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第１部 調査概要 
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第１部 調査概要 

１．調査の目的 
伊勢崎市では、高齢者が地域社会の担い手として、より長く元気に活躍できる社会の

実現を目指すため、令和 5 年 3 月に「伊勢崎市高齢者が生き生きと活躍できる社会の実

現の推進に関する条例」を制定しました。条例制定を踏まえ、高齢者の活躍を支援する

観点から、今後実施すべき施策の在り方を検討する上で必要な基礎資料を得ることを目

的に、生活全般の様子や社会参加の状況、必要とする支援などを幅広く調査しました。 

２．調査の対象 
市内在住の 65 歳以上（令和 5 年 12 月 1 日時点）の方から無作為抽出した 6,000 人 

３．調査の方法 
 郵送配布・回収、インターネット回答 

４．調査の期間 

  令和 5 年 12 月 15 日から令和 6 年 1 月 15 日まで 

５．回収状況 

調査種別 配付数 
有効回収票 

回収種別 

有効回収票 

合計 
有効回収率 

高齢者実態調査 6,000 件 
窓口・郵送 2,986 件 

3,161 件 52.7％ 
インターネット 175 件 

■性別年齢別の回収状況 

年齢 

性別 
合計 

65～ 

69 歳 

70～ 

74 歳 

75～ 

79 歳 

80～ 

84 歳 

85～ 

89 歳 

90～ 

94 歳 

95～ 

99 歳 

100 歳 

以上 
不明 

全体 
3,161 人 621 人 800 人 754 人 515 人 285 人 116 人 28 人 1 人 41 人 

100.0％ 19.6％ 25.3％ 23.9％ 16.3％ 9.0％ 3.7％ 0.9％ 0.0％ 1.3％ 

男性 
1,451 人 297 人 405 人 354 人 235 人 121 人 33 人 1 人 1 人 4 人 

100.0％ 20.5％ 27.9％ 24.4％ 16.2％ 8.3％ 2.3％ 0.1％ 0.1％ 0.3％ 

女性 
1,627 人 319 人 390 人 387 人 265 人 154 人 80 人 22 人 0 人 10 人 

100.0％ 19.6％ 24.0％ 23.8％ 16.3％ 9.5％ 4.9％ 1.4％ 0.0％ 0.6％ 

回答しない 
11 人 2 人 1 人 3 人 1 人 1 人 0 人 1 人 0 人 2 人 

100.0％ 18.2％ 9.1％ 27.3％ 9.1％ 9.1％ 0.0％ 9.1％ 0.0％ 18.2％

不明 
72 人 3 人 4 人 10 人 14 人 9 人 3 人 4 人 0 人 25 人 

100.0％ 4.2％ 5.6％ 13.9％ 19.4％ 12.5％ 4.2％ 5.6％ 0.0％ 34.7％ 

 

【参考】 

65 歳以上 

（令和 5 年 10

月 1 日現在） 

合計 
65～ 

69 歳 

70～ 

74 歳 

75～ 

79 歳 

80～ 

84 歳 

85～ 

89 歳 

90～ 

94 歳 

95～ 

99 歳 

100 歳 

以上 

 

全体 
54,429 人 11,748 人 13,385 人 11,501 人 8,693 人 5,446 人 2,754 人 787 人 115 人  

100.0% 21.6% 24.6% 21.1% 16.0% 10.0% 5.1% 1.4% 0.2%  

男性 
24,387 人 5,863 人 6,363 人 5,368 人 3,783 人 1,983 人 858 人 161 人 8 人  

100.0% 24.0% 26.1% 22.0% 15.5% 8.1% 3.5% 0.7% 0.0%  

女性 
30,042 人 5,885 人 7,022 人 6,133 人 4,910 人 3,463 人 1,896 人 626 人 107 人  

100.0% 19.6% 23.4% 20.4% 16.3% 11.5% 6.3% 2.1% 0.4%  
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６．分析・表示について 

１．比率は、小数点以下第２位を四捨五入しています。このため比率が 0.05 未満の場合には 

0.0 と表記しています。また、合計が 100.0％とならないこともあります。 

２．複数回答の項目については、原則として、その項目に対しての有効回答者の数を基数とし、

比率算出を行っています。このため、比率計が 100％を超えることがあります。 

３．グラフ中の（ｎ：○○）という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎とな

ります。 

４．クロス集計結果については、無回答者を除いた集計となっているため、各選択肢のｎ値の

合計が単純集計の n 値と合致しない場合があります。 

５．クロス集計結果では、性別、年齢などクロスする設問に回答のあった方をもとに集計をし

ています。 

６．設問の項目名や選択肢においては、表記の省略をしている場合もあるため、巻末の調査

票をご参照ください。 

 

 ※クロス集計：単純集計で得た数値に対して、性別や年齢、設問などを掛け合わせ、回答

者の傾向を細分化して分析するための集計方法のこと。  
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【参考】伊勢崎市の高齢化の状況 

総人口（３区分人口）及び高齢化率等の推移・推計 

本市の総人口は令和５（2023）年 10 月１日現在で 212,391 人であり、そのうち 65 歳以上の

高齢者が占める割合は 25.6％となっています。また、国立社会保障・人口問題研究所の令和５年

度推計を参考にした本市の将来人口は、団塊ジュニアが 65 歳以上となる令和 22（2040）年で

201,615 人となり、高齢者人口が占める割合は、32.3％まで増加することが予測されています。

さらに、高齢者人口について、前・後期高齢者の推移・推計をみると、令和３（2021）年以降、

後期高齢者の占める割合が５割以上を占めてきており、令和８（2026）年では 57.1％まで増加

すると予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27,348 26,705 26,186 25,597 25,004 24,566 22,811 21,269 
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実績値 推計値

図 2-2 前・後期高齢者の推移・推計 

図 2-1 総人口及び高齢化率の推移・推計 
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実績値 推計値

資料：実績値：住民基本台帳（各年 10 月１日）          

推計値：国立社会保障・人口問題研究所推計を基にした推計 
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令和 22（2040）年の５歳年齢別人口と令和５（2023）年の５歳年齢別推計人口を比べると、

総人口では男女とも５％程度減少しています。60 歳未満では 35～39 歳の男性を除き男女とも

減少し、特に 15 歳～19 歳における男女計の減少割合が高くなっています。 

一方、60 歳以上では 75～79 歳の男女及び 80～84 歳の女性を除いて男女とも増加し、90 歳

以上では、男女計で 101.4％の増加となっています。 

   

（単位：人、％） 

総数 

令和５（2023）年 令和 22（2040）年 令和 22 年－令和５年 

男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女 

212,391 106,858 105,533 201,615 101,559 100,056 ▲5.1 ▲5.0 ▲5.2 

0～4 歳 7,653 3,948 3,705 6,838 3,534 3,304 ▲10.6 ▲10.5 ▲10.8 

5～9 歳 8,832 4,450 4,382 7,183 3,658 3,525 ▲18.7 ▲17.8 ▲19.6 

10～14 歳 9,701 4,983 4,718 7,248 3,753 3,495 ▲25.3 ▲24.7 ▲25.9 

15～19 歳 10,538 5,407 5,131 7,230 3,699 3,531 ▲31.4 ▲31.6 ▲31.2 

20～24 歳 11,830 6,342 5,488 8,858 4,649 4,209 ▲25.1 ▲26.7 ▲23.3 

25～29 歳 11,968 6,427 5,541 10,202 5,389 4,813 ▲14.8 ▲16.2 ▲13.1 

30～34 歳 11,874 6,451 5,423 11,376 6,134 5,242 ▲4.2 ▲4.9 ▲3.3 

35～39 歳 12,454 6,490 5,964 12,469 6,675 5,794 0.1 2.9 ▲2.9 

40～44 歳 13,920 7,272 6,648 12,839 7,004 5,835 ▲7.8 ▲3.7 ▲12.2 

45～49 歳 16,644 8,610 8,034 12,505 6,690 5,815 ▲24.9 ▲22.3 ▲27.6 

50～54 歳 16,895 8,834 8,061 12,380 6,566 5,814 ▲26.7 ▲25.7 ▲27.9 

55～59 歳 13,947 7,221 6,726 12,858 6,679 6,179 ▲7.8 ▲7.5 ▲8.1 

60～64 歳 11,706 6,036 5,670 14,592 7,443 7,149 24.7 23.3 26.1 

65～69 歳 11,748 5,863 5,885 16,350 8,332 8,018 39.2 42.1 36.2 

70～74 歳 13,385 6,363 7,022 14,326 7,068 7,258 7.0 11.1 3.4 

75～79 歳 11,501 5,368 6,133 10,476 5,030 5,446 ▲8.9 ▲6.3 ▲11.2 

80～84 歳 8,693 3,783 4,910 8,863 4,032 4,831 2.0 6.6 ▲1.6 

85～89 歳 5,446 1,983 3,463 7,660 2,964 4,696 40.7 49.5 35.6 

90 歳以上 3,656 1,027 2,629 7,362 2,260 5,102 101.4 120.1 94.1 

  

表 2-1 ５歳年齢別人口（令和５(2023)年と令和 22（2040）年の比較） 

資料：実績値：住民基本台帳（令和５（2023）年 10 月１日）    

推計値：国立社会保障・人口問題研究所推計を基にした推計 

出典：伊勢崎市第９期高齢者保健福祉計画（P.6～P.7） 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第２部 調査結果 
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第２部 調査結果 

１．あなたのこと 

問１ 性別を教えてください。【○は１つ】 

回答者の性別の構成は、「男性」が 45.9％、「女性」が 51.5％、「回答しない」が 0.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 現在の年齢は何歳ですか。 

  回答者の年齢構成は、「70～74 歳」が 25.3％と最も高く、次いで「75～79 歳」が 23.9％、

「65～69 歳」が 19.6％となっています。回答者の平均年齢は、76.2 歳となっています。 

  性別でみると、男女とも「70～74 歳」の割合が最も高く、男性が 27.9％、女性が 24.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】                                                単位（％） 

  65～69 歳 70～74 歳 75～79 歳 80～84 歳 85～89 歳 90 歳以上 不明 

男性(n=1,451) 20.5 27.9 24.4 16.2 8.3 2.4 0.3 

女性(n=1,627) 19.6 24.0 23.8 16.3 9.5 6.3 0.6 

回答しない(n=11) 18.2 9.1 27.3 9.1 9.1 9.1 18.2 

  

45.9 51.5

0.3

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

男性 女性 回答しない 不明

19.6 25.3 23.9 16.3 9.0

3.7
0.9 0.0

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳

90～94歳 95～99歳 100歳以上 無回答
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問３ お住まいの地区は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

 回答者の住んでいる日常生活圏域※は、「北・三郷」と「東」が 11.9％と最も高く、次いで「豊

受」が 11.4％、「南・茂呂」が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※日常生活圏域：高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるように、地理的条

件・人口・交通事情その他社会的条件、介護保険サービスを提供するための施設の整備状況などを総合的に

考慮し、地域の特性にあわせて設定する圏域のこと。 

 

 

 

問４ あなたの世帯構成は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

 回答者の世帯構成は、「夫婦のみ（パートナーも含む。以下略）」が 39.6％と最も高く、次

いで「親子の二世代」が 28.3％、「ひとり暮らし」が 18.5％となっています。 

 性別・年齢別でみると、男性の 65～89 歳では「夫婦のみ」の割合が最も高く、90 歳以上

では「ひとり暮らし」「夫婦のみ」「親子の二世代」の割合がそれぞれ 28.6％となっています。 

また、女性の 65～79 歳では「夫婦のみ」の割合が最も高く、80～84 歳、90 歳以上では

「親子の二世代」、85～89 歳では「ひとり暮らし」の割合が高くなっています。 

 地域別の傾向としては、北・三郷、南・茂呂、殖蓮、豊受では「ひとり暮らし」の割合が

平均よりも高く、宮郷、名和、境では「夫婦のみ」の割合が高く、赤堀、東では「親・子・

孫の３世代」の割合が平均より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.5 39.6 28.3 8.1 4.5 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

ひとり暮らし 夫婦のみ（パートナーも含む。）

親子の二世代 親・子・孫の三世代

その他 不明

11.9 11.3 10.5 10.9 10.2 11.4 9.8 11.9 11.0 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

北・三郷 南・茂呂 殖蓮 宮郷 名和 豊受 赤堀 東 境 不明
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【性別・年齢別】×【世帯構成】                         単位（％） 

  

ひ
と
り
暮
ら
し 

夫
婦
の
み 

（パ
ー
ト
ナ
ー
も
含
む
。
） 

親
子
の
二
世
代 

親
・
子
・孫
の
三
世
代 

そ
の
他 

不
明 

男
性 

全体(n=1,451) 13.1 46.9 27.4 7.9 4.3 0.4 

65～69 歳(n=297) 12.5 45.1 32.0 6.1 4.4 0.0 

70～74 歳(n=405) 14.3 47.7 24.4 7.7 4.9 1.0 

75～79 歳(n=354) 13.8 48.0 26.3 8.8 2.8 0.3 

80～84 歳(n=235) 10.2 51.5 25.1 9.4 3.8 0.0 

85～89 歳(n=121) 9.9 41.3 33.9 7.4 6.6 0.8 

90 歳以上(n=35) 28.6 28.6 28.6 8.6 5.7 0.0 

女
性 

全体(n=1,627) 23.2 33.9 29.4 8.2 4.7 0.7 

65～69 歳(n=319) 19.1 41.7 32.0 3.8 3.4 0.0 

70～74 歳(n=390) 16.7 43.1 26.9 8.7 4.4 0.3 

75～79 歳(n=387) 25.3 39.5 22.5 8.3 3.1 1.3 

80～84 歳(n=265) 25.7 27.5 32.5 9.1 4.9 0.4 

85～89 歳(n=154) 38.3 12.3 31.8 12.3 4.5 0.6 

90 歳以上(n=102) 21.6 3.9 47.1 9.8 14.7 2.9 

※不明を除く、上位２項目に着色 

【地域別】×【世帯構成】 

 

 

16.3

16.2

15.5

19.4

17.4

16.9

22.5

22.7

19.4

43.0

37.1

35.3

41.3

43.8

44.2

37.8

37.8

38.6

30.9

31.0

28.2

25.5

28.0

25.0

32.7

26.6

27.9

6.0

10.3

12.9

8.3

7.1

9.3

4.2

6.7

8.5

2.6

4.8

7.8

5.0

3.1

4.7

2.4

5.3

5.1

1.1

0.5

0.3

0.6

0.6

0.3

0.8

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

境(n=349)

東(n=377)

赤堀(n=309)

豊受(n=361)

名和(n=322)

宮郷(n=344)

殖蓮(n=333)

南・茂呂(n=357)

北・三郷(n=376)

ひとり暮らし 夫婦のみ（パートナーも含む。）

親子の二世代 親・子・孫の三世代

その他 不明
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２．健康 

問５ 現在の健康状態は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

 健康状態については、「普通」が 39.7％と最も高く、次いで「まあ良い」が 20.7％、「良い」

が 18.7％となっています。 

 性別・年齢別でみると、男女ともすべての年代で「普通」の割合が最も高くなっており、性

別の全体で男性が 38.5％、女性が 41.1％となっています。男性では 85 歳以上、女性では 80

歳以上になると「あまり良くない」の割合が 2 番目に高くなっています。 

 世帯構成別では、すべての世帯構成で「普通」の割合が最も高くなっています。 

 地域別の傾向としては、北・三郷、南・茂呂、東、境では「良い」の割合が平均よりも高く

なっています。 

 

【健康状態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別・年齢別】×【健康状態】                          単位（％） 

  良い まあ良い 普通 
あまり 

良くない 
良くない 不明 

男
性 

全体(n=1,451) 19.2 22.3 38.5 14.7 4.8 0.6 

65～69 歳(n=297) 23.6 23.9 37.4 13.1 2.0 0.0 

70～74 歳(n=405) 21.5 23.7 38.8 11.1 4.2 0.7 

75～79 歳(n=354) 17.8 23.2 37.9 15.5 5.4 0.3 

80～84 歳(n=235) 14.5 19.1 46.0 14.9 5.1 0.4 

85～89 歳(n=121) 15.7 19.8 28.9 24.0 9.9 1.7 

90 歳以上(n=35) 11.4 11.4 37.1 25.7 11.4 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 18.3 19.5 41.1 16.0 3.6 1.5 

65～69 歳(n=319) 27.0 25.1 36.7 9.4 1.3 0.6 

70～74 歳(n=390) 25.1 18.2 39.5 14.6 1.3 1.3 

75～79 歳(n=387) 16.8 19.9 45.7 12.1 4.1 1.3 

80～84 歳(n=265) 9.4 17.4 45.7 20.8 5.7 1.1 

85～89 歳(n=154) 11.0 13.6 39.0 26.0 7.8 2.6 

90 歳以上(n=102) 6.9 20.6 33.3 28.4 6.9 3.9 

※不明を除く上位、２項目に着色 

18.7 20.7 39.7 15.4 4.2 1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

良い まあ良い 普通 あまりよくない 良くない 不明
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                                                     単位（％） 

  良い まあ良い 普通 
あまり 

良くない 
良くない 不明 

【世帯構成別】×【健康状態】 

ひとり暮らし(n=585) 17.8 20.9 38.5 18.1 3.8 1.0 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 21.2 21.7 40.6 12.1 3.5 1.0 

親子の二世代(n=895) 17.4 19.0 40.1 17.9 4.9 0.7 

親・子・孫の三世代(n=256) 17.2 20.7 39.5 15.6 5.5 1.6 

その他(n=143) 11.9 23.8 38.5 19.6 4.9 1.4 

【地域別】×【健康状態】 

北・三郷(n=376) 21.0 22.1 35.9 16.5 3.7 0.8 

南・茂呂(n=357) 21.6 20.4 36.4 16.2 3.9 1.4 

殖蓮(n=333) 16.8 22.5 38.1 17.1 4.5 0.9 

宮郷(n=344) 16.0 19.8 45.3 13.7 4.7 0.6 

名和(n=322) 16.1 22.7 38.8 17.1 4.0 1.2 

豊受(n=361) 18.6 20.8 42.7 13.3 3.6 1.1 

赤堀(n=309) 14.9 21.4 42.1 15.9 5.2 0.6 

東(n=377) 21.5 18.8 38.5 15.1 5.0 1.1 

境(n=349) 20.9 18.6 41.3 15.2 3.2 0.9 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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問６ 健康維持・老化予防のために日頃行っていることは何ですか。【○はいくつでも】 

 健康維持・老化予防のために日頃行っていることは、「十分な休息や睡眠をとるようにして

いる」が 62.8％と最も高く、次いで「体を動かす」が 61.0％、「健康診査などを定期的に受け

る」が 56.2％などなっています。 

 性別・年齢別でみると、男性の 65～69 歳及び 80 歳以上では「十分な休息や睡眠をとるよ

うにしている」、70～79 歳では「体を動かす」の割合が最も高くなっています。 

また、女性の 65～69 歳では「栄養のバランスのとれた食事をとる」、70～74 歳では「体を

動かす」、75 歳以上では「十分な休息や睡眠をとるようにしている」の割合が最も高くなって

います。 

性別による比較では、「栄養バランスの取れた食事をとる」「気持ちをなるべく明るくもつ」

などの項目は女性が男性よりも高く、「仕事をする」「タバコを控える（やめる）」「酒を控える

（やめる）」などの項目は男性が女性よりも高くなっています。 

地域別では、北・三郷、南・茂呂、殖蓮、宮郷、豊受、赤堀、境で「十分や休息や睡眠をと

るようにしている」、殖蓮、名和、東で「体を動かす」の割合が最も高くなっています。 

 

【健康維持・老化予防のために行っていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「歩く（ウォーキング、散歩）」の回答が多くありました。 

 

  

62.8

61.0

56.2

52.6

51.7

41.9

41.0

30.5

26.8

18.0

14.2

13.5

3.9

5.9

0.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

十分な休息や睡眠をとるようにしている

体を動かす

健康診査などを定期的に受ける

栄養のバランスのとれた食事をとる

規則正しい生活を送る

気持ちをなるべく明るくもつ

趣味を持つ

医療・健康に関する知識を持つ

仕事をする

地域の活動に参加する

タバコを控える（やめる）

酒を控える（やめる）

その他

特にない

無回答

n=3,161
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単位（％） 

  十
分
な
休
息
や
睡
眠
を
と
る
よ
う
に
し
て
い
る 

体
を
動
か
す 

健
康
診
査
な
ど
を
定
期
的
に
受
け
る 

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を
と
る 

規
則
正
し
い
生
活
を
送
る 

気
持
ち
を
な
る
べ
く
明
る
く
も
つ 

趣
味
を
持
つ 

医
療
・
健
康
に
関
す
る
知
識
を
持
つ 

仕
事
を
す
る 

地
域
の
活
動
に
参
加
す
る 

タ
バ
コ
を
控
え
る
（
や
め
る
） 

酒
を
控
え
る
（
や
め
る
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【健康維持・老化予防のために行っていること】 

男
性 

全体(n=1,451) 63.2 63.9 57.0 46.9 48.1 34.0 45.3 27.8 31.9 18.0 24.1 21.5 3.9 5.2 0.3 

65～69 歳(n=297) 56.6 56.2 53.5 44.1 47.1 27.3 45.8 21.5 47.8 11.1 21.9 17.5 2.7 5.4 0.0 

70～74 歳(n=405) 60.0 68.1 56.8 44.4 45.4 30.4 46.7 23.7 36.0 19.3 24.0 20.0 3.0 4.4 0.0 

