳～64歳 364 92.9 4.4 2.7

65歳～69歳 448 90.2 7.4 2.5

70歳～74歳 501 80.4 14.4 5.2

75歳～79歳 323 70.3 25.1 4.6

80歳～84歳 247 57.9 34.0 8.1

85歳～89歳 113 33.6 55.8 10.6

90歳～94歳 42 14.3 76.2 9.5

95歳～99歳 3 33.3 66.7 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 43-1 （問４３で「はい」と答えた方のみ） 

自動車運転免許の自主返納を考えていますか。（〇はひとつ） 

○ 自動車運転免許の自主返納について、「自主返納を考えている」が 47.6％、

「自主返納は考えていない」が 38.5％、「わからない」が 13.6％となって

います。 

○ 性別にみると、女性の方が男性に比べて「自主返納を考えている」の割合が

18.5 ポイント高く、男性では「自主返納は考えていない」の割合が 45.9％

で高くなっています。 

〇 年齢別にみると、年齢があがるにつれ「自主返納を考えている」割合と「自

主返納は考えていない」割合の差が広がっています。 

47.6 38.5 13.6 0.3

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

自主返納を考えている 自主返納は考えていない わからない 無回答

問43-1 自動車運転免許の自主返納を考えているか

ｎ

ｎ=1564

 
 

 

合計 自主返納を
考えている

自主返納は
考えていな
い

わからない 無回答

全体 1564 47.6 38.5 13.6 0.3

男性 871 39.3 45.9 14.5 0.3

女性 687 57.8 29.3 12.7 0.3

60歳～64歳 338 44.7 38.8 16.3 0.3

65歳～69歳 404 42.8 40.8 16.3 0.0

70歳～74歳 403 49.6 38.0 11.9 0.5

75歳～79歳 227 48.9 39.6 11.0 0.4

80歳～84歳 143 52.4 37.8 9.8 0.0

85歳～89歳 38 71.1 21.1 7.9 0.0

90歳～94歳 6 50.0 0.0 33.3 16.7

95歳～99歳 1 0.0 100.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢
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問 43-2 （問４３－１で「１」と答えた方のみ） 

現在お考えの返納時期をお教えください。（○はひとつ） 

○ 自主返納の時期について、「自分の運転に自信がなくなったとき」が 74.7％、

「免許の更新時の視力検査等で返納を求められたとき」が 11.4％、「家族

や知人から返納を勧められたとき」が 9.4％となっています。 

 

74.7 

11.4 

9.4 

3.9 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80%

自分の運転に自信がなくなったとき

免許の更新時の視力検査等で返納を求められたとき

家族や知人から返納を勧められたとき

その他

無回答

ｎ=744

問43-2 現在検討中の返納時期

 

 

合計 自分の運転
に自信がな
くなったと
き

免許の更新
時の視力検
査等で返納
を求められ
たとき

家族や知人
から返納を
勧められた
とき

その他 無回答

全体 744 74.7 11.4 9.4 3.9 0.5

男性 342 72.2 11.7 13.5 2.6 0.0

女性 397 77.1 10.8 6.0 5.0 1.0

60歳～64歳 151 80.8 8.6 7.9 2.6 0.0

65歳～69歳 173 69.4 11.6 12.7 5.8 0.6

70歳～74歳 200 71.5 14.0 10.0 3.5 1.0

75歳～79歳 111 82.0 9.9 5.4 1.8 0.9

80歳～84歳 75 80.0 12.0 6.7 1.3 0.0

85歳～89歳 27 51.9 11.1 18.5 18.5 0.0

90歳～94歳 3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

95歳～99歳 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

100歳以上 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

年
齢

 