75～79 歳(n=354) 64.4 67.8 58.5 46.6 48.0 36.7 45.2 30.2 26.8 17.2 26.8 23.7 4.2 3.7 0.3 

80～84 歳(n=235) 69.4 63.0 58.3 46.8 48.9 37.9 46.4 33.2 22.6 21.3 23.0 22.1 5.5 7.7 0.0 

85～89 歳(n=121) 75.2 60.3 61.2 60.3 56.2 44.6 43.8 36.4 13.2 24.8 26.4 26.4 5.0 6.6 2.5 

90 歳以上(n=35) 57.1 54.3 48.6 51.4 51.4 37.1 22.9 31.4 22.9 17.1 14.3 31.4 8.6 8.6 0.0 

女
性 

全体(n=1,627) 63.2 59.4 56.0 58.5 56.2 49.2 37.6 33.4 22.7 18.4 5.7 6.3 3.9 6.3 0.7 

65～69 歳(n=319) 55.5 55.8 56.4 57.1 56.1 46.7 38.2 24.5 38.2 13.8 9.7 10.3 2.8 3.1 0.3 

70～74 歳(n=390) 62.3 67.7 59.2 58.7 59.7 51.5 43.1 35.9 27.4 15.6 7.2 7.2 3.1 4.9 0.3 

75～79 歳(n=387) 66.9 64.9 56.6 58.4 57.4 51.2 38.5 39.5 20.7 23.5 5.7 6.7 3.9 5.9 0.3 

80～84 歳(n=265) 69.4 60.0 59.2 61.1 56.6 53.2 38.9 36.6 12.1 23.0 1.9 2.3 4.9 6.4 1.1 

85～89 歳(n=154) 64.9 51.3 55.2 59.1 51.3 47.4 31.2 33.1 13.0 20.1 3.2 3.2 8.4 9.7 1.3 

90 歳以上(n=102) 57.8 29.4 33.3 56.9 47.1 32.4 17.6 18.6 8.8 9.8 2.0 3.9 2.0 18.6 2.9 

【地域別】×【健康維持・老化予防のために行っていること】 

北・三郷(n=376) 65.2 59.3 57.7 55.6 53.7 42.0 42.8 30.6 22.9 19.1 15.4 13.3 2.9 5.3 0.8 

南・茂呂(n=357) 65.8 61.9 57.4 52.7 54.9 45.4 39.5 34.2 21.3 18.8 14.0 12.6 3.6 4.2 0.0 

殖蓮(n=333) 64.0 64.0 58.6 58.6 56.2 43.5 42.3 33.6 21.0 20.1 15.0 12.9 4.8 7.5 1.2 

宮郷(n=344) 61.6 61.3 55.8 54.4 56.1 43.6 42.4 27.0 24.1 15.7 12.5 13.1 5.5 7.3 0.6 

名和(n=322) 60.2 60.6 52.8 52.2 49.4 41.6 40.7 30.1 27.3 19.3 14.3 14.9 4.7 7.8 1.6 

豊受(n=361) 67.0 64.8 61.5 51.2 53.7 41.8 41.6 28.8 27.1 21.6 15.0 13.9 3.3 4.2 0.0 

赤堀(n=309) 58.9 58.6 52.4 51.1 43.0 36.6 38.5 30.4 33.3 15.2 13.9 12.0 4.9 6.1 0.3 

東(n=377) 59.7 61.8 55.7 49.9 46.9 39.0 41.1 31.0 33.4 14.6 16.4 14.6 3.2 5.3 0.3 

境(n=349) 64.5 58.7 55.0 50.1 51.9 45.0 42.1 29.5 31.2 18.6 12.6 15.2 2.3 5.7 0.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問７ 食事の用意を主にどのようにしていますか【○は１つ】 

 食事の用意は、「自分が調理」が 46.7％と最も高く、次いで「配偶者（パートナーを含む）

が調理」が 30.3％、「他の家族、親族が調理」が 6.0％となっています。 

 性別・年齢別でみると、男性ではすべての年代で「配偶者（パートナーを含む）が調理」の

割合が最も高くなっています。 

 また、女性では 65～89 歳では「自分が調理」、90 歳以上で「他の家族、親族が調理」の割

合が高くなっています。男女ともに 90 歳以上では「施設で提供されている」の割合も高くな

っています。 

 世帯構成別では、ひとり暮らし、親子の二世代、その他で「自分が調理」、夫婦のみ（パート

ナーも含む。）、親・子・孫の三世代では「配偶者（パートナーを含む）が調理」の割合が高く

なっています。 

 加えて、ひとり暮らしの「スーパー・コンビニなどで購入」、その他の「施設で提供されてい

る」割合が他の世帯構成に比べて高くなっています。 

 

【食事の用意】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.7 30.3 6.0

0.6

3.3

0.1

3.6

1.6

7.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

自分が調理 配偶者（パートナーを含む）が調理

他の家族、親族が調理 配食サービス（弁当の宅配）を利用

スーパー・コンビニなどで購入 外食

施設で提供されている その他

不明
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                                           単位（％） 

  自
分
が
調
理 

配
偶
者 

（パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）
が
調
理 

他
の
家
族
、
親
族
が
調
理 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

（弁
当
の
宅
配
）を
利
用 

ス
ー
パ
ー
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
購
入 

外
食 

施
設
で
提
供
さ
れ
て
い
る 

そ
の
他 

不
明 

【性別・年齢別】×【食事の用意】 

男
性 

全体(n=1,451) 16.9 61.1 5.0 0.6 4.0 0.1 2.5 1.9 7.9 

65～69 歳(n=297) 21.2 62.3 3.0 0.0 4.4 0.0 2.4 1.7 5.1 

70～74 歳(n=405) 18.3 63.7 2.7 0.2 6.2 0.0 0.7 2.2 5.9 

75～79 歳(n=354) 16.7 65.8 3.7 0.6 0.8 0.6 2.0 0.6 9.3 

80～84 歳(n=235) 14.5 58.3 7.2 0.9 4.7 0.0 2.1 1.7 10.6 

85～89 歳(n=121) 8.3 52.9 14.0 1.7 5.0 0.0 5.0 3.3 9.9 

90 歳以上(n=35) 14.3 22.9 17.1 2.9 0.0 0.0 22.9 11.4 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 73.4 3.0 7.1 0.6 2.5 0.1 4.5 1.5 7.4 

65～69 歳(n=319) 87.1 1.6 1.6 0.3 3.4 0.0 1.3 0.3 4.4 

70～74 歳(n=390) 85.9 2.8 2.1 0.3 2.1 0.0 0.8 1.0 5.1 

75～79 歳(n=387) 78.3 3.4 3.4 0.5 2.8 0.3 2.3 0.5 8.5 

80～84 歳(n=265) 67.5 3.8 9.1 1.5 1.1 0.0 4.2 1.5 11.3 

85～89 歳(n=154) 50.6 3.9 16.9 0.6 3.9 0.0 11.0 4.5 8.4 

90 歳以上(n=102) 15.7 2.0 39.2 1.0 0.0 0.0 27.5 5.9 8.8 

【世帯構成別】×【食事の用意】 

ひとり暮らし(n=585) 69.4 0.3 2.6 1.7 8.9 0.3 6.2 1.0 9.6 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 44.0 44.3 0.7 0.2 1.7 0.1 0.7 0.8 7.6 

親子の二世代(n=895) 42.8 31.6 11.3 0.7 2.8 0.0 2.7 2.0 6.1 

親・子・孫の三世代(n=256) 32.8 34.0 18.4 0.4 0.4 0.0 2.7 3.5 7.8 

その他(n=143) 25.9 18.2 13.3 0.0 2.8 0.0 25.2 6.3 8.4 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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問８ 誰かと一緒に食事をする機会がどれくらいありますか。【○は１つ】 

 誰かと一緒に食事をする機会は、「ほとんど毎日ある」が 56.8％と最も高く、次いで「月に

何度かある」が 13.9％、「年に何度かある」が 9.5％となっています。 

性別・年齢別でみると、男女ともすべての年代で「ほとんど毎日ある」の割合が最も高くな

っています。 

世帯構成別でみると、ひとり暮らしでは「月に何度かある」が最も高く、「年に何度かある」

や「ほとんどない」の割合も高くなっています。 

 

【共食の機会】 

 

 

 

 

 

 

単位（％） 

  ほとんど 

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 
不明 

【性別・年齢別】×【共食の機会】 

男
性 

全体(n=1,451) 58.7 6.8 10.7 10.6 9.0 4.3 

65～69 歳(n=297) 66.3 7.1 8.4 8.1 7.1 3.0 

70～74 歳(n=405) 60.7 7.4 11.4 9.1 8.4 3.0 

75～79 歳(n=354) 60.2 5.9 11.0 9.3 9.0 4.5 

80～84 歳(n=235) 48.5 6.0 13.6 14.5 11.5 6.0 

85～89 歳(n=121) 52.9 7.4 9.9 15.7 9.1 5.0 

90 歳以上(n=35) 45.7 8.6 2.9 17.1 14.3 11.4 

女
性 

全体(n=1,627) 56.4 8.1 16.7 8.5 7.7 2.7 

65～69 歳(n=319) 66.5 7.2 14.4 6.3 4.7 0.9 

70～74 歳(n=390) 64.6 8.2 15.4 5.4 5.1 1.3 

75～79 歳(n=387) 51.4 7.5 19.4 10.3 7.5 3.9 

80～84 歳(n=265) 44.2 9.1 20.0 10.2 11.7 4.9 

85～89 歳(n=154) 44.8 9.1 19.5 13.6 9.1 3.9 

90 歳以上(n=102) 63.7 8.8 4.9 7.8 12.7 2.0 

【世帯構成別】×【共食の機会】 

ひとり暮らし(n=585) 11.6 15.2 31.6 19.0 18.3 4.3 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 66.7 4.8 11.4 8.9 5.0 3.4 

親子の二世代(n=895) 69.4 6.0 8.4 6.4 6.4 3.5 

親・子・孫の三世代(n=256) 66.8 8.2 9.4 5.5 7.8 2.3 

その他(n=143) 65.7 7.7 7.7 2.1 9.8 7.0 

56.8 7.5 13.9 9.5 8.4 3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

ほとんど毎日ある 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 不明

※不明を除く、上位 2 項目に着色 
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問９ 目・耳・会話の状態について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。 

 ①目の見え方（メガネなどを使用している場合は使用した状態） 

  目の見え方は、“日常生活に支障はない”（「日常生活に支障はない」＋「日常生活にほとん

ど支障はない」の合計）が 79.5％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも 65～69 歳で“日常生活に支障はない”の割合が最も高く、

それぞれ男性が 90.6％、女性が 92.2％となっています。年齢の上昇とともに割合の低下傾向

がみられます。 

  健康状態別では、良い、まあ良い、普通では“日常生活に支障はない”が８割を超えていま

すが、あまり良くないでは 65.7％、良くないでは 47.0％となっています。 

 

【①目の見え方（メガネなどを使用している場合は使用した状態）】 
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【性別・年齢別】×【目の見え方（メガネなどを使用している場合は使用した状態）】 

男
性 

全体(n=1,451) 53.0 27.5 9.9 1.9 7.6 

65～69 歳(n=297) 65.7 24.9 6.1 0.7 2.7 

70～74 歳(n=405) 56.8 27.2 10.1 0.5 5.4 

75～79 歳(n=354) 51.1 28.8 9.6 3.1 7.3 

80～84 歳(n=235) 43.4 31.5 10.2 1.3 13.6 

85～89 歳(n=121) 41.3 23.1 17.4 4.1 14.0 

90 歳以上(n=35) 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 

女
性 

全体(n=1,627) 56.5 23.3 9.1 1.7 9.5 

65～69 歳(n=319) 71.5 20.7 4.7 0.3 2.8 

70～74 歳(n=390) 62.6 22.1 6.9 0.8 7.7 

75～79 歳(n=387) 57.9 23.0 7.0 0.5 11.6 

80～84 歳(n=265) 47.5 24.2 10.9 2.6 14.7 

85～89 歳(n=154) 37.7 26.0 18.2 5.8 12.3 

90 歳以上(n=102) 33.3 31.4 20.6 4.9 9.8 

【性別・年齢別】×【目の見え方（メガネなどを使用している場合は使用した状態）】 
良い(n=590) 76.6 12.0 3.6 0.2 7.6 

まあ良い(n=653) 57.1 27.7 6.6 0.5 8.1 

普通(n=1,255) 52.3 30.1 8.1 1.0 8.5 

あまり良くない(n=487) 36.8 29.0 18.3 4.3 11.7 

良くない(n=132) 30.3 16.7 25.8 13.6 13.6 

※不明を除く、上位２項目に着色 

54.3 25.2 9.4

1.8

9.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

日常生活に支障はない 日常生活にほとんど支障はない
日常生活に多少支障がある 日常生活に支障がある
不明
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  ②耳の聞こえ方（補聴器などを使用しない状態） 

  耳の聞こえ方は、“日常生活に支障はない”（「日常生活に支障はない」＋「日常生活にほと

んど支障はない」の合計）が 73.0％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも 65～69 歳で“日常生活に支障はない”の割合が最も高く、

それぞれ男性が 89.5％、女性が 91.0％となっています。年齢の上昇とともに割合の低下傾向

がみられ、90 歳以上では“日常生活に支障がある”（「日常生活に多少支障がある」＋「日常

生活に支障がある」の合計）割合が“日常生活に支障はない”の割合より高くなっています。 

  健康状態別では、良いで“日常生活に支障はない”の割合が 84.7％と最も高く、健康状態の

悪化とともに“日常生活に支障がある”の割合が高くなっています。 

 

【②耳の聞こえ方（補聴器などを使用しない状態）】 
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【性別・年齢別】×【耳の聞こえ方（補聴器などを使用しない状態）】 

男
性 

全体(n=1,451) 48.0 25.6 14.7 3.0 8.8 

65～69 歳(n=297) 68.0 21.5 6.7 0.0 3.7 

70～74 歳(n=405) 54.8 26.9 10.1 1.5 6.7 

75～79 歳(n=354) 42.9 27.1 19.8 2.5 7.6 

80～84 歳(n=235) 35.3 28.1 17.4 4.3 14.9 

85～89 歳(n=121) 28.1 20.7 20.7 11.6 19.0 

90 歳以上(n=35) 11.4 25.7 42.9 11.4 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 50.2 23.3 11.4 4.8 10.3 

65～69 歳(n=319) 73.4 17.6 5.0 0.3 3.8 

70～74 歳(n=390) 58.2 25.1 8.2 0.5 7.9 

75～79 歳(n=387) 51.7 21.7 9.8 2.6 14.2 

80～84 歳(n=265) 35.1 29.1 14.7 5.3 15.8 

85～89 歳(n=154) 26.0 24.7 20.8 16.9 11.7 

90 歳以上(n=102) 19.6 22.5 25.5 24.5 7.8 

【健康状態別】×【耳の聞こえ方（補聴器などを使用しない状態）】 

良い(n=590) 70.8 13.9 5.8 0.8 8.6 

まあ良い(n=653) 50.2 27.0 12.4 1.7 8.7 

普通(n=1,255) 44.1 28.7 13.6 3.3 10.3 

あまり良くない(n=487) 37.2 24.8 18.5 7.6 11.9 

良くない(n=132) 31.8 18.9 18.2 18.9 12.1 

48.7 24.3 12.9 3.9 10.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

日常生活に支障はない 日常生活にほとんど支障はない
日常生活に多少支障がある 日常生活に支障がある
不明

※不明を除く、上位 2 項目に着色 
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  ③耳の聞こえ方（補聴器使用時） 

  補聴器使用時の耳の聞こえ方は、「補聴器を使用していない」が 62.2％と最も高く、次いで

“日常生活に支障はない”（「日常生活に支障はない」＋「日常生活にほとんど支障はない」の

合計）が 23.4％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男性の 65～89 歳、女性の 65～84 歳では“日常生活に支障はない”

が２割程度となっていますが、男性の 90 歳以上、女性の 85 歳以上では“日常生活に支障が

ある”（「日常生活に多少支障がある」＋「日常生活に支障がある」の合計）割合が“日常生活

に支障はない”の割合より高くなっています。 

健康状態別では、どの健康状態でも“日常生活に支障はない”の割合が高くなっています。 

【③耳の聞こえ方（補聴器使用時）】 

 

 

 

 

 

※②耳の聞こえ方に回答していて、③耳の聞こえ方（補聴器使用時）に回答していない方を「補聴器を使用して

いない」、②、③両方に回答していない方を「不明」として集計しました。 
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【性別・年齢別】×【耳の聞こえ方（補聴器使用時）】 

男
性 

全体(n=1,451) 15.3 8.1 4.1 0.8 63.8 7.9 

65～69 歳(n=297) 16.8 5.1 1.3 0.0 73.4 3.4 

70～74 歳(n=405) 18.0 6.2 2.0 0.5 67.7 5.7 

75～79 歳(n=354) 14.4 9.6 4.2 0.8 63.3 7.6 

80～84 歳(n=235) 12.8 11.5 7.2 1.3 54.0 13.2 

85～89 歳(n=121) 12.4 10.7 8.3 2.5 49.6 16.5 

90 歳以上(n=35) 8.6 8.6 17.1 2.9 57.1 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 17.1 6.2 4.2 1.5 61.8 9.3 

65～69 歳(n=319) 19.4 2.5 0.0 0.0 74.9 3.1 

70～74 歳(n=390) 17.7 6.9 1.8 0.3 65.9 7.4 

75～79 歳(n=387) 19.1 6.2 3.1 0.0 58.4 13.2 

80～84 歳(n=265) 18.5 6.8 4.5 3.0 52.5 14.7 

85～89 歳(n=154) 13.0 6.5 13.6 5.8 51.9 9.1 

90 歳以上(n=102) 2.9 12.7 14.7 5.9 57.8 5.9 

【健康状態別】×【耳の聞こえ方（補聴器使用時）】 

良い(n=590) 23.7 4.1 2.0 0.3 61.9 8.0 

まあ良い(n=653) 15.2 6.9 3.1 0.3 66.6 8.0 

普通(n=1,255) 14.5 8.0 4.2 0.6 63.0 9.6 

あまり良くない(n=487) 13.1 9.7 7.8 2.7 56.7 10.1 

良くない(n=132) 18.2 2.3 2.3 7.6 59.1 10.6 

※不明を除く、上位 2 項目に着色 

16.3 7.1 4.1

1.1

62.2 9.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

日常生活に支障はない 日常生活にほとんど支障はない
日常生活に多少支障がある 日常生活に支障がある
補聴器を使用していない 不明
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  ④会話による意思伝達 

  会話による意思伝達は、“日常生活に支障はない”（「日常生活に支障はない」＋「日常生活

にほとんど支障はない」の合計）が 76.6％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも 65～69 歳で“日常生活に支障はない”の割合が最も高く、

それぞれ男性が 93.6％、女性が 94.7％となっています。年齢の上昇とともに割合の低下傾向

がみられ、90 歳以上では“日常生活に支障がある”（「日常生活に多少支障がある」＋「日常

生活に支障がある」の合計）割合が“日常生活に支障はない”の割合より高くなっています。 

  健康状態別では、良いで“日常生活に支障はない”の割合が 86.1％と最も高く、健康状態の

悪化とともに“日常生活に支障がある”の割合が高くなっています。 

 

【④会話による意思伝達】 
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【性別・年齢別】×【会話による意思伝達】 

男
性 

全体(n=1,451) 54.4 24.1 8.7 2.5 10.3 

65～69 歳(n=297) 75.4 18.2 2.4 1.0 3.0 

70～74 歳(n=405) 62.0 23.7 6.4 0.7 7.2 

75～79 歳(n=354) 52.3 26.8 7.1 1.7 12.1 

80～84 歳(n=235) 37.9 29.4 12.3 2.1 18.3 

85～89 歳(n=121) 28.1 21.5 19.8 12.4 18.2 

90 歳以上(n=35) 17.1 25.7 40.0 8.6 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 55.9 19.9 7.8 3.8 12.7 

65～69 歳(n=319) 80.3 14.4 0.9 0.0 4.4 

70～74 歳(n=390) 67.9 20.5 1.8 0.8 9.0 

75～79 歳(n=387) 55.6 19.4 5.4 1.8 17.8 

80～84 歳(n=265) 41.5 24.2 10.9 6.0 17.4 

85～89 歳(n=154) 27.3 24.0 18.8 13.0 16.9 

90 歳以上(n=102) 15.7 18.6 36.3 15.7 13.7 

【健康状態別】×【会話による意思伝達】 

良い(n=590) 77.6 8.5 2.9 1.2 9.8 

まあ良い(n=653) 59.3 22.4 5.4 1.7 11.3 

普通(n=1,255) 50.8 27.1 7.9 1.9 12.4 

あまり良くない(n=487) 40.9 25.3 15.6 6.0 12.3 

良くない(n=132) 25.8 18.2 18.2 21.2 16.7 

※不明を除く、上位２項目に着色 

54.8 21.8 8.1 3.2 12.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

日常生活に支障はない 日常生活にほとんど支障はない
日常生活に多少支障がある 日常生活に支障がある
不明
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問 10 日常生活の動作について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。   

【○は①から⑨まで、それぞれ１つずつ】                       

※自分でできるけれど、していない場合は「できる」と考えて○をつけてください。 

  日常生活の動作について、現在の状況は、ひとりで全部できる割合が「②食べること」で

89.1％と最も高く、⑥家事一般を除いて、すべての項目で８割を超え高くなっています。 

  性別・年齢別では、男女とも 85 歳以上で「ひとりで全部できる」割合が低くなる傾向がみ

られます。男性の 85～89 歳で「⑥家事一般」、90 歳以上で「①歩くこと」「⑥家事一般」「⑦

金銭管理」「⑧薬の管理」「⑨電話の利用」で 50％未満となっています。また、女性の 90 歳以

上では「②食べること」を除く、すべての項目で 50％未満となっています。 

  なお、「時間をかければひとりでできる」を含めると、50％以上の項目が多くなります。 

 

【日常生活動作】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 普段、杖や車イスを使用している場合は使用した状態 

※２ 食事の用意、掃除、洗濯など  
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⑨電話の利用

⑧薬の管理

⑦金銭の管理

⑥家事一般※２

⑤排せつ

④入浴

③衣服の着替え

②食べること

①歩くこと※１

n=3,161

ひとりで全部できる 時間をかければひとりでできる

一部介助が必要 全面的な介助が必要
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【性別・年齢別】×【日常生活動作の状況（ひとりで全部できる）】          単位（％） 

ひとりで全部できる 

①
歩
く
こ
と 

②
食
べ
る
こ
と 

③
衣
服
の
着
替
え 

④
入
浴 

⑤
排
せ
つ 

⑥
家
事
一
般 

⑦
金
銭
の
管
理 

⑧
薬
の
管
理 

⑨
電
話
の
利
用 

男
性 

全体(n=1,451) 85.4 90.1 87.5 87.6 89.0 74.0 84.6 85.9 85.8 

65～69 歳(n=297) 94.3 95.6 94.3 94.6 95.6 88.2 92.6 94.6 95.3 

70～74 歳(n=405) 91.9 94.8 92.3 92.3 93.8 82.7 90.9 90.9 92.3 

75～79 歳(n=354) 84.2 89.5 87.3 88.1 89.8 72.3 84.7 85.3 87.3 

80～84 歳(n=235) 81.3 85.5 84.3 83.4 85.1 66.4 79.1 80.9 78.3 

85～89 歳(n=121) 64.5 76.9 71.1 69.4 69.4 43.0 65.3 69.4 63.6 

90 歳以上(n=35) 45.7 68.6 54.3 57.1 60.0 34.3 45.7 48.6 42.9 

女
性 

全体(n=1,627) 80.7 88.6 86.2 84.2 87.1 78.5 83.6 84.1 84.3 

65～69 歳(n=319) 95.9 97.8 96.6 95.9 96.9 95.9 96.6 95.6 96.6 

70～74 歳(n=390) 92.8 95.9 95.1 94.6 96.2 92.6 95.6 96.2 95.9 

75～79 歳(n=387) 83.7 90.2 88.9 87.9 89.9 82.9 86.8 87.1 88.1 

80～84 歳(n=265) 72.1 84.2 81.5 78.1 80.8 68.7 76.6 78.9 78.5 

85～89 歳(n=154) 57.1 77.3 70.1 68.2 74.0 50.6 63.6 64.9 64.3 

90 歳以上(n=102) 36.3 55.9 47.1 35.3 48.0 24.5 33.3 36.3 32.4 

※50％未満に着色 

 

【性別・年齢別】×【日常生活動作の状況（ひとりで全部できる＋時間をかければひとりでできる）】 

単位（％） 

ひとりで全部できる 

＋ 

時間をかければひとりでできる 

①
歩
く
こ
と 

②
食
べ
る
こ
と 

③
衣
服
の
着
替
え 

④
入
浴 

⑤
排
せ
つ 

⑥
家
事
一
般 

⑦
金
銭
の
管
理 

⑧
薬
の
管
理 

⑨
電
話
の
利
用 

男
性 

全体(n=1,451) 90.7 94.5 92.1 90.0 92.6 83.6 88.1 88.3 88.7 

65～69 歳(n=297) 95.6 98.0 96.3 95.6 97.0 93.3 94.9 95.3 96.0 

70～74 歳(n=405) 94.6 97.3 95.1 93.3 95.6 89.9 92.8 91.9 93.3 

75～79 歳(n=354) 90.4 93.2 92.7 90.1 92.9 84.2 88.4 88.1 89.3 

80～84 歳(n=235) 87.7 91.9 87.7 86.4 90.2 77.4 84.3 84.7 83.8 

85～89 歳(n=121) 77.7 88.4 82.6 79.3 80.2 61.2 72.7 76.0 72.7 

90 歳以上(n=35) 71.4 82.9 80.0 62.9 77.1 42.9 48.6 54.3 54.3 

女
性 

全体(n=1,627) 88.3 93.3 91.0 87.2 90.9 84.1 85.9 86.4 87.6 

65～69 歳(n=319) 97.5 98.1 97.8 96.6 97.5 96.9 96.6 95.9 96.9 

70～74 歳(n=390) 95.6 97.4 96.9 96.2 97.2 94.6 96.4 96.7 97.2 

75～79 歳(n=387) 91.2 93.5 93.0 91.0 92.8 89.1 89.1 89.7 91.5 

80～84 歳(n=265) 81.9 89.8 87.2 81.5 86.4 78.5 80.0 81.9 82.3 

85～89 歳(n=154) 74.0 89.6 80.5 75.3 82.5 64.9 68.8 70.8 73.4 

90 歳以上(n=102) 58.8 76.5 64.7 41.2 62.7 31.4 40.2 42.2 43.1 

※50％未満に着色 
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問 11 現在、何らかの病気やけがにかかっていますか。【○はいくつでも】 

  現在、何らかの病気やけがにかかっているかは、「特にない」が 32.5％と最も高く、次いで

「その他」が 25.5％、「糖尿病」が 15.1％、「心臓病」が 9.6％などとなっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも「特にない」「その他」の割合が高くなっています。また、

男性の 70～89 歳では「糖尿病」、90 歳以上では「高齢による衰弱」や「認知症」の割合も高

くなっています。女性も 85 歳以上では「認知症」、90 歳以上では「高齢による衰弱」の割合

が高くなっています。 

 

【病気やけが】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「高血圧症」「腰・首・肩・膝等の痛み、病気」「脂質異常症（高コレステロール血症）」

の回答が多くありました。 

  

15.1

9.6

5.1

5.0

4.9

4.6

4.3

3.9

3.3

3.3

3.3

1.2

0.7

25.5

32.5

1.6

5.9

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

糖尿病

心臓病

視覚・聴覚障害

がん（悪性新生物）

高齢による衰弱

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

関節の病気（リウマチ等）

骨折・転倒

認知症（アルツハイマー病等）

呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等）

脊椎損傷

腎疾患（透析）

パーキンソン病

その他

特にない

わからない

無回答

n=3,161



 

24 

【性別・年齢別】×【病気やけが】                       単位（％） 

  糖
尿
病 

心
臓
病 

視
覚
・
聴
覚
障
害 

が
ん
（悪
性
新
生
物
） 

高
齢
に
よ
る
衰
弱 

脳
卒
中
（脳
出
血
・
脳
梗
塞
等
） 

関
節
の
病
気
（
リ
ウ
マ
チ
等
） 

骨
折
・
転
倒 

認
知
症
（
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
等
） 

呼
吸
器
の
病
気
（肺
気
腫
・
肺
炎
等
） 

脊
椎
損
傷 

腎
疾
患
（透
析
） 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

男
性 

全体(n=1,451) 17.8 12.1 6.5 6.3 5.0 6.1 3.0 2.7 2.1 4.3 3.4 2.0 0.8 23.6 30.4 1.7 5.4 

65～69 歳

(n=297) 
14.5 7.7 1.3 3.0 0.0 4.0 3.0 1.3 0.7 2.4 0.7 1.0 0.7 24.6 40.7 1.7 5.4 

70～74 歳

(n=405) 
18.3 10.4 6.2 4.9 3.0 4.0 3.2 2.0 0.2 2.7 2.5 1.5 0.0 27.7 31.9 1.2 4.0 

75～79 歳

(n=354) 
20.1 14.1 9.3 9.9 3.4 9.0 2.3 3.4 1.7 6.8 4.2 4.0 1.1 21.2 27.7 1.7 7.1 

80～84 歳

(n=235) 
18.3 15.7 5.5 7.7 8.1 7.2 3.4 2.6 1.7 6.0 6.4 1.7 0.9 22.6 25.1 0.9 6.0 

85～89 歳

(n=121) 
18.2 17.4 10.7 6.6 15.7 9.1 3.3 5.8 9.9 5.8 5.8 1.7 1.7 15.7 20.7 2.5 5.0 

90 歳以上 

(n=35) 
11.4 8.6 14.3 5.7 25.7 2.9 2.9 5.7 14.3 0.0 0.0 0.0 2.9 28.6 20.0 11.4 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 12.5 7.1 3.9 3.8 4.9 3.4 5.4 5.0 4.5 2.5 3.2 0.5 0.7 27.5 34.0 1.3 6.0 

65～69 歳

(n=319) 
7.2 3.8 0.3 3.8 0.0 0.9 3.8 1.3 0.3 2.8 0.3 0.3 0.0 26.6 51.4 0.9 3.1 

70～74 歳

(n=390) 
11.8 4.4 2.1 3.3 1.0 1.5 4.4 3.1 0.3 1.5 2.6 0.3 0.5 32.3 39.0 0.8 5.6 

75～79 歳

(n=387) 
16.5 7.0 3.9 5.4 3.9 4.7 5.7 4.7 1.8 2.6 3.9 0.8 1.3 26.4 31.3 1.3 7.5 

80～84 歳

(n=265) 
14.7 10.6 6.4 3.0 8.7 6.4 7.9 9.4 3.8 3.0 7.2 0.0 0.8 29.4 24.5 1.1 6.8 

85～89 歳

(n=154) 
11.0 11.7 9.1 3.2 8.4 3.9 6.5 10.4 14.3 3.2 3.2 1.3 0.6 24.0 22.7 3.9 8.4 

90 歳以上

(n=102) 
12.7 12.7 8.8 2.9 23.5 4.9 3.9 6.9 31.4 2.9 2.0 1.0 2.0 19.6 11.8 1.0 3.9 

※無回答を除く、上位 2 項目に着色 
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問 12 もし、治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を過ごしたいですか。   

【○は１つ】 

  治る見込みがない病気になった場合、最期を過ごしたい場所は、「自宅」が 40.7％と最も高

く、次いで「わからない」が 25.3％、「医療機関」が 22.2％、「介護施設」が 7.8％となってい

ます。 

  性別・年齢別でみると、男性の 65～89 歳では「自宅」が最も高く、４割を超えています。

90 歳以上では、「医療機関」が高くなっています。 

  また、女性ではすべての年代で「自宅」の割合が最も高くなっています。 

  世帯構成別、健康状態別でも、どの分類においても「自宅」の割合が最も高くなっています。 

 

【終末期の住まい】 

 

 

40.7 22.2 7.8 25.3 4.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

自宅 医療機関 介護施設 わからない 不明
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                               単位（％） 

  自宅 医療機関 介護施設 わからない 不明 

【性別・年齢別】×【終末期の住まい】 

男
性 

全体(n=1,451) 45.7 19.1 6.8 24.6 3.8 

65～69 歳(n=297) 40.1 17.5 6.7 34.3 1.3 

70～74 歳(n=405) 49.1 18.0 5.2 24.7 3.0 

75～79 歳(n=354) 49.4 16.1 7.6 21.2 5.6 

80～84 歳(n=235) 46.8 22.1 8.1 17.9 5.1 

85～89 歳(n=121) 44.6 23.1 7.4 20.7 4.1 

90 歳以上(n=35) 14.3 40.0 8.6 31.4 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 36.2 25.4 8.7 26.0 3.7 

65～69 歳(n=319) 36.7 25.1 6.6 30.4 1.3 

70～74 歳(n=390) 37.4 24.9 6.9 27.4 3.3 

75～79 歳(n=387) 36.4 25.3 7.5 26.6 4.1 

80～84 歳(n=265) 32.8 29.8 10.9 21.5 4.9 

85～89 歳(n=154) 32.5 28.6 10.4 23.4 5.2 

90 歳以上(n=102) 43.1 13.7 17.6 19.6 5.9 

【世帯構成別】×【終末期の住まい】 

ひとり暮らし(n=585) 29.9 23.4 12.6 29.4 4.6 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 45.6 21.4 6.9 22.6 3.5 

親子の二世代(n=895) 43.5 22.7 5.6 25.0 3.2 

親・子・孫の三世代(n=256) 37.9 22.7 5.1 29.7 4.7 

その他(n=143) 29.4 21.7 15.4 28.0 5.6 

【健康状態別】×【終末期の住まい】 

良い(n=590) 42.5 24.2 7.6 21.0 4.6 

まあ良い(n=653) 44.6 19.0 8.1 25.0 3.4 

普通(n=1,255) 41.1 21.6 7.1 26.8 3.4 

あまり良くない(n=487) 33.9 24.8 9.9 27.3 4.1 

良くない(n=132) 37.1 25.8 6.8 25.8 4.5 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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３．介護保険 

問 13 要介護・要支援認定を受けていますか。【○は１つ】 

  要介護・要支援認定は、「認定を申請していない」が76.7％と最も高く、次いで「要支援１」

が3.2％、「要支援２」「要介護１」がそれぞれ2.0％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも74歳以下では「認定を申請していない」が8割を超えてい

ます。男女とも75歳以上から認定を受けている比率が増加しており、男性の90歳以上では要介

護3が20.0％、女性の90歳以上では要介護2が19.6％となっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らしで「要支援１」が6.7％・「要支援２」が4.3％、その他で「要

介護３」が8.4％となっています。また、夫婦のみで「認定を申請していない」が85.1％と高く

なっています。 

  地域別では、豊受と境で「認定を申請していない」が８割を超えています。 

 

【介護保険認定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.7

0.8

3.2

2.0

2.0

2.0

1.5

1.8

1.0

0.9

2.0

6.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

認定を申請していない

認定を申請したが、「非該当（自立）」

と認定された

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

認定を申請中

わからない

不明

n=3,161
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              単位（％） 

  

 

認
定
を
申
請
し
て
い
な
い 

認
定
を
申
請
し
た
が
、
「非
該
当
（自
立
）
」
と
認
定
さ
れ
た 

要
支
援
1 

要
支
援
2 

要
介
護
1 

要
介
護
2 

要
介
護
3 

要
介
護
4 

要
介
護
5 

認
定
を
申
請
中 

わ
か
ら
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【介護保険認定状況】 

男
性 

全体(n=1,451) 81.0 0.8 2.2 1.3 1.5 1.1 1.9 1.0 0.8 1.2 2.3 4.9 

65～69 歳(n=297) 90.6 0.0 0.7 0.3 1.0 0.3 0.7 0.0 0.7 0.3 2.4 3.0 

70～74 歳(n=405) 88.1 0.5 1.0 0.5 0.2 0.7 0.5 1.2 0.0 0.2 3.0 4.0 

75～79 歳(n=354) 79.9 0.8 2.5 1.4 1.7 1.1 2.0 0.6 0.6 1.1 2.3 5.9 

80～84 歳(n=235) 76.2 1.3 1.3 1.3 2.1 2.1 1.7 0.9 1.3 1.7 1.7 8.5 

85～89 歳(n=121) 57.0 2.5 9.9 5.0 3.3 1.7 5.0 3.3 3.3 5.0 1.7 2.5 

90 歳以上(n=35) 42.9 0.0 5.7 5.7 8.6 2.9 20.0 5.7 2.9 2.9 0.0 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 74.0 0.7 4.1 2.4 2.3 2.7 1.2 2.4 1.1 0.7 1.6 6.7 

65～69 歳(n=319) 93.4 0.6 0.9 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.8 

70～74 歳(n=390) 87.9 0.5 1.0 1.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.3 0.0 2.6 5.4 

75～79 歳(n=387) 79.3 0.5 3.1 1.3 2.1 1.3 0.8 1.3 0.5 1.0 1.8 7.0 

80～84 歳(n=265) 63.8 1.1 9.4 3.0 1.5 3.4 0.8 4.2 1.5 1.1 1.1 9.1 

85～89 歳(n=154) 40.3 1.9 9.1 9.1 6.5 5.2 5.8 5.8 1.9 1.9 1.3 11.0 

90 歳以上(n=102) 17.6 0.0 7.8 6.9 13.7 19.6 4.9 12.7 7.8 1.0 1.0 6.9 

【世帯構成別】×【介護保険認定状況】 

ひとり暮らし(n=585) 69.7 2.1 6.7 4.3 1.5 2.9 2.2 1.5 0.9 0.5 1.9 5.8 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 85.1 0.4 1.7 1.0 1.0 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 1.8 5.7 

親子の二世代(n=895) 74.6 0.2 3.1 2.1 3.1 2.7 0.8 2.8 0.8 1.7 1.7 6.4 

親・子・孫の三世代(n=256) 70.3 1.2 3.9 0.8 3.9 2.7 3.1 2.0 0.8 0.8 3.5 7.0 

その他(n=143) 61.5 2.1 2.8 0.7 2.1 4.2 8.4 4.9 4.9 0.7 2.8 4.9 

【地域別】×【介護保険認定状況】 

北・三郷(n=376) 76.6 1.1 3.7 1.9 3.7 2.4 1.6 0.8 2.4 0.5 0.8 4.5 

南・茂呂(n=357) 76.5 0.6 6.2 0.8 2.0 2.2 1.4 2.0 0.6 0.3 2.2 5.3 

殖蓮(n=333) 74.5 1.2 3.3 3.9 1.8 1.5 0.6 1.5 0.3 1.8 1.5 8.1 

宮郷(n=344) 75.6 0.3 3.2 1.7 2.0 2.6 2.6 3.2 0.9 0.3 1.7 5.8 

名和(n=322) 77.6 1.6 3.1 1.9 1.9 1.9 0.9 2.5 0.3 0.3 1.9 6.2 

豊受(n=361) 80.6 0.8 1.4 1.4 1.9 1.4 1.4 0.3 0.8 0.6 3.0 6.4 

赤堀(n=309) 74.1 0.6 3.2 2.3 1.3 1.0 3.6 2.9 0.6 2.6 1.6 6.1 

東(n=377) 77.2 0.3 1.6 2.4 2.4 2.1 0.8 1.3 2.1 1.3 3.2 5.3 

境(n=349) 80.8 0.9 3.7 0.9 0.6 2.6 0.6 1.7 0.6 0.6 1.1 6.0 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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問 14 家や施設で誰に介護されていますか。【○はいくつでも】 

  回答者が介護を受けているかは、「介護を受けていない」が67.9％と最も高くなっています。

介護されている場合では、「子供または子供の配偶者」が7.4％、「配偶者（夫または妻、パート

ナーを含む。以下略）」が7.2％、「施設職員」が6.0％となっています。 

  要介護・要支援認定別でみると、比較的介護度の低い要支援１、要支援２、要介護１では「配

偶者」「子供または子供の配偶者」の割合が高く、要介護２以上では「施設職員」の割合が高く

なっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らし、その他で「施設職員」、夫婦のみで「配偶者」、親・子の二

世代、親・子・孫の三世代で「子供または子供の配偶者」の割合が高くなっています。 

  地域別については、北・三郷、宮郷で「施設職員」、南・茂呂、殖蓮、名和、豊受、赤堀で「配

偶者」、東、境で「子供または子供の配偶者」の割合が高くなっています。 

 

【介護者】 

 

 

 

 

  

67.9

7.4

7.2

6.0

2.8

0.7

0.6

0.4

1.8

13.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

介護を受けていない

子供または子供の配偶者

配偶者

（夫または妻、パートナーを含む）

施設職員

ホームヘルパーなどの介護職員

その他の親族

孫または孫の配偶者

近所の人・友人・知人

その他

無回答

n=3,161
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                           単位（％） 

  

介
護
を
受
け
て
い
な
い 

子
供
ま
た
は
子
供
の
配
偶
者 

配
偶
者
（夫
ま
た
は
妻
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
） 

施
設
職
員 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
介
護
職
員 

そ
の
他
の
親
族 

孫
ま
た
は
孫
の
配
偶
者 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

そ
の
他 

無
回
答 

【要介護・要支援認定別】×【介護者】 

認定を申請していない(n=2,426) 81.9 2.5 3.9 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 1.4 11.1 

認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された(n=26) 57.7 19.2 23.1 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8 3.8 

要支援 1(n=102) 35.3 28.4 22.5 10.8 8.8 0.0 2.9 2.9 2.0 7.8 

要支援 2(n=63) 19.0 28.6 25.4 23.8 19.0 6.3 3.2 4.8 3.2 7.9 

要介護 1(n=63) 4.8 60.3 34.9 31.7 23.8 3.2 1.6 1.6 1.6 1.6 

要介護 2(n=62) 1.6 48.4 25.8 50.0 22.6 4.8 1.6 1.6 3.2 0.0 

要介護 3(n=48) 2.1 22.9 18.8 72.9 20.8 2.1 4.2 2.1 0.0 0.0 

要介護 4(n=56) 0.0 32.1 19.6 64.3 23.2 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 

要介護 5(n=31) 0.0 16.1 19.4 77.4 9.7 0.0 6.5 0.0 3.2 0.0 

認定を申請中(n=28) 25.0 28.6 28.6 17.9 3.6 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 

わからない(n=62) 59.7 4.8 8.1 1.6 4.8 0.0 1.6 0.0 8.1 21 

【世帯構成別】×【介護者】 

ひとり暮らし(n=585) 66.8 9.1 0.2 9.4 6.5 1.4 0.5 1.0 2.9 11.8 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 73.3 1.9 10.4 2.4 0.5 0.2 0.2 0.2 1.0 14.3 

親子の二世代(n=895) 66.1 12.6 8.2 5.5 3.1 0.8 0.4 0.3 1.9 11.5 

親・子・孫の三世代(n=256) 60.9 14.5 7.8 5.5 2.7 0.8 2.3 0.4 1.2 17.6 

その他(n=143) 51.7 4.2 2.8 27.3 5.6 1.4 1.4 0.0 3.5 10.5 

【地域別】×【介護者】 

北・三郷(n=376) 66.5 8.0 8.0 8.5 2.7 0.3 0.3 0.8 1.6 12.2 

南・茂呂(n=357) 67.8 8.4 8.7 5.3 2.0 0.8 1.1 1.1 1.1 12.3 

殖蓮(n=333) 68.2 6.3 9.6 6.3 3.9 0.3 0.6 0.0 2.1 12.0 

宮郷(n=344) 68.0 8.1 3.8 9.0 3.2 0.3 0.3 0.3 0.6 15.1 

名和(n=322) 68.3 6.5 8.7 4.0 1.2 1.6 0.6 0.0 2.2 13.4 

豊受(n=361) 72.3 5.8 8.6 3.6 1.9 0.6 0.3 0.3 2.8 11.4 

赤堀(n=309) 63.1 7.8 9.4 7.4 3.6 1.3 0.6 0.6 1.3 13.9 

東(n=377) 69.0 8.8 3.4 5.0 4.0 0.5 0.0 0.3 2.9 13.3 

境(n=349) 69.3 6.9 6.0 3.2 2.3 0.3 1.1 0.3 0.9 15.8 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 15 日常生活を支援するサービス（民間・公的を問わない）について、現在の利用状況

と、今後の利用意向をお答えください。                        

※今後の利用意向については、現在利用していないサービスであっても、体の具合が悪くなる

などで必要になった場合に利用したいものに○をつけてください。 

【現在の日常生活支援サービスの利用状況】 

  日常生活を支援するサービスについて現在の利用状況は、「利用している」サービスは「⑤

可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し」が11.4％と最も高く、次いで「⑭墓の管理」が7.6％、「⑥

外出支援」が5.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.6

1.2

4.9

2.0

3.4

2.5

4.3

4.5

5.9
11.4

3.1

4.5

3.7

3.1

68.0

73.1

70.4

74.5

75.3

75.4

73.9

74.2

73.2

69.2

71.0

70.2

71.6

72.6

24.4

25.7

24.6

23.5

21.3

22.1

21.9

21.3

20.8

19.4

25.9

25.3

24.7

24.3

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

⑭墓の管理

⑬残存家財の片づけの契約（生前に費用を預ける）

⑫葬儀の実施の契約（生前に費用を預ける）

⑪身元保証サービス（入院時や施設入居時の）

⑩訪問理美容

⑨緊急通報装置の設置

⑧定期的な訪問（安否確認、話し相手など）

⑦通院などの際の付き添い

⑥外出支援（タクシー代の補助、車での送迎など）

⑤可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し

④簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど

③食材・日用品などの宅配サービス

②家事援助（掃除、洗濯、買い物など）

①配食サービス（弁当の宅配）

n=3,161

利用している 利用していない 不明
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  現在利用しているサービスについて性別・年齢別でみると、男性の 89 歳以下では「⑤可燃

ゴミ・びん・缶等のゴミ出し」「⑭墓の管理」の割合が高くなっています。男性の 90 歳以上で

利用しているサービスの割合が高くなっており、「⑦通院などの際の付き添い」が 25.7％と最

も高く、次いで「②家事援助」「⑥外出支援」がそれぞれ 22.9％となっています。 

  また、女性の 79 歳以下では「⑤可燃ゴミ・びん・缶等のゴミ出し」「⑭墓の管理」の割合が

高くなっています。80 歳以上で利用しているサービスの割合が高くなっており、特に 85～89

歳で「⑥外出支援」が 24.0％、90 歳以上で「訪問理美容」が 21.6％と高くなっています。 

 

【性別・年齢別】×【現在の日常生活支援サービスの利用状況】            単位（％） 

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 

簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 
外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 

緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

男
性 

全体(n=1,451) 2.6 3.0 3.1 2.5 12.4 3.6 3.9 3.4 1.9 2.6 2.1 4.5 1.2 8.1 

65～69 歳(n=297) 0.7 1.7 1.3 0.7 5.4 1.3 1.3 2.0 1.0 1.7 0.7 1.0 0.0 3.4 

70～74 歳(n=405) 1.5 1.0 3.2 1.0 10.1 1.5 1.5 1.2 1.7 1.2 1.5 4.9 1.5 6.9 

75～79 歳(n=354) 3.4 2.8 2.8 2.0 13.0 3.7 4.0 4.5 2.3 3.1 2.5 4.2 1.1 7.6 

80～84 歳(n=235) 1.7 3.0 2.6 3.4 17.4 4.3 4.3 2.6 1.7 3.0 2.1 6.0 1.3 9.8 

85～89 歳(n=121) 9.1 8.3 7.4 9.1 24.0 9.1 11.6 6.6 2.5 5.8 4.1 9.9 3.3 16.5 

90 歳以上(n=35) 5.7 22.9 8.6 11.4 17.1 22.9 25.7 20.0 8.6 8.6 8.6 2.9 2.9 25.7 

女
性 

全体(n=1,627) 3.4 4.0 5.7 3.5 10.0 7.7 4.6 5.0 3.0 4.0 1.8 5.2 1.0 6.9 

65～69 歳(n=319) 1.3 0.3 4.1 1.6 5.0 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 0.0 2.5 0.0 4.7 

70～74 歳(n=390) 0.8 1.3 4.6 2.3 7.7 2.3 1.5 2.1 2.3 1.0 1.0 3.1 0.3 3.3 

75～79 歳(n=387) 2.6 2.1 4.1 2.3 10.1 5.7 3.4 3.6 2.8 2.3 1.8 4.4 0.8 8.0 

80～84 歳(n=265) 6.0 4.9 7.5 5.7 12.8 14.0 6.0 7.5 3.0 4.9 2.3 9.4 1.5 11.3 

85～89 歳(n=154) 7.1 13.0 9.7 7.1 19.5 24.0 14.3 13.6 7.1 9.7 5.8 8.4 3.2 10.4 

90 歳以上(n=102) 10.8 16.7 10.8 7.8 10.8 18.6 14.7 13.7 7.8 21.6 2.9 8.8 2.9 6.9 

※男女別、上位10項目に着色 
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  現在利用しているサービスについて世帯構成別でみると、ひとり暮らし、その他の世帯で利

用しているサービスの割合が高くなっており、ひとり暮らしでは「⑤可燃ゴミ・びん・缶など

のゴミ出し」が 14.2％、その他では「⑩訪問理美容」が 20.3％と高くなっています。 

 

【世帯構成別】×【現在の日常生活支援サービスの利用状況】             単位（％） 

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 

簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・
缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 

外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 
緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

ひとり暮らし(n=585) 7.7 8.7 7.9 5.6 14.2 13.8 7.0 11.8 6.5 5.0 4.4 7.2 2.1 8.0 

夫 婦 の み （ ﾊ ﾟ ｰ ﾄ ﾅ ｰ も 含 む 。 ）

(n=1,251) 
1.4 1.4 3.4 2.2 10.3 3.4 2.6 1.4 1.6 1.1 1.2 4.2 0.7 6.7 

親子の二世代(n=895) 2.2 2.3 3.6 1.8 9.4 3.2 3.5 2.9 0.6 2.8 1.0 4.6 0.9 7.9 

親・子・孫の三世代(n=256) 0.8 3.1 3.5 2.7 12.9 5.5 3.5 2.3 1.2 3.1 1.2 3.1 0.0 5.5 

その他(n=143) 9.1 12.6 9.1 7.7 18.2 13.3 16.8 11.2 7.7 20.3 5.6 8.4 4.2 11.9 

※全体項目の上位10項目に着色 
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  現在利用しているサービスについて要介護・要支援認定別でみると、認定を受けている方が

利用しているサービスの割合が高くなっており、特に「②家事援助」「⑥外出支援」「⑦通院な

どの際の付き添い」「⑧定期的な訪問」の利用割合が高い傾向があります。また、要介護３以上

では「⑩訪問理美容」の利用割合が高くなっています。 

  なお、「⑤可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し」は、認定を受けている方だけでなく、認定を

申請していない方や、申請したが非該当と認定された方、わからないと答えた方の割合も比較

的高い傾向があります。 

 

【要介護・要支援認定別】×【現在の日常生活支援サービスの利用状況】        単位（％） 

現
在
利
用
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・
日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 
簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 

外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 

緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

認定を申請していない(n＝2,426) 1.6 1.2 3.4 2.1 10.3 2.8 2.3 1.4 1.7 0.7 0.9 4.0 0.8 6.6 

認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された

(n=26) 
7.7 0.0 7.7 7.7 23.1 15.4 0.0 7.7 0.0 0.0 3.8 3.8 0.0 15.4 

要支援 1(n=102) 11.8 10.8 8.8 5.9 15.7 30.4 10.8 18.6 7.8 5.9 4.9 8.8 1.0 10.8 

要支援 2(n=63) 7.9 17.5 19.0 17.5 15.9 30.2 20.6 15.9 7.9 9.5 6.3 11.1 4.8 17.5 

要介護 1(n=63) 7.9 17.5 11.1 3.2 7.9 12.7 12.7 20.6 4.8 11.1 4.8 6.3 1.6 9.5 

要介護 2(n=62) 14.5 25.8 9.7 4.8 11.3 24.2 11.3 24.2 9.7 12.9 6.5 9.7 4.8 12.9 

要介護 3(n=48) 16.7 31.3 14.6 18.8 20.8 22.9 27.1 31.3 8.3 39.6 10.4 12.5 4.2 12.5 

要介護 4(n=56) 16.1 17.9 12.5 8.9 12.5 14.3 25.0 19.6 7.1 42.9 14.3 14.3 3.6 10.7 

要介護 5(n=31) 12.9 25.8 16.1 12.9 9.7 29.0 25.8 22.6 3.2 48.4 16.1 9.7 6.5 16.1 

認定を申請中(n=28) 7.1 3.6 7.1 3.6 10.7 17.9 7.1 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 7.1 

わからない(n=62) 1.6 0.0 3.2 1.6 21.0 4.8 6.5 3.2 1.6 3.2 0.0 1.6 0.0 8.1 

※全体上位20項目に着色 
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【今後の日常生活支援サービスの利用意向】 

 

日常生活を支援するサービスについて今後の利用意向は、「今後、利用したい（利用し続

けたい）」サービスは、「⑥外出支援」が32.2％と最も高く、次いで「③食材・日用品などの

宅配サービス」が27.4％、「⑨緊急通報装置の設置」が27.1％となっています。 
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21.9

27.1
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32.2

24.1

23.6
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16.5

15.9

16.9
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6.9
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8.9
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42.8
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36.7
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34.0

34.5

32.0

34.5

34.4

32.2
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31.9

31.7

31.3

32.3

31.9

31.0

32.7

32.7

32.3

32.3
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑭墓の管理

⑬残存家財の片づけの契約（生前に費用を預ける）

⑫葬儀の実施の契約（生前に費用を預ける）

⑪身元保証サービス（入院時や施設入居時の）

⑩訪問理美容

⑨緊急通報装置の設置

⑧定期的な訪問（安否確認、話し相手など）

⑦通院などの際の付き添い

⑥外出支援（タクシー代の補助、車での送迎など）

⑤可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し

④簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど

③食材・日用品などの宅配サービス

②家事援助（掃除、洗濯、買い物など）

①配食サービス（弁当の宅配）

n=3,161

今後、

利用したい（利用し続けたい）

今後、

利用したくない

わからない 不明



 

36 

  今後利用したいサービスについて、性別・年齢別でみると、男性では「⑥外出支援」「⑨緊急

通報装置の設置」に加え、65～69歳で「②食材・日用品などの宅配サービス」、85～89歳で「④

簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど」の割合が高くなっています。 

  また、女性の65～69歳で今後、利用したいサービスの割合が高い傾向がみられ、特に「③食

事・日用品などの宅配サービス」が42.6％と高くなっています。 

【性別・年齢別】×【今後の日常生活支援サービスの利用意向】            単位（％） 

今
後
、
利
用
し
た
い
（利
用
し
続
け
た
い
）
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・
日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 

簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 

外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 
緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

男
性 

全体(n=1,451) 22.1 21.5 24.2 21.8 23.6 28.9 21.0 20.7 27.2 20.8 12.7 13.9 11.9 12.2 

65～69 歳(n=297) 24.9 26.6 27.3 23.9 24.9 30.3 23.2 22.9 28.6 23.9 15.5 14.1 13.1 11.4 

70～74 歳(n=405) 23.2 21.5 26.4 23.0 23.7 29.6 21.5 20.0 26.7 20.7 13.3 15.1 12.3 12.3 

75～79 歳(n=354) 17.2 15.8 18.6 16.9 20.9 25.4 16.9 18.6 23.2 15.8 10.7 11.9 11.0 13.0 

80～84 歳(n=235) 26.4 22.6 26.4 23.8 25.5 31.5 20.9 21.3 30.6 24.3 11.5 14.5 10.6 8.5 

85～89 歳(n=121) 20.7 25.6 24.0 27.3 25.6 29.8 25.6 23.1 31.4 23.1 14.0 15.7 14.0 15.7 

90 歳以上(n=35) 5.7 11.4 11.4 5.7 14.3 22.9 20.0 20.0 25.7 14.3 8.6 11.4 8.6 20.0 

女
性 

全体(n=1,627) 25.7 26.0 30.8 25.5 25.0 35.9 23.7 21.3 27.8 23.5 9.2 10.1 9.3 8.7 

65～69 歳(n=319) 34.2 31.3 42.6 32.9 30.1 42.0 28.2 23.5 35.7 27.9 12.9 11.9 12.5 10.0 

70～74 歳(n=390) 29.5 28.7 35.1 28.5 28.7 40.0 27.4 24.9 32.3 25.6 9.7 11.0 8.7 7.7 

75～79 歳(n=387) 22.0 22.2 26.4 22.7 21.4 31.0 22.2 18.3 21.4 19.6 8.0 8.3 9.3 7.2 

80～84 歳(n=265) 20.8 21.5 24.5 22.3 22.6 34.7 17.0 16.6 25.7 18.9 7.5 9.4 9.1 9.8 

85～89 歳(n=154) 26.6 33.8 31.2 24.7 26.0 35.1 25.3 26.6 26.0 26.0 7.8 11.0 7.8 11.7 

90 歳以上(n=102) 10.8 12.7 9.8 11.8 13.7 23.5 16.7 15.7 18.6 25.5 4.9 7.8 3.9 6.9 

※男女別上位10項目に着色 
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  今後利用したいサービスについて、世帯構成別でみると、すべての世帯構成で「⑥外出支援」

の割合が最も高くなっています。また、ひとり暮らし、親子の二世代、その他で「⑨緊急通報

装置の設置」、夫婦のみ、親・子・孫の三世代で「③食材・日用品などの宅配サービス」の割合

が高くなっています。 

【世帯構成別】×【今後の日常生活支援サービスの利用意向】              単位（％） 

今
後
、
利
用
し
た
い
（利
用
し
続
け
た
い
）
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・
日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 

簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 

外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 
緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

ひとり暮らし(n=585) 26.3 28.9 29.7 26.8 27.0 35.2 24.1 24.8 30.1 20.3 14.7 13.8 12.8 11.1 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 28.5 26.9 32.0 28.3 28.1 35.2 24.8 23.7 29.7 25.0 12.1 13.0 13.4 10.9 

親子の二世代(n=895) 19.9 20.0 23.8 19.4 19.6 29.6 19.6 16.8 25.0 20.0 7.7 10.1 6.4 9.6 

親・子・孫の三世代(n=256) 13.7 14.1 18.4 12.1 16.4 23.0 13.3 13.3 17.6 16.4 5.1 7.8 5.1 7.4 

その他(n=143) 18.9 18.9 20.3 18.9 21.0 29.4 23.8 19.6 25.2 23.8 13.3 11.2 9.1 9.8 

※上位２項目に着色 
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  今後利用したいサービスについて、要介護・要支援認定別でみると、認定を申請していない、

認定を申請したが「非該当（自立）」と認定された、要支援１～要介護１で「⑥外出支援」の割

合が高く、要介護２では「⑧定期的な訪問」、要介護４、５では「⑩訪問理美容」、わからない

では「⑨緊急通報装置の設置」の割合が高くなっています。なお、要介護３では「②家事援助」

「⑥外出支援」「⑧定期的な訪問」「⑩訪問理美容」がそれぞれ 29.2％となっており、認定を申

請中では「④簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど」「⑥外出支援」がそれぞれ

42.9％となっています。 

【要介護・要支援認定別】×【今後の日常生活支援サービスの利用意向】        単位（％） 

今
後
、
利
用
し
た
い
（利
用
し
続
け
た
い
）
サ
ー
ビ
ス 

① 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

② 

家
事
援
助 

③ 

食
材
・
日
用
品
な
ど
の
宅
配
サ
ー
ビ
ス 

④ 

簡
単
な
家
の
修
繕
、
電
球
の
交
換
、
部
屋
の
模
様
替
え
な
ど 

⑤ 

可
燃
ゴ
ミ
・び
ん
・缶
な
ど
の
ゴ
ミ
出
し 

⑥ 
外
出
支
援 

⑦ 

通
院
な
ど
の
際
の
付
き
添
い 

⑧ 

定
期
的
な
訪
問 

⑨ 

緊
急
通
報
装
置
の
設
置 

⑩ 

訪
問
理
美
容 

⑪ 

身
元
保
証
サ
ー
ビ
ス 

⑫ 

葬
儀
の
実
施
の
契
約 

⑬ 

残
存
家
財
の
片
づ
け
の
契
約 

⑭ 

墓
の
管
理 

認定を申請していない(n＝2,426) 25.4 24.2 29.3 24.6 25.5 33.2 22.5 20.6 28.4 21.8 11.1 12.3 10.9 10.3 

認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された

(n=26) 
34.6 42.3 34.6 38.5 34.6 57.7 34.6 38.5 42.3 42.3 26.9 19.2 15.4 15.4 

要支援 1(n=102) 25.5 26.5 24.5 20.6 24.5 42.2 27.5 26.5 28.4 20.6 9.8 7.8 7.8 11.8 

要支援 2(n=63) 19.0 30.2 28.6 23.8 31.7 42.9 33.3 27.0 33.3 27.0 9.5 12.7 11.1 14.3 

要介護 1(n=63) 17.5 22.2 20.6 17.5 15.9 31.7 22.2 27.0 19.0 19.0 9.5 7.9 7.9 7.9 

要介護 2(n=62) 22.6 30.6 22.6 22.6 17.7 30.6 24.2 33.9 30.6 32.3 8.1 14.5 9.7 14.5 

要介護 3(n=48) 16.7 29.2 14.6 22.9 22.9 29.2 27.1 29.2 20.8 29.2 8.3 8.3 6.3 10.4 

要介護 4(n=56) 8.9 14.3 14.3 14.3 10.7 12.5 17.9 14.3 12.5 35.7 8.9 12.5 5.4 10.7 

要介護 5(n=31) 19.4 19.4 25.8 19.4 16.1 29.0 19.4 16.1 12.9 38.7 9.7 3.2 6.5 6.5 

認定を申請中(n=28) 32.1 32.1 35.7 42.9 17.9 42.9 25.0 32.1 32.1 28.6 21.4 14.3 10.7 7.1 

わからない(n=62) 21.0 22.6 22.6 21.0 22.6 21.0 21.0 16.1 32.3 19.4 14.5 17.7 12.9 14.5 

※上位２項目に着色 
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４．認知症 

問 16 「認知症」について、以下の項目であてはまるものに○をつけてください。    

【○は①から③まで、それぞれ１つずつ】 

〈①認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、進行を遅らせたり症状を軽くできた

りすることを知っていますか。〉 

  認知症の進行を遅らせたり、症状を軽くできたりすることについて、「知っている」が 76.8％、

「知らない」が 18.7％となっています。 

  性別でみると、男女とも 90 歳未満では「知っている」が 7 割程度となっていますが、90 歳

以上では、男性が 48.6％、女性が 56.9％となっています。 

  健康状態別では、健康状態に関わらず、６割以上が「知っている」と回答しています。 

 

【①認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、 

進行を遅らせたり症状を軽くできたりすることを知っているか】 

 

 

 

 

 

 

                        単位（％） 

  知っている 知らない 不明 

【性別・年齢別】 

×【認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、進行を遅らせたり症状を軽くできたりすることを知っているか】 

男
性 

全体(n=1,451) 74.6 21.3 4.1 

65～69 歳(n=297) 79.8 18.5 1.7 

70～74 歳(n=405) 73.6 22.7 3.7 

75～79 歳(n=354) 77.7 19.8 2.5 

80～84 歳(n=235) 71.5 22.6 6.0 

85～89 歳(n=121) 69.4 22.3 8.3 

90 歳以上(n=35) 48.6 34.3 17.1 

女
性 

全体(n=1,627) 79.9 16.0 4.1 

65～69 歳(n=319) 88.7 8.5 2.8 

70～74 歳(n=390) 85.1 12.1 2.8 

75～79 歳(n=387) 78.6 16.3 5.2 

80～84 歳(n=265) 76.6 18.5 4.9 

85～89 歳(n=154) 72.7 22.1 5.2 

90 歳以上(n=102) 56.9 38.2 4.9 

【健康状態別】 

×【認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、進行を遅らせたり症状を軽くできたりすることを知っているか】 

良い(n=590) 84.7 12.4 2.9 

まあ良い(n=653) 79.5 15.8 4.7 

普通(n=1,255) 76.3 19.8 4.0 

あまり良くない(n=487) 69.4 25.7 4.9 

良くない(n=132) 65.9 25.8 8.3 

※不明を除く、上位１項目に着色 

76.8 18.7 4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

知っている 知らない 不明
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〈②認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、本人は多くの不安や混乱を抱える

ことを知っていますか。〉 

  認知症になった本人は多くの不安や混乱を抱えることについては、「知っている」が 61.8％、

「知らない」が 32.6％となっており、①の設問と比較して認知度は低くなっています。 

  性別でみると、「知っている」割合は、男性の 85～89 歳で 66.9％、女性の 65～69 歳で 77.4％

と高くなっています。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに「知っている」割合が減少しており、良くないで

は 47.7％と半数以下となっています。 

 

【②認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、 

本人は多くの不安や混乱を抱えることを知っているか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           単位（％） 

    知っている 知らない 不明 

【性別・年齢別】×【認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、本人は多くの不安や混乱を抱えることを知っているか】 

男
性 

全体(n=1,451) 55.8 39.6 4.5 

65～69 歳(n=297) 56.2 42.1 1.7 

70～74 歳(n=405) 52.8 43.0 4.2 

75～79 歳(n=354) 58.8 37.6 3.7 

80～84 歳(n=235) 53.2 40.0 6.8 

85～89 歳(n=121) 66.9 24.8 8.3 

90 歳以上(n=35) 34.3 51.4 14.3 

女
性 

全体(n=1,627) 68.0 26.4 5.7 

65～69 歳(n=319) 77.4 18.8 3.8 

70～74 歳(n=390) 72.1 23.3 4.6 

75～79 歳(n=387) 66.9 26.9 6.2 

80～84 歳(n=265) 64.9 27.5 7.5 

85～89 歳(n=154) 58.4 35.1 6.5 

90 歳以上(n=102) 50.0 44.1 5.9 

【健康状態別】×【認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、本人は多くの不安や混乱を抱えることを知っているか】 

良い(n=590) 71.2 25.4 3.4 

まあ良い(n=653) 64.0 29.6 6.4 

普通(n=1,255) 61.0 33.9 5.2 

あまり良くない(n=487) 54.0 40.5 5.5 

良くない(n=132) 47.7 42.4 9.8 

※不明を除く、上位１項目に着色 

61.8 32.6 5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

知っている 知らない 不明
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〈③認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や財産管理について誰かと話し合った

ことがありますか。〉 

  認知症になった場合の暮らし方などを誰かと話し合ったことがあるかについては、「話し合

ったことがある」が 25.0％、「話し合ったことはない」が 69.5％となっています。 

  性別でみると、「話し合ったことがある」割合は、男女とも 85～89 歳で最も高く、男性で

34.7％、女子で 32.5％となっています。 

  健康状態別では、健康状態に関わらず「話し合ったことはない」が６割以上となっています。 

 

【③認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や 

財産管理について誰かと話し合ったことがあるか】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           単位（％） 

  
話し合ったことがある 話し合ったことはない 不明 

【性別・年齢別】×【認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や財産管理について誰かと話し合ったことがあるか】 

男
性 

全体(n=1,451) 20.1 75.1 4.9 

65～69 歳(n=297) 16.2 81.5 2.4 

70～74 歳(n=405) 18.0 77.5 4.4 

75～79 歳(n=354) 19.2 77.1 3.7 

80～84 歳(n=235) 20.9 73.2 6.0 

85～89 歳(n=121) 34.7 52.9 12.4 

90 歳以上(n=35) 20.0 68.6 11.4 

女
性 

全体(n=1,627) 29.7 65.2 5.1 

65～69 歳(n=319) 25.4 71.2 3.4 

70～74 歳(n=390) 28.5 67.4 4.1 

75～79 歳(n=387) 32.8 61.5 5.7 

80～84 歳(n=265) 30.9 61.9 7.2 

85～89 歳(n=154) 32.5 61.7 5.8 

90 歳以上(n=102) 29.4 66.7 3.9 

【健康状態別】××【認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や財産管理について誰かと話し合ったことがあるか】 

良い(n=590) 28.0 68.5 3.6 

まあ良い(n=653) 23.1 70.6 6.3 

普通(n=1,255) 24.1 71.0 4.9 

あまり良くない(n=487) 27.1 67.6 5.3 

良くない(n=132) 22.7 67.4 9.8 

※不明を除く、上位１項目に着色 

25.0 69.5 5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

話し合ったことがある 話し合ったことはない 不明
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問 17 認知症について気になっていること、不安に感じていることは何ですか。     

【○はいくつでも】 

  認知症について気になっていること、不安に感じていることは、「家族や周囲にどのくらい

負担がかかるか」が 43.0％と最も高く、次いで「医療や介護にどのくらい費用がかかるか」が

41.5％、「買い物や家事など日常生活を続けられるか」が 34.7％となっています。 

  性別で比べると、ほとんどの項目において男性よりも女性の方が不安に感じる割合が高くな

っていますが、「どこに相談、受診すればよいか」については女性より男性の割合が高くなっ

ています。 

  健康状態別では、健康状態に関わらず、「家族や周囲にどのくらい負担がかかるか」「医療や

介護にどのくらい費用がかかるか」の割合が高くなっており、加えて、良くないでは「どこに

相談、受診すればよいか」の割合が他の健康状態に比べて高い傾向がみられます。 

 

【認知症について不安に感じていること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.0

41.5

34.7

32.6

27.7

27.0

23.6

20.3

17.6

17.2

1.2

17.0

10.4

7.5

0％ 20％ 40％ 60％

家族や周囲にどのくらい負担がかかるか

医療や介護にどのくらい費用がかかるか

買い物や家事など日常生活を続けられるか

自分の性格や行動がどのように変わるか

どこに相談、受診すればよいか

お金や通帳の管理ができるか

予防策や進行を遅らせる対策があるか

自分を介護してくれる人がいるか

詐欺などの犯罪に巻き込まれないか

友人・知人との交流を続けられるか

その他

特にない

わからない

無回答

n=3,161
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                                           単位（％） 
 

家
族
や
周
囲
に
ど
の
く
ら
い
負
担
が
か
か
る
か 

医
療
や
介
護
に
ど
の
く
ら
い
費
用
が
か
か
る
か 

買
い
物
や
家
事
な
ど
日
常
生
活
を
続
け
ら
れ
る
か 

自
分
の
性
格
や
行
動
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か 

ど
こ
に
相
談
、
受
診
す
れ
ば
よ
い
か 

お
金
や
通
帳
の
管
理
が
で
き
る
か 

予
防
策
や
進
行
を
遅
ら
せ
る
対
策
が
あ
る
か 

自
分
を
介
護
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
か 

詐
欺
な
ど
の
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
か 

友
人
・
知
人
と
の
交
流
を
続
け
ら
れ
る
か 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【認知症について不安に感じていること】 

男
性 

全体(n=1,451) 40.1 41.2 30.5 28.9 30.5 26.5 22.0 19.2 16.3 16.6 1.0 20.7 10.3 6.5 

65～69 歳(n=297) 41.8 41.4 26.6 36.4 32.0 27.3 21.5 19.9 19.5 16.5 1.0 24.9 9.1 2.0 

70～74 歳(n=405) 41.5 39.8 29.6 28.6 29.4 26.2 20.7 18.0 16.3 18.3 1.2 20.2 12.3 4.9 

75～79 歳(n=354) 39.3 43.8 30.8 27.4 31.4 23.2 20.3 17.8 13.8 16.1 0.6 19.2 11.0 5.6 

80～84 歳(n=235) 38.7 42.1 35.7 23.4 32.8 29.4 28.1 20.9 16.6 17.4 1.3 17.9 6.8 10.2 

85～89 歳(n=121) 36.4 37.2 31.4 28.1 27.3 30.6 18.2 24.0 13.2 13.2 0.8 19.8 7.4 15.7 

90 歳以上(n=35) 37.1 31.4 22.9 25.7 17.1 20.0 25.7 11.4 20.0 11.4 0.0 28.6 20.0 14.3 

女
性 

全体(n=1,627) 46.3 42.1 39.0 36.3 25.8 27.7 25.3 21.3 19.2 18.0 1.4 13.5 10.4 7.9 

65～69 歳(n=319) 53.0 48.0 42.9 44.2 26.0 29.8 24.1 21.0 22.3 17.6 0.3 11.9 6.6 3.8 

70～74 歳(n=390) 53.1 44.1 41.0 40.8 29.2 29.2 27.7 23.6 20.3 16.4 0.8 14.4 5.6 5.4 

75～79 歳(n=387) 44.2 41.6 41.1 33.9 23.8 27.1 26.1 22.5 16.3 20.2 1.3 13.4 10.1 9.8 

80～84 歳(n=265) 43.0 43.4 42.6 34.3 30.2 27.2 30.2 19.2 19.2 19.2 1.9 10.9 15.1 12.8 

85～89 歳(n=154) 44.2 39.6 33.1 28.6 22.7 31.2 20.8 21.4 23.4 20.1 2.6 13.6 13.0 8.4 

90 歳以上(n=102) 22.5 20.6 9.8 21.6 12.7 14.7 11.8 13.7 10.8 10.8 4.9 22.5 26.5 8.8 

【健康状態別】×【認知症について不安に感じていること】 

良い(n=590) 35.9 30.5 26.8 28.6 19.2 21.7 19.7 15.3 13.9 15.4 0.5 29.2 8.3 6.6 

まあ良い(n=653) 44.9 40.6 33.5 35.2 27.7 28.5 24.2 20.4 18.1 19.8 1.1 14.9 8.9 8.1 

普通(n=1,255) 44.9 44.0 37.8 33.8 29.0 27.3 22.9 19.4 17.2 16.3 1.0 15.5 12.0 7.0 

あまり良くない(n=487) 46.8 48.7 40.5 34.1 32.9 32.2 29.4 29.2 23.0 19.3 2.3 9.7 11.5 7.6 

良くない(n=132) 36.4 46.2 27.3 22.0 36.4 23.5 21.2 18.9 16.7 14.4 4.5 17.4 8.3 9.1 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 18 「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度を知っていますか。また、今

後利用したいと思いますか。【○は①から④まで、それぞれ１つずつ】 

【「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度を知っているか】 

  制度について知っているかは、「①成年後見制度」は「知っている」が 29.7％、「中身は知ら

ないが、言葉は聞いたことがある」が 26.9％、「知らない」が 27.8％となっています。 

 「②日常生活自立支援事業」については「知っている」が 15.2％、「中身は知らないが、言葉

は聞いたことがある」が 29.6％、「知らない」が 38.8％となっています。 

  性別・年齢別でみると、どちらの制度についても、男性に比べ女性の方が認知度が高い傾向

にあり、年齢が上がるにつれて認知度が低くなる傾向にあります。 

  健康状態別では、どちらの制度についても、あまり良くないで「知っている」割合が低くな

っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.2

29.7

29.6

26.9

38.8

27.8

16.5

15.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

②日常生活自立支援事業

①成年後見制度

知っている 中身は知らないが、言葉は聞いたことがある 知らない 不明

※成年後見制度とは 

 認知症などにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、本人の意思を尊重

しながら財産管理や生活に必要な契約を結ぶ援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法

律的に支援する制度です。 

※日常生活自立支援事業とは 

 判断能力に不安がある方を対象として、福祉サービスの利用についての相談や手続の支援、

日常の金銭管理の支援を行う制度です。 
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                                           単位（％） 

知っている ①成年後見制度 
②日常生活自立支援

事業 

【性別・年齢別】×【制度を知っている】 

男
性 

全体(n=1,451) 27.5 13.3 

65～69 歳(n=297) 32.3 15.5 

70～74 歳(n=405) 31.6 14.8 

75～79 歳(n=354) 24.6 12.1 

80～84 歳(n=235) 22.1 10.6 

85～89 歳(n=121) 24.8 14.0 

90 歳以上(n=35) 11.4 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 32.1 17.2 

65～69 歳(n=319) 45.1 22.6 

70～74 歳(n=390) 34.9 20.5 

75～79 歳(n=387) 33.6 17.8 

80～84 歳(n=265) 26.8 14.7 

85～89 歳(n=154) 17.5 10.4 

90 歳以上(n=102) 12.7 3.9 

【健康状態別】×【制度を知っている】 

良い(n=590) 39.3 23.7 

まあ良い(n=653) 35.4 17.9 

普通(n=1,255) 26.2 12.1 

あまり良くない(n=487) 22.6 9.9 

良くない(n=132) 25.0 15.9 
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【「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度を今後利用したいか】 

  制度について今後利用したいかは、「③成年後見制度」を「利用したい」が 10.1％、「利用し

たいと思わない」が 23.5％、「既に利用している」が 0.4％、「わからない」が 50.2％となって

います。 

 「④日常生活自立支援事業」については「利用したい」が 17.5％、「利用したいと思わない」

が 14.2％、「既に利用している」が 0.3％、「わからない」が 52.3％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも「④日常生活自立支援事業」を「利用したい」が約２割と

なっています。男性の 85～89 歳で、どちらの制度についても「利用したい」割合が高くなっ

ており、女性では 65～69 歳で、どちらの制度についても「利用したい」割合が高くなってい

ます。 

  健康状態別では、健康状態に関わらず、全体と同様の傾向がみられ「③成年後見制度」が約

1 割、「④日常生活自立支援事業」が約 2 割となっています。 

  認知度別の利用意向をみると、「成年後見制度」では、知っていて「利用したいと思わない」

割合が 44.1％と高くなっています。「日常生活自立支援事業」では、知っている方が「利用し

たい」割合が高い傾向がみられます。 
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23.5
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0.4

52.3

50.2

15.8

15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

④日常生活自立支援事業

③成年後見制度

利用したい 利用したいと思わない 既に利用している わからない 不明
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                                           単位（％） 

利用したい ③成年後見制度 
④日常生活自立支援

事業 

【性別・年齢別】×【制度を今後利用したい】 

男
性 

全体(n=1,451) 10.8 16.7 

65～69 歳(n=297) 11.8 19.9 

70～74 歳(n=405) 11.6 15.3 

75～79 歳(n=354) 9.3 13.8 

80～84 歳(n=235) 8.9 17.9 

85～89 歳(n=121) 14.0 22.3 

90 歳以上(n=35) 8.6 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 9.5 18.3 

65～69 歳(n=319) 15.0 25.4 

70～74 歳(n=390) 8.2 21.0 

75～79 歳(n=387) 9.3 17.6 

80～84 歳(n=265) 7.9 15.8 

85～89 歳(n=154) 8.4 11.7 

90 歳以上(n=102) 2.9 4.9 

【健康状態別】×【制度を今後利用したい】 

良い(n=590) 10.3 18.1 

まあ良い(n=653) 9.2 17.3 

普通(n=1,255) 9.9 16.0 

あまり良くない(n=487) 10.9 19.9 

良くない(n=132) 12.9 22.0 

 

【制度を知っている】×【制度を今後利用したい】                        単位（％） 
 

利
用
し
た
い 

利
用
し
た
い
と
思
わ
な
い 

既
に
利
用
し
て
い
る 

わ
か
ら
な
い 

不
明 

【成年後見制度】 

知っている(n=940) 13.5 44.1 1.0 38.6 2.8 

中身は知らないが、言葉は聞いたことがある(n=849) 14.0 24.6 0.2 58.3 2.8 

知らない(n=880) 7.7 10.9 0.0 77.8 3.5 

【日常生活自立支援事業】 

知っている(n=480) 29.0 27.9 0.8 40.8 1.5 

中身は知らないが、言葉は聞いたことがある(n=935) 23.5 18.1 0.1 55.8 2.5 

知らない(n=1,226) 13.9 10.8 0.2 72.7 2.4 

※不明を除く、上位１項目に着色 
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５．住まい 

問 19 現在お住いの住宅は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

  回答者が現在住んでいる住宅は、「持家一戸建て（親族所有を含む）」が85.4％と最も高く、

次いで「民間賃貸マンション・アパート」が2.3％、「公営住宅（市営・県営）」が2.2％となっ

ています。 

  年齢別でみると、すべての年代で持家一戸建てが最も高くなっています。次いで、65～74歳

では「民間賃貸マンション・アパート」、75～84歳では「公営住宅」、85～89歳では「高齢者

向け住宅」、90歳以上では「特別養護老人ホーム」と「高齢者向け住宅」の割合が高くなって

います。 

  地域別でも、各地域で持家一戸建てが最も高くなっていて、次いで北・三郷、東、境では「民

間賃貸一戸建て」、殖蓮、宮郷では「民間賃貸マンション・アパート」、北・三郷、南・茂呂、

名和、豊受では「公営住宅」、赤堀では「高齢者向け住宅」の割合が高くなっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らし、その他で「持家一戸建て」が約６割と他の世帯構成に比べ

やや低くなっています。また、ひとり暮らしで「民間賃貸マンション・アパート」、夫婦のみで

「公営住宅」、親子の二世代、親・子・孫の三世代で「民間賃貸戸建て」、その他で「高齢者向

け住宅」の割合が高くなっています。 

 

【住宅の種類】 

 

  

85.4

2.3

2.2

2.0

1.8

1.1

0.5

0.8

3.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

持家一戸建て（親族所有を含む）

民間賃貸マンション・アパート

公営住宅（市営・県営）

民間賃貸一戸建て

高齢者向け住宅（有料老人ホーム・サービ

ス付き高齢者向け住宅・ケアハウスなど）

特別養護老人ホーム

持家マンション（親族所有を含む）

その他

不明

n=3,161
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                              単位（％） 

  

持
家
一
戸
建
て 

民
間
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
・ア
パ
ー
ト 

公
営
住
宅 

民
間
賃
貸
一
戸
建
て 

高
齢
者
向
け
住
宅 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム 

持
家
マ
ン
シ
ョ
ン 

そ
の
他 

不
明 

【年齢別】×【住宅の種類】 

65～69 歳(n=621) 88.7 3.1 1.6 1.6 0.3 0.3 1 1 2.4 

70～74 歳(n=800) 88.4 2.6 2.4 2.4 0.5 0 0.5 0.4 2.9 

75～79 歳(n=754) 86.7 2.7 3.1 1.7 1.3 0.4 0.4 0.7 3.1 

80～84 歳(n=515) 85.6 1.4 2.1 1.9 1.4 1 0.6 0.4 5.6 

85～89 歳(n=285) 76.5 1.4 2.1 2.8 5.3 2.8 0.4 2.8 6 

90 歳以上(n=145) 69.7 0.7 0 0.7 11 11.7 0 0.7 5.5 

【地域別】×【住宅の種類】 

北・三郷(n=376) 81.1 2.7 2.9 2.9 2.4 1.6 0.8 1.6 4 

南・茂呂(n=357) 80.7 3.1 3.9 2.8 0.8 2 1.7 0.8 4.2 

殖蓮(n=333) 86.2 3.9 2.7 1.2 0.9 1.2 0.3 0.3 3.3 

宮郷(n=344) 85.8 2.9 1.5 1.5 2.6 2.6 0.3 0.6 2.3 

名和(n=322) 86 2.8 3.7 1.6 1.2 0.3 0.6 0.3 3.4 

豊受(n=361) 86.1 1.7 3.6 1.7 1.1 0 0 0.6 5.3 

赤堀(n=309) 88.7 1.6 0.3 1.9 3.6 0.6 0.3 1 1.9 

東(n=377) 89.1 1.6 0 2.1 1.3 0.8 0 1.6 3.4 

境(n=349) 89.7 0.6 1.1 1.7 1.1 0.6 0.6 0.3 4.3 

【世帯構成別】×【住宅の種類】 

ひとり暮らし(n=585) 69.4 8.4 7.7 3.6 3.4 1.5 0.7 1.9 3.4 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 90.5 1 1.7 1.4 0.2 0.2 0.5 0.3 4.3 

親子の二世代(n=895) 91.2 1.3 0.2 1.6 0.8 1 0.4 0.4 3 

親・子・孫の三世代(n=256) 90.2 0 0.4 2.7 0.4 2 0.4 0.4 3.5 

その他(n=143) 66.4 0 0 2.1 17.5 5.6 1.4 3.5 3.5 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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≪問 19 で「３．民間賃貸一戸建て」～「８．その他」を選択した方にお聞きします≫   

問 20 お住まいの月々の家賃または利用料を教えてください。【○は１つ】         

※家賃には、共益費を含みます。※利用料には、室料、共益費、生活支援サービス（安否確

認、食事提供、家事援助など）の費用を含みます。 

  住まいの月々の家賃または利用料は、「2～4万円」が21.8％と最も高く、次いで「4～6万円」

が19.0％、「2万円未満」が10.9％となっています。 

【家賃・利用料】 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 介護が必要になったときは、どこに住みたいですか。【○は１つ】         

※現在介護を受けている方は、今後の希望をお答えください。 

  介護が必要になったときどこに住みたいかは、「現在の住宅に住み続けたい」が45.2％と最

も高く、次いで「介護保険で入所できる施設（特別養護老人ホームなど）に入所したい」が24.6％、

「わからない」が14.1％となっています。 

  性別・年齢別では男女とも全体と同様の傾向になっています。加えて、女性では年齢が高く

なるにつれて、「現在の住宅に住み続けたい」割合が高くなる傾向がみられます。 

  世帯構成別では、親子の二世代で「現在の住宅に住み続けたい」割合が49.5％と最も高くな

っています。 

  住宅の種類別では、持家一戸建て、持家マンション、民間賃貸一戸建て、公営住宅で「現在

の住宅に住み続けたい」、民間賃貸マンション・アパートでは「わからない」、特別養護老人ホ

ーム、高齢者向け住宅、その他では「介護保険で入所できる施設に入所したい」の割合が最も

高くなっています。 

【要介護になったときの住まい】 
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14.1 4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

現在の住宅に住み続けたい
子供や親族の家、またはその近くの一般の住宅に移りたい
高齢者向け住宅（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど）に移りたい
介護保険で入所できる施設（特別養護老人ホームなど）に入所したい
その他
わからない
不明

10.9 21.8 19.0 10.6 8.4 10.0 5.6

0.6

13.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

2万円未満 2～4万円未満 4～6万円未満
6～8万円未満 8～10万円未満 10～15万円未満
15～20万円未満 20万円以上 不明
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                                           単位（％） 
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【性別・年齢別】×【要介護になったときの住まい】 

男
性 

全体(n=1,451) 50.3 1.2 8.2 22.6 0.9 12.8 4.0 

65～69 歳(n=297) 42.1 1.7 9.8 28.3 0.7 16.5 1.0 

70～74 歳(n=405) 48.6 1.0 7.9 21.7 1.0 14.8 4.9 

75～79 歳(n=354) 55.4 1.4 7.9 20.6 0.8 10.5 3.4 

80～84 歳(n=235) 53.6 0.4 8.9 20.0 0.4 11.1 5.5 

85～89 歳(n=121) 56.2 1.7 5.0 22.3 1.7 7.4 5.8 

90 歳以上(n=35) 45.7 0.0 8.6 22.9 2.9 11.4 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 40.6 1.3 9.7 26.8 1.4 14.9 5.3 

65～69 歳(n=319) 31.0 1.9 16.0 28.5 1.3 18.2 3.1 

70～74 歳(n=390) 39.7 1.3 10.0 28.7 1.5 13.8 4.9 

75～79 歳(n=387) 43.9 0.5 8.3 24.0 1.0 17.3 4.9 

80～84 歳(n=265) 45.7 1.1 6.0 28.7 0.4 13.2 4.9 

85～89 歳(n=154) 40.3 2.6 8.4 27.9 2.6 11.7 6.5 

90 歳以上(n=102) 48.0 1.0 5.9 19.6 2.9 9.8 12.7 

【世帯構成別】×【要介護になったときの住まい】 

ひとり暮らし(n=585) 36.1 2.6 11.1 26.7 1.5 16.1 6.0 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 47.4 1.0 10.3 24.5 0.7 11.8 4.3 

親子の二世代(n=895) 49.5 0.8 6.7 23.9 1.0 14.3 3.8 

親・子・孫の三世代(n=256) 44.9 0.8 7.4 22.7 0.8 16.4 7.0 

その他(n=143) 36.4 1.4 6.3 26.6 4.2 21.7 3.5 

【住宅の種類別】×【要介護になったときの住まい】 

持家一戸建て(n=2,700) 47.7 0.8 9.2 24.3 0.8 13.0 4.1 

持家マンション(n=17) 41.2 0.0 11.8 29.4 0.0 17.6 0.0 

民間賃貸一戸建て(n=63) 28.6 4.8 3.2 27.0 3.2 27.0 6.3 

民間賃貸マンション・アパート(n=73) 16.4 8.2 11.0 24.7 0.0 31.5 8.2 

公営住宅(n=69) 43.5 1.4 5.8 15.9 0.0 27.5 5.8 

特別養護老人ホーム(n=35) 8.6 11.4 2.9 48.6 8.6 17.1 2.9 

高齢者向け住宅(n=56) 14.3 0.0 19.6 30.4 5.4 16.1 14.3 

その他(n=25) 28.0 0.0 4.0 36.0 16.0 12.0 4.0 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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６．外出 

問 22 通常どれくらいの頻度で外出しますか。【○は１つ】 

  回答者の外出の頻度は、「週５日以上」が44.2％と最も高く、次いで「週２～３日程度」が

24.0％。「週４日程度」が14.7％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも年齢が上がるにつれ外出の頻度が減少しており、男性の90

歳以上、女性の85歳以上で「ほとんど外出しない」の割合が他の年代に比べて高くなっていま

す。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに外出の頻度が減少しており、良くないで「ほとん

ど外出しない」が34.8％と他の健康状態に比べ割合が高くなっています。 

  世帯構成別では、すべての世帯構成で「週５日以上」が約４割となっていますが、「ひとり暮

らし」や「その他」では、外出頻度が減少する傾向がみられます。 

  地域別では、全体と同様の傾向がみられます。 

 

【外出の頻度】 
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月1～2日程度

ほとんど外出しない

不明

n=3,161
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                                  単位（％） 

  週
5
日
以
上 

週
4
日
程
度 

週
2
～
3
日
程
度 

週
1
日
程
度 

月
1
～
2
日
程
度 

ほ
と
ん
ど
外
出
し
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【外出の頻度】 

男
性 

全体(n=1,451) 50.5 13.3 21.6 5.4 3.2 5.0 1.1 

65～69 歳(n=297) 66.0 7.7 15.5 6.4 2.7 1.7 0.0 

70～74 歳(n=405) 59.5 12.8 18.0 3.7 2.5 2.0 1.5 

75～79 歳(n=354) 46.6 17.8 21.2 5.6 3.1 5.1 0.6 

80～84 歳(n=235) 37.4 15.7 30.2 5.1 3.4 6.4 1.7 

85～89 歳(n=121) 28.1 12.4 28.9 7.4 7.4 12.4 3.3 

90 歳以上(n=35) 17.1 8.6 34.3 8.6 0.0 31.4 0.0 

女
性 

全体(n=1,627) 38.8 16.1 26.3 6.8 3.4 7.1 1.4 

65～69 歳(n=319) 58.0 14.4 17.9 7.2 1.9 0.3 0.3 

70～74 歳(n=390) 45.9 19.7 25.6 3.8 2.6 1.3 1.0 

75～79 歳(n=387) 41.3 17.3 26.4 5.4 3.1 4.7 1.8 

80～84 歳(n=265) 28.7 17.4 32.5 9.1 3.4 8.7 0.4 

85～89 歳(n=154) 13.0 14.3 33.8 12.3 5.8 18.8 1.9 

90 歳以上(n=102) 10.8 2.9 24.5 6.9 9.8 38.2 6.9 

【健康状態別】×【外出の頻度】 

良い(n=590) 61.5 13.4 18.0 3.7 0.8 1.9 0.7 

まあ良い(n=653) 49.9 16.4 21.6 3.5 2.9 4.6 1.1 

普通(n=1,255) 42.9 15.9 26.2 6.5 2.7 4.9 0.8 

あまり良くない(n=487) 27.5 12.9 30.8 10.5 7.4 8.2 2.7 

良くない(n=132) 16.7 7.6 22.0 6.8 9.1 34.8 3.0 

【世帯構成別】×【外出の頻度】 

ひとり暮らし(n=585) 38.8 14.2 28.7 7.5 3.6 5.8 1.4 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 47.3 16.1 24.8 5.4 2.6 3.0 0.9 

親子の二世代(n=895) 45.3 14.0 22.0 5.9 3.5 8.2 1.2 

親・子・孫の三世代(n=256) 44.1 13.7 20.7 7.0 5.1 6.6 2.7 

その他(n=143) 36.4 11.9 18.2 7.0 4.2 20.3 2.1 

【地域別】×【外出の頻度】 

北・三郷(n=376) 44.7 15.2 21.5 6.4 3.2 6.1 2.9 

南・茂呂(n=357) 44.8 13.2 26.3 5.6 3.6 5.9 0.6 

殖蓮(n=333) 40.5 14.4 28.2 7.2 2.7 6.3 0.6 

宮郷(n=344) 42.2 14.8 24.4 4.4 3.8 8.4 2.0 

名和(n=322) 46.6 14.9 24.5 6.2 1.6 4.3 1.9 

豊受(n=361) 46.0 15.2 24.7 5.0 3.0 5.8 0.3 

赤堀(n=309) 42.4 15.9 23.9 6.5 3.9 6.5 1.0 

東(n=377) 44.6 14.9 23.1 5.3 4.2 6.6 1.3 

境(n=349) 45.8 14.3 20.9 8.9 4.3 4.9 0.9 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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問 23 運転免許証は持っていますか。【○は１つ】 

  回答者の運転免許証の保有状況については、「持っている」が75.6％と最も高く、次いで「以

前は持っていたが、今は持っていない（返納した）」が13.6％、「持っていたことはない」が9.2％

となっています。 

  性別・年齢別でみると、「持っている」が男性全体では85.9％、女性全体では67.4％となって

おり、男性の方が高くなっています。男性では85歳以上、女性では80歳以上で「以前は持って

いたが、今は持っていない」の割合が増加しています。なお、女性の90歳以上では６割が「持

っていたことはない」と回答しています。 

  地域別では、すべての地域で「持っている」が７割程度となっています。 

  世帯構成別においては、夫婦のみの「持っている」が87.0％と最も高く、ひとり暮らし、そ

の他では「以前持っていたが、今は持っていない（返納した）」が２割程度となっています。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに「持っている」割合が減少し、良くないでは「以

前は持っていたが、今は持っていない（返納した）」が42.4％となっています。 

 

【運転免許証の有無】 

 

 

 

 

 

 

  

75.6 13.6 9.2 1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

持っている 以前は持っていたが、今は持っていない（返納した） 持っていたことはない 不明
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                                           単位（％） 

  

  

持
っ
て
い
る 

以
前
は
持
っ
て
い
た
が
、 

今
は
持
っ
て
い
な
い
（返
納
し
た
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持
っ
て
い
た
こ
と
は
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【運転免許証の有無】 

男
性 

全体(n=1,451) 85.9 11.1 1.7 1.3 

65～69 歳(n=297) 97.0 2.4 0.7 0.0 

70～74 歳(n=405) 92.3 4.0 1.7 2.0 

75～79 歳(n=354) 86.2 11.3 2.0 0.6 

80～84 歳(n=235) 80.4 17.0 0.9 1.7 

85～89 歳(n=121) 63.6 28.9 4.1 3.3 

90 歳以上(n=35) 28.6 65.7 2.9 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 67.4 15.4 15.6 1.7 

65～69 歳(n=319) 93.4 1.9 3.8 0.9 

70～74 歳(n=390) 87.7 5.9 5.6 0.8 

75～79 歳(n=387) 73.4 14.7 10.9 1.0 

80～84 歳(n=265) 52.5 22.3 24.5 0.8 

85～89 歳(n=154) 17.5 46.8 30.5 5.2 

90 歳以上(n=102) 2.0 29.4 60.8 7.8 

【地域別】×【運転免許証の有無】 

北・三郷(n=376) 70.2 15.7 11.2 2.9 

南・茂呂(n=357) 75.9 12.3 10.6 1.1 

殖蓮(n=333) 72.7 16.8 9.0 1.5 

宮郷(n=344) 76.2 13.7 8.7 1.5 

名和(n=322) 77.3 13.0 7.5 2.2 

豊受(n=361) 75.9 12.7 10.8 0.6 

赤堀(n=309) 76.7 13.6 8.1 1.6 

東(n=377) 78.5 11.9 8.2 1.3 

境(n=349) 79.4 12.3 7.2 1.1 

【世帯構成別】×【運転免許証の有無】 

ひとり暮らし(n=585) 65.5 20.0 12.6 1.9 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 87.0 7.6 4.4 1.0 

親子の二世代(n=895) 72.1 16.1 10.5 1.3 

親・子・孫の三世代(n=256) 68.4 14.5 14.8 2.3 

その他(n=143) 58.0 22.4 15.4 4.2 

【健康状態別】×【運転免許証の有無】 

良い(n=590) 88.3 6.8 3.7 1.2 

まあ良い(n=653) 81.3 11.2 5.8 1.7 

普通(n=1,255) 77.7 11.5 9.7 1.1 

あまり良くない(n=487) 59.5 22.4 15.6 2.5 

良くない(n=132) 39.4 42.4 15.2 3.0 

※不明を除く、上位１項目に着色 
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問 24 歩いていけない場所に行くときはどうしていますか。【○はいくつでも】 

  歩いていけない場所に行くときの移動手段については、「自分で車やバイクを運転」が 69.5％

と最も高く、次いで「家族や知人の車に乗せてもらう」が 30.6％、「自転車で行く」が 13.7％、

「タクシーを利用」が 7.3％となっています。 

性別・年齢別でみると、男女とも 84 歳以下では「自分で車やバイクを運転」の割合が高く、

85 歳以上では「家族や知人の車に乗せてもらう」割合が高くなっています。また、男性の 90

歳以上では「施設やお店の送迎」、女性の 80 歳以上では「タクシーを利用」、90 歳以上では「い

かない」の割合が他の年代に比べ高くなっています。 

  地域別では、全体と同様の傾向がみられますが、自転車やタクシーの利用状況は地区による

バラつきがみられます。 

  世帯構成別でも、全体と同様の傾向がみられますが、ひとり暮らしでは「タクシーを利用」、

その他では「施設やお店の送迎」の割合が他の世帯構成に比べて高くなっています。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに「自分で車やバイクを運転」の割合が減少し、「家

族や知人の車に乗せてもらう」割合が高くなっています。 

 

【移動手段】 
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無回答

n=3,161
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                                           単位（％） 

  

  

自
分
で
車
や
バ
イ
ク
を
運
転 

家
族
や
知
人
の
車
に
乗
せ
て
も
ら
う 

自
転
車
で
行
く 

タ
ク
シ
ー
を
利
用 

あ
お
ぞ
ら
バ
ス
を
利
用 

施
設
や
お
店
の
送
迎 

民
間
の
バ
ス
を
利
用 

地
域
の
送
迎
サ
ー
ビ
ス
を
利
用 

行
か
な
い 

そ
の
他 

無
回
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【性別・年齢別】×【移動手段】 

男
性 

全体(n=1,451) 79.9 20.7 16.1 5.0 3.9 2.8 2.4 0.8 2.2 1.4 1.2 

65～69 歳(n=297) 91.6 12.1 15.8 4.0 5.1 2.0 2.7 0.3 0.7 2.0 0.0 

70～74 歳(n=405) 86.9 15.8 15.1 3.5 3.2 1.2 1.2 1.0 0.7 0.5 1.7 

75～79 歳(n=354) 81.1 18.6 18.1 5.1 2.3 2.3 4.0 0.8 2.5 1.4 1.1 

80～84 歳(n=235) 71.9 29.8 15.7 7.2 6.0 3.0 2.1 0.4 3.4 0.0 1.7 

85～89 歳(n=121) 55.4 36.4 14.9 9.1 4.1 4.1 2.5 1.7 7.4 4.1 1.7 

90 歳以上(n=35) 25.7 60.0 20.0 2.9 2.9 25.7 0.0 2.9 2.9 5.7 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 61.2 39.3 11.3 9.1 4.7 3.6 1.8 1.0 3.1 2.0 1.9 

65～69 歳(n=319) 86.2 22.3 8.2 3.8 3.8 0.6 1.3 1.3 1.3 0.3 0.3 

70～74 歳(n=390) 82.1 30.8 10.0 4.1 3.3 0.8 2.8 0.5 1.5 1.0 2.1 

75～79 歳(n=387) 64.6 36.4 14.0 8.0 5.2 2.3 1.8 0.8 1.8 1.8 2.1 

80～84 歳(n=265) 46.8 51.3 14.3 15.8 6.8 4.5 1.5 0.8 3.4 3.4 1.1 

85～89 歳(n=154) 14.3 66.2 14.9 20.1 5.2 11.0 1.3 1.3 5.8 3.2 2.6 

90 歳以上(n=102) 2.0 64.7 2.0 12.7 4.9 13.7 2.0 2.9 14.7 5.9 5.9 

【地域別】×【移動手段】 

北・三郷(n=376) 63.8 35.1 18.9 10.6 4.5 6.1 2.7 1.3 2.9 2.1 2.1 

南・茂呂(n=357) 68.3 33.9 16.2 9.8 5.3 3.1 2.8 1.1 3.4 1.1 0.6 

殖蓮(n=333) 64.6 33.0 15.9 12.3 5.4 1.8 1.5 0.3 1.5 2.1 2.7 

宮郷(n=344) 70.3 27.3 12.5 6.7 2.6 4.9 1.7 0.9 3.5 0.3 1.7 

名和(n=322) 71.1 28.0 13.7 8.4 3.7 1.6 4.3 1.2 3.1 0.6 2.8 

豊受(n=361) 71.2 29.9 13.3 4.7 4.7 2.2 3.3 0.6 1.7 2.8 1.1 

赤堀(n=309) 71.8 29.8 5.2 4.2 3.9 3.9 1.0 0.6 3.6 1.9 1.3 

東(n=377) 72.4 27.9 10.6 4.0 4.0 2.1 1.1 1.3 3.4 3.2 1.1 

境(n=349) 73.6 30.9 16.3 5.2 4.6 1.7 0.9 0.6 1.1 0.9 1.1 

【世帯構成別】×【移動手段】 

ひとり暮らし(n=585) 59.3 31.8 17.1 16.4 7.5 4.4 2.9 1.4 3.1 1.9 1.0 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 80.5 23.1 13.7 5.1 4.0 1.3 2.2 0.8 2.2 1.3 1.6 

親子の二世代(n=895) 66.1 37.7 11.7 4.5 2.7 2.9 1.2 0.7 3.0 1.7 1.7 

親・子・孫の三世代(n=256) 62.1 43.0 12.1 8.2 3.9 2.3 2.3 1.2 2.7 2.3 2.3 

その他(n=143) 53.1 25.9 13.3 5.6 6.3 16.8 3.5 0.7 4.9 4.2 2.1 

【健康状態別】×【移動手段】 

良い(n=590) 83.9 20.7 14.4 5.8 4.6 1.4 3.1 0.8 1.4 1.0 1.0 

まあ良い(n=653) 76.1 25.9 16.8 6.4 4.1 2.9 2.6 0.9 1.5 1.8 1.2 

普通(n=1,255) 72.7 29.2 14.2 6.6 4.1 2.2 1.6 0.8 2.5 1.2 1.8 

あまり良くない(n=487) 49.1 45.4 9.9 10.9 6.2 6.2 2.1 1.4 4.5 1.6 1.8 

良くない(n=132) 25.8 54.5 4.5 8.3 0.0 9.8 0.0 0.0 10.6 8.3 2.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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７．コミュニケーション 

問 25 子供・親族・友人・ご近所の方と、どれくらいの頻度で交流（話す、会う、電話、メー

ルなど）していますか。【○は①から④まで、それぞれ１つずつ】 

交流の頻度について、「1週間に1回程度以上」ある割合についてみると、「①子供との交流」

では約6割、「②親族との交流」、「③友人との交流」、「④近所の方との交流」では約4割となっ

ています。 

 

【交流の頻度】 
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n=3,161

1週間に5回以上 1週間に2～4回程度

1週間に1回程度 2週間に1回程度

月に1回程度 年に数回程度

交流は全くない 子供や親族・友人・近所の方はいない

不明
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子供との交流については、男性よりも女性の方が交流の頻度が高い傾向にあります。 

【性別・年齢別】×【①子供との交流の頻度】                   単位（％） 

  1
週
間
に
1
回
以
上 

2
週
間
に
1
回
程
度 

月
に
1
回
程
度 

年
に
数
回
程
度 

交
流
は
全
く
な
い 

子
供
は
い
な
い 

不
明 

男
性 

全体(n=1,451) 56.3 5.9 9.2 8.5 3.7 5.3 11.1 

65～69 歳(n=297) 54.5 8.1 7.7 10.8 6.1 9.4 3.4 

70～74 歳(n=405) 55.6 5.7 9.4 8.1 4.2 6.7 10.4 

75～79 歳(n=354) 59.7 5.4 10.5 6.8 2.8 3.1 11.9 

80～84 歳(n=235) 57.5 5.5 6.8 8.1 3.0 3.4 15.7 

85～89 歳(n=121) 52.9 4.1 13.2 8.3 0.8 1.7 19.0 

90 歳以上(n=35) 48.5 5.7 5.7 17.1 2.9 0.0 20.0 

女
性 

全体(n=1,627) 64.5 6.3 7.1 4.3 2 3 12.8 

65～69 歳(n=319) 70.9 8.5 5.6 3.8 1.3 5.3 4.7 

70～74 歳(n=390) 67.2 4.6 9.0 5.9 1.3 1.8 10.3 

75～79 歳(n=387) 62.0 8.0 7.5 2.6 2.3 3.1 14.5 

80～84 歳(n=265) 60.7 4.9 8.7 4.2 1.9 0.8 18.9 

85～89 歳(n=154) 62.3 4.5 4.5 3.2 3.2 3.2 18.8 

90 歳以上(n=102) 58.8 5.9 3.9 7.8 2.9 4.9 15.7 

※不明を除く、上位２項目に着色 

  親族との交流の頻度については、男性よりも女性の方が若干交流の頻度が高い傾向にありま

す。 

【性別・年齢別】×【②親族との交流の頻度】                   単位（％） 

  1
週
間
に
1
回
以
上 

2
週
間
に
1
回
程
度 

月
に
1
回
程
度 

年
に
数
回
程
度 

交
流
は
全
く
な
い 

親
族
は
い
な
い 

不
明 

男
性 

全体(n=1,451) 37.7 4.8 13.5 24.8 5.4 1.4 12.3 

65～69 歳(n=297) 39.0 3.7 14.5 30.6 7.1 0.7 4.4 

70～74 歳(n=405) 37.8 4.0 14.3 27.4 4.9 1.5 10.1 

75～79 歳(n=354) 38.7 7.6 14.7 19.2 4.0 1.4 14.4 

80～84 歳(n=235) 35.3 4.3 14.0 19.1 5.5 1.3 20.4 

85～89 歳(n=121) 39.6 3.3 5.8 28.1 5.0 2.5 15.7 

90 歳以上(n=35) 28.6 5.7 5.7 28.6 14.3 0.0 17.1 

女
性 

全体(n=1,627) 41.8 8.3 13.1 17.2 4.4 1.2 14 

65～69 歳(n=319) 47.0 10.7 14.1 19.4 4.7 0.3 3.8 

70～74 歳(n=390) 49.5 7.4 12.1 17.2 2.6 1.0 10.3 

75～79 歳(n=387) 39.5 9.0 15.5 14.7 2.6 1.6 17.1 

80～84 歳(n=265) 38.5 6.4 12.8 17.0 3.4 0.0 21.9 

85～89 歳(n=154) 33.1 7.1 9.7 17.5 7.8 2.6 22.1 

90 歳以上(n=102) 29.4 7.8 10.8 17.6 14.7 3.9 15.7 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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友人との交流の頻度については、「1週間に1回以上」の割合は女性の方が高く、「2週間に1回

程度以下」では男性の割合が高い傾向が見られます。 

年齢別では、男女ともに85歳以上で「交流は全くない」の割合が高くなっています。 

【性別・年齢別】×【③友人との交流の頻度】                   単位（％） 

  1
週
間
に
1
回
以
上 

2
週
間
に
1
回
程
度 

月
に
1
回
程
度 

年
に
数
回
程
度 

交
流
は
全
く
な
い 

友
人
は
い
な
い 

不
明 

男
性 

全体(n=1,451) 36.6 7.7 13.4 16 13 2.1 11.2 

65～69 歳(n=297) 34.1 9.1 16.5 21.2 13.8 2.0 3.4 

70～74 歳(n=405) 38.0 8.1 12.8 20.5 11.4 1.7 7.4 

75～79 歳(n=354) 38.7 7.6 15.3 12.7 9.3 2.5 13.8 

80～84 歳(n=235) 42.1 4.3 11.5 10.6 12.3 1.7 17.4 

85～89 歳(n=121) 28.1 11.6 8.3 10.7 24.0 1.7 15.7 

90 歳以上(n=35) 14.3 2.9 5.7 8.6 28.6 2.9 37.1 

女
性 

全体(n=1,627) 45.1 7.6 11.4 13.2 9.5 1.2 12 

65～69 歳(n=319) 42.7 8.8 17.6 18.8 7.2 1.9 3.1 

70～74 歳(n=390) 47.9 9.2 12.3 18.2 4.1 0.3 7.9 

75～79 歳(n=387) 53.5 7.0 10.3 8.0 6.5 0.8 14.0 

80～84 歳(n=265) 45.7 7.2 9.4 10.2 9.1 0.4 18.1 

85～89 歳(n=154) 39.5 7.1 5.2 7.8 16.2 2.6 21.4 

90 歳以上(n=102) 17.6 2.0 8.8 10.8 39.2 4.9 16.7 

  近所の方との交流の頻度については、友人との交流と同様に、「1 週間に 1 回程度以上」の

割合は女性の方が高く、「2 週間に 1 回程度以下」では男性の割合が高い傾向が見られます。 

年齢別においても、友人との交流と同様に、男女ともに 85 歳以上で「交流は全くない」の

割合が高くなっています。 

【性別・年齢別】×【④近所の方との交流の頻度】                  単位（％） 

  
1
週
間
に
1
回
以
上 

2
週
間
に
1
回
程
度 

月
に
1
回
程
度 

年
に
数
回
程
度 

交
流
は
全
く
な
い 

近
所
の
方
は
い
な
い 

不
明 

男
性 

全体(n=1,451) 38.6 9.3 11.6 15.6 12.1 1.5 11.3 

65～69 歳(n=297) 34.0 10.4 13.1 22.6 15.8 1.3 2.7 

70～74 歳(n=405) 37.5 10.1 11.6 19.3 10.9 1.5 9.1 

75～79 歳(n=354) 41.6 8.2 13.6 11.9 9.9 1.4 13.6 

80～84 歳(n=235) 42.1 9.8 9.8 10.2 8.9 1.7 17.4 

85～89 歳(n=121) 41.3 7.4 9.1 9.1 15.7 1.7 15.7 

90 歳以上(n=35) 28.6 5.7 0.0 11.4 25.7 2.9 25.7 

女
性 

全体(n=1,627) 46.3 8.2 9.6 10 11.7 1.4 12.7 

65～69 歳(n=319) 42.3 11.6 15.7 12.9 11.9 1.6 4.1 

70～74 歳(n=390) 49.5 7.9 8.5 14.1 9.2 0.3 10.5 

75～79 歳(n=387) 53.7 8.3 7.8 7.5 6.2 1.6 15.0 

80～84 歳(n=265) 51.0 7.5 6.4 8.7 10.2 0.0 16.2 

85～89 歳(n=154) 38.3 6.5 10.4 3.2 16.2 3.2 22.1 

90 歳以上(n=102) 19.6 3.9 9.8 6.9 39.2 5.9 14.7 

※不明を除く、上位２項目に着色 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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世帯構成別に各交流の頻度をみると、ひとり暮らしでは、「１週間に１回以上」は３割から

４割程度となっており、「交流なし」（「交流は全くない」＋「いない」の合計）は１割以上あり

ます。その他の世帯では、「１週間に１回以上」は３割程度で、「交流なし」も１割から２割以

上あります。 

【世帯構成別】×【各交流の頻度】                        単位（％） 

  

1
週
間
に
1
回
以
上 

2
週
間
に
1
回
程
度 

月
に
1
回
程
度 

年
に
数
回
程
度 

交
流
は
全
く
な
い 

子
供
や
親
族
・友
人
・ 

近
所
の
方
は
い
な
い 

不
明 

【ひとり暮らし(n=585)】 

①子供との交流 45.4 6.0 7.7 5.8 5.5 9.6 20.0 

②親族との交流 30.8 6.7 12.5 19.3 8.9 2.1 19.8 

③友人との交流 43.3 7.2 10.8 9.2 12.1 2.1 15.4 

④近所との交流 39.3 8.4 7.4 10.6 13.7 2.4 18.3 

【夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251)】 

①子供との交流 55.0 9.0 12.5 8.5 2.2 2.9 9.8 

②親族との交流 38.3 7.2 15.8 23.7 3.4 1.0 10.6 

③友人との交流 41.2 8.6 13.9 16.8 8.3 1.4 9.8 

④近所との交流 45.4 10.6 11.9 13.2 8.7 0.9 9.4 

【親子の二世代(n=895)】 

①子供との交流 77.9 3.1 3.6 3.5 1.1 1.1 9.7 

②親族との交流 46.7 5.6 11.1 19.3 4.1 0.7 12.5 

③友人との交流 40.9 6.7 12.3 15.0 13.1 0.8 11.3 

④近所との交流 42.0 6.9 11.4 13.4 13.1 0.8 12.4 

【親・子・孫の三世代(n=256)】 

①子供との交流 77.8 2.7 2.0 3.9 1.2 0.4 12.1 

②親族との交流 50.0 6.3 10.5 14.8 2.7 1.2 14.5 

③友人との交流 43.7 7.8 8.6 12.1 10.9 1.6 15.2 

④近所との交流 41.0 9.0 7.0 12.5 15.2 0.8 14.5 

【その他(n=143)】 

①子供との交流 33.6 4.9 10.5 7.7 7.7 16.1 19.6 

②親族との交流 30.8 7.0 9.8 19.6 9.1 4.2 19.6 

③友人との交流 30.8 7.0 7.7 14.0 15.4 7.7 17.5 

④近所との交流 34.3 5.6 9.1 9.8 16.1 9.1 16.1 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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問 26 インターネットを買い物や仕事、学習、交流など、普段の生活で利用しますか。  

【○は１つ】 

インターネットの普段の生活での利用状況については、「全く利用していない」が47.3％と

最も高く、次いで「たまに利用している」が20.2％、「積極的に利用している」が18.8％となっ

ています。 

  性別でみると、全体では「積極的に利用している」は男性が比較的高く、「全く利用していな

い」は女性が比較的高くなっています。 

年齢別では、男女ともに、年齢が上がるにつれて「積極的に利用している」と「たまに利用

している」割合が減少し、「全く利用していない」割合が増加する傾向が見られます。 

健康状態別にみると、健康状態が良くなるほど「積極的に利用している」が高くなり、悪く

なるほど「全く利用していない」が高くなる傾向が見られます。 

世帯構成別でみると、夫婦のみ世帯では比較的利用率が高く、ひとり暮らしでは利用率が低

くなる傾向が見られます。 

 

【インターネットの利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.8 20.2 7.6 47.3 6.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

積極的に利用している たまに利用している あまり利用していない 全く利用していない 不明



 

63 

                                           単位（％） 

  

  

積
極
的
に
利
用
し
て
い
る 

た
ま
に
利
用
し
て
い
る 

あ
ま
り
利
用
し
て
い
な
い 

全
く
利
用
し
て
い
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【インターネットの利用状況】 

男
性 

全体(n=1,451) 23.2 22.1 6.9 43.2 4.6 

65～69 歳(n=297) 40.7 27.6 7.1 23.9 0.7 

70～74 歳(n=405) 30.1 25.2 7.9 34.3 2.5 

75～79 歳(n=354) 17.8 22.9 5.9 48.9 4.5 

80～84 歳(n=235) 7.7 17.4 8.1 57.9 8.9 

85～89 歳(n=121) 8.3 10.7 4.1 66.9 9.9 

90 歳以上(n=35) 2.9 5.7 5.7 68.6 17.1 

女
性 

全体(n=1,627) 15.5 18.7 8.4 50.5 7.0 

65～69 歳(n=319) 31.3 31.0 11.0 25.7 0.9 

70～74 歳(n=390) 18.2 26.7 11.3 37.4 6.4 

75～79 歳(n=387) 11.6 14.5 7.8 59.4 6.7 

80～84 歳(n=265) 10.2 13.2 6.8 60.0 9.8 

85～89 歳(n=154) 5.2 4.5 3.9 72.1 14.3 

90 歳以上(n=102) 1.0 2.9 2.9 83.3 9.8 

【健康状態別】×【インターネットの利用状況】 

良い(n=590) 32.9 21.9 7.1 33.9 4.2 

まあ良い(n=653) 23.9 21.9 9.0 39.4 5.8 

普通(n=1,255) 14.3 21.7 8.1 49.7 6.2 

あまり良くない(n=487) 10.7 15.2 5.5 61.4 7.2 

良くない(n=132) 9.1 9.1 5.3 70.5 6.1 

【世帯構成別】×【インターネットの利用状況】 

ひとり暮らし(n=585) 14.4 16.2 6.2 54.5 8.7 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 22.1 24.4 8.3 40.4 4.8 

親子の二世代(n=895) 18.0 19.8 7.6 48.8 5.8 

親・子・孫の三世代(n=256) 18.8 17.2 7.8 49.2 7.0 

その他(n=143) 15.4 11.2 7.0 59.4 7.0 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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≪問 26 で「１．積極的に利用している」～「３．あまり利用していない」を選択した方にお

聞きします≫                                    

問 27 インターネット利用機器は何ですか。【○はいくつでも】 

インターネット利用機器ではスマートフォン（スマホ）が78.1％と最も高く、次いで「自宅

のパソコン」が39.3％、「携帯電話」が16.2％となっています。 

インターネット利用機器について、性別でみると、全体では女性の方がスマートフォン（ス

マホ）の利用割合が高く、男性の方が「自宅のパソコン」の利用割合が高くなっています。 

年齢別では、女性の80歳以上において「携帯電話」の利用割合が高くなっています。 

世帯構成別でみると、スマートフォン（スマホ）の利用割合が各世帯において7割以上と最

も高くなっています。 

健康状態別でみると、スマートフォン（スマホ）の利用割合がいずれの健康状態においても

最も高くなっています。 

 

【インターネット利用機器】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

78.1

39.3

16.2

10.7

4.1

1.0

2.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

スマートフォン（スマホ）

自宅のパソコン

携帯電話

タブレット

自宅以外のパソコン

その他

無回答

n=1,472
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                                           単位（％） 

  

  

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（ス
マ
ホ
） 

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン 

携
帯
電
話 

タ
ブ
レ
ッ
ト 

自
宅
以
外
の
パ
ソ
コ
ン 

そ
の
他 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【インターネット利用機器】 

男
性 

全体(n=757) 73.6 56.5 14.1 12.7 5.8 1.3 2.6 

65～69 歳(n=224) 82.6 59.8 9.8 17.9 9.8 2.7 0.0 

70～74 歳(n=256) 77.0 58.2 12.5 12.1 5.9 0.8 1.2 

75～79 歳(n=165) 67.3 52.7 15.2 9.7 1.8 0.6 4.2 

80～84 歳(n=78) 59.0 52.6 25.6 7.7 1.3 0.0 5.1 

85～89 歳(n=28) 46.4 53.6 28.6 7.1 10.7 3.6 17.9 

90 歳以上(n=5) 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

女
性 

全体(n=692) 83.8 21.0 17.8 8.7 2.2 0.7 3.0 

65～69 歳(n=234) 91.0 27.8 9.4 11.1 3.0 0.4 1.3 

70～74 歳(n=219) 87.7 17.4 14.6 6.8 1.4 0.5 2.7 

75～79 歳(n=131) 79.4 26.0 22.9 8.4 3.8 0.8 2.3 

80～84 歳(n=80) 66.3 6.3 35.0 8.8 0.0 2.5 6.3 

85～89 歳(n=21) 71.4 9.5 42.9 0.0 0.0 0.0 9.5 

90 歳以上(n=7) 42.9 14.3 28.6 14.3 0.0 0.0 28.6 

【世帯構成別】×【インターネット利用機器】 

ひとり暮らし(n=215) 74.4 25.6 18.1 10.2 4.7 0.9 5.6 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=685) 80.1 43.2 15.3 11.4 3.4 0.9 2.5 

親子の二世代(n=406) 76.8 42.4 15.8 10.1 5.2 1.2 2.5 

親・子・孫の三世代(n=112) 80.4 34.8 17.9 11.6 3.6 1.8 0.9 

その他(n=48) 75.0 31.3 16.7 8.3 6.3 0.0 4.2 

【健康状態別】×【インターネット利用機器】 

良い(n=365) 77.8 44.4 15.6 12.9 6.6 1.1 2.7 

まあ良い(n=358) 83.8 41.6 10.6 11.2 4.5 1.1 2.0 

普通(n=553) 76.3 37.3 17.9 8.9 2.9 0.7 3.4 

あまり良くない(n=153) 77.1 32.7 19.6 11.1 2.6 2.0 2.6 

良くない(n=31) 61.3 29.0 32.3 16.1 3.2 0.0 9.7 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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≪問 26 で「１．積極的に利用している」～「３．あまり利用していない」を選択した方にお

聞きします≫                                    

問 28 インターネットを利用してよく行うことを教えてください。【○はいくつでも】 

  インターネットを利用してよく行うことは、「インターネット検索」が70.3％と最も高く、次

いで「メール」が56.5％、「メッセージアプリ（LINEなど）」が55.4％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男性では「インターネット検索」、女性では「メール」「メッセージ

アプリ（LINEなど）」の割合が高い傾向がみられます。 

  世帯構成別では、すべての世帯構成で「インターネット検索」が多いほか、ひとり暮らし、

親子の二世代では「メッセージアプリ（LINEなど）」、夫婦のみ、親・子・孫の三世代、その他

で「メール」の割合が高くなっています。 

  健康状態別では、全体と同様の傾向がみられますが、良くないでは２番目に「インターネッ

ト通販（楽天・Amazonなど）」の割合が高くなっています。 

 

【インターネットで行うこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※eスポーツ：「電子スポーツ」を意味し、主にゲーム機やパソコンなどを使用し２人以上の人で競う対人競技のこと。シニア世 

代の健康維持・増進や、社会参加の促進につながるなど、様々な効果が期待されています。  

70.3

56.5

55.4

37.0

31.2

24.9

14.5

9.2

8.8

6.4

1.4

2.6

6.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

インターネット検索

メール

メッセージアプリ（LINEなど）

動画・音楽・ラジオの視聴

インターネット通販（楽天・Amazonなど）

キャッシュレス決済（PayPayなど）

ゲーム

SNS（Facebook・Twitter（X）など）

行政サービス等の申請手続

オンライン通話（Zoom・Skypeなど）

ｅスポーツ※

その他

無回答

n=1,472
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                                           単位（％） 

  

  

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索 

メ
ー
ル 

メ
ッ
セ
ー
ジ
ア
プ
リ
（LIN

E

な
ど
） 

動
画
・音
楽
・ラ
ジ
オ
の
視
聴 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
（楽
天
・Am

azo
n

な
ど
） 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
（Pay

P
ay

な
ど
） 

ゲ
ー
ム 

S
N
S

（Face
bo

o
k

・Tw
itte

r
（X
）
な
ど
） 

行
政
サ
ー
ビ
ス
等
の
申
請
手
続 

オ
ン
ラ
イ
ン
通
話
（Zo

o
m

・Sk
y
pe

な
ど
） 

ｅ
ス
ポ
ー
ツ 

そ
の
他 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【インターネットで行うこと】 

男
性 

全体(n=757) 79.3 53.5 49.7 41.1 39.6 26.3 12.7 11.6 11.5 7.0 1.5 3.6 4.6 

65～69 歳(n=224) 91.1 56.7 61.2 54.5 55.8 40.2 14.7 17.9 16.5 8.5 0.9 1.3 0.0 

70～74 歳(n=256) 81.3 54.3 51.6 44.1 38.3 28.9 12.5 10.9 11.3 7.0 1.2 5.5 2.7 

75～79 歳(n=165) 73.3 50.9 41.8 28.5 29.7 13.3 10.3 9.1 6.1 6.1 1.2 3.6 6.1 

80～84 歳(n=78) 62.8 52.6 34.6 26.9 26.9 12.8 15.4 2.6 10.3 3.8 1.3 0.0 11.5 

85～89 歳(n=28) 50.0 39.3 32.1 17.9 17.9 7.1 7.1 10.7 3.6 7.1 10.7 14.3 28.6 

90 歳以上(n=5) 60.0 40.0 20.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

女
性 

全体(n=692) 61.1 60.1 62.7 33.2 22.3 23.3 17.1 6.5 5.6 5.8 1.3 1.4 7.1 

65～69 歳(n=234) 77.4 58.5 72.6 44.9 35.5 28.6 20.5 9.4 6.4 7.7 0.9 0.9 2.6 

70～74 歳(n=219) 63.9 64.4 65.3 33.3 18.3 26.9 21.5 7.3 5.5 6.4 1.8 0.9 4.1 

75～79 歳(n=131) 50.4 58.8 53.4 23.7 18.3 19.8 8.4 3.1 6.9 2.3 0.8 0.8 11.5 

80～84 歳(n=80) 35.0 60.0 48.8 22.5 7.5 10.0 12.5 3.8 1.3 5.0 1.3 6.3 12.5 

85～89 歳(n=21) 33.3 57.1 42.9 9.5 0.0 4.8 9.5 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 28.6 

90 歳以上(n=7) 14.3 14.3 42.9 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 28.6 14.3 0.0 0.0 42.9 

【世帯構成別】×【インターネットで行うこと】 

ひとり暮らし(n=215) 65.1 51.2 56.3 41.9 27.9 24.7 12.1 9.3 7.4 4.7 1.4 3.7 10.7 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=685) 72.6 58.5 56.6 36.5 33.1 26.3 14.9 8.9 10.1 5.7 1.5 2.5 5.0 

親子の二世代(n=406) 72.4 55.2 56.2 38.4 34.5 25.9 14.0 9.6 8.6 7.9 0.7 2.5 5.2 

親・子・孫の三世代(n=112) 63.4 59.8 49.1 33.9 18.8 18.8 17.0 8.0 5.4 8.0 1.8 3.6 3.6 

その他(n=48) 64.6 58.3 50.0 20.8 20.8 14.6 20.8 12.5 6.3 8.3 4.2 0.0 6.3 

【健康状態別】×【インターネットで行うこと】 

良い(n=365) 76.7 58.6 58.9 36.7 37.8 27.1 13.4 11.2 13.7 7.4 0.5 3.3 4.1 

まあ良い(n=358) 74.0 63.4 61.5 40.8 33.5 28.8 15.6 10.9 8.9 6.7 0.8 1.7 5.3 

普通(n=553) 67.1 52.4 53.2 36.0 26.8 22.6 15.9 7.8 6.9 5.8 2.5 2.9 7.1 

あまり良くない(n=153) 66.0 56.9 47.7 35.9 26.1 22.2 11.8 5.9 5.2 5.9 0.7 2.6 5.2 

良くない(n=31) 48.4 32.3 32.3 22.6 35.5 12.9 6.5 6.5 3.2 6.5 0.0 3.2 12.9 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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≪問 26 で「４．全く利用していない」を選択した方にお聞きします≫          

問 29 インターネットを利用しない理由を教えてください。【○はいくつでも】 

  インターネットを利用していない理由は、「インターネットのことがわからないから」が

52.6％、「必要性を感じないから」が52.4％とほぼ同等の割合となっています。 

  性別でみると、男性では「必要性を感じないから」の割合が高く、女性では「インターネッ

トのことがわからないから」の割合が高くなっています。ただし、男女とも年齢の上昇ととも

に「必要性を感じないから」の割合が低下し、「インターネットのことがわからないから」の割

合が上昇する傾向がみられます。 

  世帯構成別では、「夫婦のみ」以外で、「インターネットのことがわからないから」が「必要

性を感じないから」を上回っています。 

  健康状態別では年齢上昇と同様に、健康状態の悪化とともに必要性を感じない割合が低くな

る一方で、インターネットのことがわからない割合が上昇する傾向がみられます。 

 

【インターネットを利用しない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52.6

52.4

23.5

15.5

13.2

12.8

6.1

4.7

5.9

0％ 20％ 40％ 60％

インターネットのことがわからないから

必要性を感じないから

スマホやパソコンを持っていないから

スマホやパソコンを持っているが、使い方が

分からないから

お金がかかるから

インターネットを使える環境が無いから

使い方を覚えたいが、教えてくれる人がいな

いから

その他

無回答

n=1,495
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                                             単位（％） 
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教
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れ
る
人
が
い
な
い
か
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そ
の
他 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【インターネットを利用しない理由】 

男
性 

全体(n=627) 47.5 56.1 19.9 16.4 14.8 12.9 8.3 4.6 5.9 

65～69 歳(n=71) 40.8 60.6 14.1 19.7 26.8 12.7 9.9 4.2 2.8 

70～74 歳(n=139) 38.1 61.9 16.5 17.3 18.7 11.5 5.8 4.3 5.8 

75～79 歳(n=173) 48.6 60.1 15.0 22.5 14.5 14.5 11.0 3.5 8.1 

80～84 歳(n=136) 53.7 49.3 24.3 11.8 9.6 13.2 8.1 2.9 4.4 

85～89 歳(n=81) 55.6 49.4 33.3 11.1 9.9 11.1 6.2 8.6 7.4 

90 歳以上(n=24) 54.2 45.8 20.8 4.2 8.3 12.5 4.2 12.5 0.0 

女
性 

全体(n=821) 56.2 49.2 25.9 15.1 11.7 13.0 4.6 5.0 5.5 

65～69 歳(n=82) 50.0 51.2 24.4 20.7 13.4 11.0 7.3 3.7 3.7 

70～74 歳(n=146) 46.6 56.2 16.4 18.5 9.6 8.2 5.5 4.1 5.5 

75～79 歳(n=230) 51.7 52.6 23.9 17.4 13.5 13.5 3.9 2.2 4.8 

80～84 歳(n=159) 60.4 45.9 30.2 15.1 12.6 15.7 4.4 6.3 8.2 

85～89 歳(n=111) 64.9 43.2 34.2 9.9 11.7 17.1 4.5 9.9 4.5 

90 歳以上(n=85) 74.1 38.8 29.4 3.5 8.2 12.9 3.5 7.1 4.7 

【世帯構成別】×【インターネットを利用しない理由】 

ひとり暮らし(n=319) 51.4 47.6 28.2 16.3 16.9 15.7 9.1 3.1 6.0 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=506) 46.2 57.7 21.7 15.4 13.2 12.3 6.5 3.2 6.5 

親子の二世代(n=437) 60.2 51.9 24.0 15.8 12.6 13.5 5.0 7.1 3.9 

親・子・孫の三世代(n=126) 58.7 46.8 19.8 19.8 6.3 4.8 3.2 2.4 7.9 

その他(n=85) 48.2 48.2 20.0 5.9 11.8 14.1 3.5 10.6 5.9 

【健康状態別】×【インターネットを利用しない理由】 

良い(n=200) 40.5 69.0 16.0 13.0 10.5 10.5 3.5 2.0 6.0 

まあ良い(n=257) 51.4 52.1 23.3 16.0 14.0 12.1 6.2 5.4 8.6 

普通(n=624) 53.8 51.1 22.6 17.3 12.3 11.9 5.4 4.0 5.6 

あまり良くない(n=299) 58.9 47.5 27.8 15.7 14.4 14.7 10.0 4.3 4.7 

良くない(n=93) 53.8 41.9 32.3 7.5 18.3 20.4 4.3 15.1 4.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 30 日頃よく見たり聞いたりしている情報源を教えてください。【○はいくつでも】 

  回答者が日頃よく見たり聞いたりしている情報源は、「テレビ・テレビCM」が91.4％と最も

高く、次いで「新聞（記事・広告を含む）」が69.0％、「新聞に折り込まれたチラシ」が45.8％、

「インターネット」が26.4％、「ラジオ」が24.3％となっています。 

  性別・年齢別では、男女ともすべての年代で「テレビ・テレビCM」「新聞」の割合が高くな

っています。「インターネット」の割合は男性に比べ女性の割合が低くなっており、特に80歳

以上で低くなっています。 

  世帯構成別でも、すべての世帯構成で「テレビ・テレビCM」「新聞」の割合が高く、全体と

同様の傾向がみられます。 

  インターネット利用状況別でみると、積極的に利用している層でも「テレビ・テレビCM」が

最も高く、２番目が「インターネット」になっているものの「新聞」の割合も高くなっていま

す。 

 

【情報源】 
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69.0

45.8

26.4

24.3

17.1

13.3

1.5
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

テレビ・テレビCM

新聞（記事・広告を含む）

新聞に折り込まれたチラシ

インターネット

ラジオ

雑誌（記事・広告を含む）

メールで送られてくる広告・メールマガジン

その他

特にない

無回答

n=3,161
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                                  単位（％） 
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そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【情報源】 

男
性 

全体(n=1,451) 91.5 72.0 42.0 36.1 26.3 15.2 14.2 1.4 1.3 1.5 

65～69 歳(n=297) 91.6 62.3 37.7 61.6 25.3 14.8 25.3 2.0 0.7 0.7 

70～74 歳(n=405) 91.6 67.9 38.5 45.2 29.4 13.8 14.8 1.5 0.7 0.5 

75～79 歳(n=354) 91.5 76.8 43.8 28.2 25.7 15.5 11.3 0.8 1.4 2.0 

80～84 歳(n=235) 92.3 83.8 50.2 17.4 25.5 17.4 8.9 0.9 0.9 2.1 

85～89 歳(n=121) 91.7 76.9 46.3 11.6 24.8 15.7 7.4 1.7 4.1 3.3 

90 歳以上(n=35) 80.0 60.0 34.3 5.7 14.3 14.3 2.9 2.9 5.7 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 91.6 66.7 49.7 18.4 22.5 18.6 13.0 1.6 2.2 2.0 

65～69 歳(n=319) 91.8 63.9 47.6 43.6 20.7 17.6 23.5 1.6 0.9 0.9 

70～74 歳(n=390) 92.8 71.3 55.9 25.6 24.9 21.0 16.7 1.3 0.8 1.5 

75～79 歳(n=387) 94.1 68.2 51.7 10.9 24.3 20.2 12.9 0.8 1.8 2.1 

80～84 歳(n=265) 92.1 69.4 50.6 4.9 23.8 19.6 5.7 2.3 3.0 2.3 

85～89 歳(n=154) 87.0 62.3 46.1 2.6 19.5 16.9 3.2 2.6 3.9 1.9 

90 歳以上(n=102) 82.4 52.9 28.4 2.0 13.7 8.8 0.0 2.9 8.8 5.9 

【世帯構成別】×【情報源】 

ひとり暮らし(n=585) 88.4 56.1 37.6 21.4 26.8 15.0 12.6 1.9 3.2 1.9 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 92.8 74.3 51.1 31.8 24.9 17.6 14.4 1.4 1.2 1.2 

親子の二世代(n=895) 91.8 71.8 47.7 25.8 22.7 18.8 14.1 1.6 1.2 1.7 

親・子・孫の三世代(n=256) 94.5 69.1 41.4 23.4 23.4 13.7 9.8 1.2 1.2 3.5 

その他(n=143) 84.6 58.7 33.6 14.7 21.7 16.8 11.2 1.4 5.6 3.5 

【インターネット利用状況別】×【情報源】 

積極的に利用している(n=593) 89.5 66.6 42.8 73.5 26.1 21.8 27.3 2.2 0.2 0.3 

たまに利用している(n=640) 92.7 75.6 52.7 47.3 27.3 17.2 19.8 1.3 0.5 1.3 

あまり利用していない(n=239) 93.7 68.2 47.7 23.4 25.9 18.8 15.9 2.1 1.7 1.7 

全く利用していない(n=1,495) 92.5 68.9 44.3 1.7 23.1 15.8 5.9 1.3 3.3 1.1 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 31 伊勢崎市からの情報（制度や施策、市のイベントや施設の利用など）や地域の情報を何

から入手していますか。【○はいくつでも】 

  伊勢崎市からの情報や地域の情報の入手方法は、「広報いせさき」が84.8％と最も高く、次い

で「回覧板」が61.0％、「新聞」が30.0％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女ともすべての年代で「広報いせさき」「回覧板」の割合が高くな

っています。また、男性は「市ホームページ」の割合が高いのに対し、女性では「チラシ・ポ

スター」の割合が高い傾向があります。 

  世帯構成別でみると、すべての世帯構成で「広報いせさき」「回覧板」の割合が高く、全体と

同様の傾向がみられます。 

  インターネット利用状況別でみると、すべての利用状況で「広報いせさき」「回覧板」の割合

が高いほか、積極的に利用している層やたまに利用している層では「市ホームページ」「いせ

さき情報メール」の割合が高くなっています。 

 

【市や地域の情報の入手方法】 
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広報いせさき

回覧板

新聞

チラシやポスター

テレビ

市ホームページ

いせさき情報メール

インターネット

ラジオ

市Instagram（インスタグラム）

市Twitter（X）（ツイッター）

市Facebook（フェイスブック）

その他

特にない

無回答

n=3,161
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【性別・年齢別】×【市や地域の情報の入手方法】 

男
性 

全体(n=1,451) 84.4 59.9 30.9 15.8 13.6 13.9 10.4 7.4 3.5 0.6 0.3 0.3 1.3 7.6 2.1 

65～69 歳(n=297) 82.8 53.2 23.9 11.8 10.8 19.9 11.8 12.5 4.4 0.0 0.3 0.3 1.0 9.1 0.7 

70～74 歳(n=405) 87.9 60.2 27.9 14.1 9.4 17.0 13.6 9.4 3.7 1.5 0.5 0.2 1.7 5.2 0.7 

75～79 歳(n=354) 86.2 59.6 29.1 14.7 15.5 12.7 10.5 5.1 3.1 0.6 0.6 0.8 1.1 7.6 2.0 

80～84 歳(n=235) 83.4 66.8 37.9 23.0 17.0 6.8 5.5 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 3.8 

85～89 歳(n=121) 79.3 64.5 51.2 23.1 24.8 8.3 8.3 5.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.8 9.1 4.1 

90 歳以上(n=35) 62.9 51.4 28.6 8.6 5.7 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 11.4 17.1 11.4 

女
性 

全体(n=1,627) 86.0 62.4 29.3 21.7 17.4 7.4 10.3 3.0 4.9 0.4 0.3 0.3 1.3 7.1 1.8 

65～69 歳(n=319) 91.2 59.6 20.1 18.8 10.7 13.2 17.9 7.2 3.8 0.6 0.3 0.6 0.3 2.5 1.3 

70～74 歳(n=390) 91.0 69.0 29.5 24.1 17.4 6.7 11.8 3.3 3.6 0.3 0.5 0.3 1.5 2.8 1.8 

75～79 歳(n=387) 90.7 65.6 30.2 23.3 16.3 7.2 8.5 1.6 5.9 0.8 0.3 0.5 1.0 4.7 1.3 

80～84 歳(n=265) 84.9 65.7 37.0 25.7 23.0 5.3 9.1 1.5 6.4 0.0 0.4 0.0 1.5 6.8 1.5 

85～89 歳(n=154) 72.7 59.7 38.3 18.8 26.0 5.8 3.9 1.3 7.8 0.0 0.0 0.0 1.9 16.2 2.6 

90 歳以上(n=102) 56.9 32.4 20.6 11.8 15.7 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.9 34.3 4.9 

【世帯構成別】×【市や地域の情報の入手方法】 

ひとり暮らし(n=585) 78.8 51.3 26.2 16.6 15.9 6.2 9.1 2.9 5.5 0.3 0.2 0.0 1.5 10.8 2.4 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 89.6 64.6 33.7 20.5 15.3 13.4 11.0 6.3 4.0 0.6 0.5 0.4 0.8 4.2 1.4 

親子の二世代(n=895) 86.8 62.8 28.5 19.0 15.0 10.2 11.1 4.7 3.9 0.4 0.2 0.6 1.5 7.2 1.7 

親・子・孫の三世代(n=256) 80.5 63.3 30.5 14.1 16.0 9.4 8.6 5.9 3.5 0.8 0.4 0.0 2.3 8.6 3.5 

その他(n=143) 64.3 53.8 21.0 18.2 18.9 7.0 9.1 2.1 7.0 0.0 0.0 0.0 2.8 21.0 4.2 

【インターネット利用状況別】×【市や地域の情報の入手方法】 

積極的に利用している(n=593) 90.6 60.9 27.0 18.9 10.6 28.7 20.9 18.0 4.7 0.8 0.7 0.8 1.5 3.4 0.5 

たまに利用している(n=640) 91.1 65.8 30.2 20.6 11.9 15.9 15.8 5.9 3.9 0.8 0.6 0.3 1.3 3.0 0.8 

あまり利用していない(n=239) 83.7 54.8 30.5 18.0 19.7 7.9 13.0 1.7 6.3 0.8 0.0 0.8 0.4 4.6 1.7 

全く利用していない(n-1,495) 82.5 61.7 31.0 18.5 17.9 1.9 3.5 0.3 4.2 0.2 0.1 0.1 1.6 11.1 1.7 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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８．社会参加 

問 32 2023 年中に以下のような社会参加活動やボランティア活動に参加しましたか。また、

今後参加してみたいと思う活動はありますか。【○は①から⑬まで、それぞれ２つずつ】 

 

【2023年中に参加した社会参加活動やボランティア活動】 

 

参加した活動では、「①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動」が22.3％と最も高く、

次いで、「⑤環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動」が19.2％、「④地域行事（地域の催

し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動」が17.5％、「③自治会、老人クラブ、NPO団

体などの役員・事務局活動」が14.2％となっています。 

 

 

 

※1：個人や家族間での活動は除きます。 

※2：「電子スポーツ」を意味し、主にゲーム機やパソコンなどを使用し２人以上の人で競う対人競技のこと。シニア世 代の健

康維持・増進や、社会参加の促進につながるなど、様々な効果が期待されています。  
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⑬青少年の健やかな成長・非行防止のための活動

⑫外国人を支援する活動

⑪子育てを支援する活動

⑩子供の登下校の見守りや学習の支援

⑨障害のある人を支援する活動

⑧見守りが必要な高齢者を支援する活動

⑦地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動

⑥地域の伝統や文化を伝える活動

⑤環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動

④地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援す

る活動

③自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活動

②eスポーツ※２

①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動※１

n=3,161

参加した 参加していない 不明
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参加した活動の性別、年齢別の状況についてみると、「①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ

以外）活動」、「④地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動」、「⑤

環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動」への参加が男女とも多くなっていますが、男性

の80～84歳、女性の80～89歳では、「③自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活

動」の割合が2番目に高くなっています。 

【性別・年齢別】×【2023年中に参加した活動】                 単位（％） 
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Ｏ
団
体
な
ど
の
役
員
・事
務
局
活
動 
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催
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青
少
年
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健
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か
な
成
長
・非
行
防
止
の
た
め
の
活
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男
性 

全体(n=1,451) 21.0 3.1 17.2 21.8 24.1 10.9 10.3 4.8 2.1 9.6 2.3 1.2 3.7 

65～69 歳(n=297) 16.2 2.0 13.1 19.9 26.3 10.4 7.4 2.7 1.3 4.4 3.0 1.7 5.1 

70～74 歳(n=405) 21.7 3.2 20.0 26.4 29.6 13.6 14.3 6.9 3.2 9.4 2.5 2.0 4.9 

75～79 歳(n=354) 23.2 2.3 19.2 25.7 25.7 10.2 10.7 4.8 2.0 10.2 1.4 0.3 2.3 

80～84 歳(n=235) 26.0 4.7 18.7 18.3 17.4 9.4 10.2 5.1 2.1 15.3 3.0 1.3 3.4 

85～89 歳(n=121) 14.9 5.0 11.6 11.6 12.4 9.9 5.8 1.7 0.8 11.6 1.7 0.8 0.8 

90 歳以上(n=35) 20.0 2.9 5.7 5.7 8.6 5.7 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 

女
性 

全体(n=1,627) 24.2 2.2 11.7 14.0 15.4 6.0 5.1 5.4 2.8 5.6 2.6 0.6 1.8 

65～69 歳(n=319) 27.3 0.9 12.5 18.2 21.9 8.5 7.2 8.2 3.8 4.7 5.3 0.9 2.2 

70～74 歳(n=390) 28.5 2.1 11.3 16.4 21.3 7.7 6.2 6.4 3.6 5.1 4.1 1.3 2.6 

75～79 歳(n=387) 27.1 3.1 14.2 17.1 15.8 7.2 6.5 5.7 1.8 6.5 1.6 0.3 2.3 

80～84 歳(n=265) 25.3 3.8 14.0 10.6 10.2 3.0 2.6 3.8 2.6 9.1 0.4 0.0 0.4 

85～89 歳(n=154) 13.6 1.3 8.4 5.8 5.2 3.2 1.9 1.9 2.6 4.5 0.6 0.0 1.3 

90 歳以上(n=102) 2.9 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 

※上位２項目に着色 
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参加した活動の地域別の状況についても、「①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動」、

「④地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動」、「⑤環境保全、環

境美化、リサイクルなどの活動」「③自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活動」

への参加が多く見られますが、地区ごとに若干参加状況の差が生じています。 

【地域別】×【2023年中に参加した活動】                     単位（％） 
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北・三郷(n=376) 26.3 3.7 17.0 19.4 21.5 9.8 9.3 5.9 2.4 9.3 4.0 1.9 2.4 

南・茂呂(n=357) 21.6 2.8 11.5 15.1 14.3 8.1 4.5 3.6 1.4 5.6 2.0 0.6 2.5 

殖蓮(n=333) 21.0 0.9 15.6 15.3 16.5 8.7 9.0 5.7 2.1 6.9 0.9 0.9 2.1 

宮郷(n=344) 22.1 1.5 13.4 14.8 20.1 9.0 7.0 3.5 2.6 7.3 1.7 0.9 2.6 

名和(n=322) 21.7 2.5 14.9 18.3 21.7 7.5 6.5 4.0 1.6 7.8 3.4 0.3 2.5 

豊受(n=361) 26.3 3.9 16.6 19.1 19.9 6.6 8.6 5.8 2.5 7.8 1.4 0.6 0.8 

赤堀(n=309) 16.5 1.6 11.7 19.4 17.5 8.4 4.5 3.6 1.9 5.5 3.6 0.3 4.2 

東(n=377) 21.2 3.2 12.7 15.9 20.4 6.6 8.5 5.3 1.9 9.3 2.9 0.8 2.9 

境(n=349) 24.4 2.9 15.2 20.9 22.1 9.7 10.0 7.2 4.9 8.6 2.3 1.4 4.0 

※上位２項目に着色 
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参加した活動を健康状態別にみると、健康状態に関わらず「①趣味・学習・スポーツ（eスポ

ーツ以外）活動」、「⑤環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動」への参加が多く見られま

すが、いずれの活動においても健康状態が良いほど参加している割合が高くなる傾向が見られ

ます。 

【健康状態別】×【2023年中に参加した活動】                   単位（％） 
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良い(n=590) 34.9 4.4 19.3 23.6 26.1 13.9 11.4 8.5 4.4 8.3 2.7 1.4 4.1 

まあ良い(n=653) 25.0 2.8 16.2 22.4 24.2 9.8 9.2 6.3 2.6 8.0 3.5 0.8 3.4 

普通(n=1,255) 20.2 2.3 14.5 17.0 18.3 7.8 7.2 3.5 1.8 8.8 2.4 0.7 2.2 

あまり良くない(n=487) 14.8 0.8 7.8 9.2 11.1 2.9 3.1 3.3 1.2 4.7 1.2 0.8 1.6 

良くない(n=132) 5.3 3.0 3.8 3.8 6.1 0.8 3.8 2.3 2.3 1.5 1.5 0.8 1.5 

※上位２項目に着色 
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【今後参加したい社会参加活動やボランティア活動】 

今後、参加してみたい（参加し続けたい）活動は、「①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以

外）活動」が23.3％と最も高く、次いで、「⑤環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動」が

16.2％、「④地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動」が12.7％、

「⑦地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動」が11.2％、「⑩子供の登下校の見

守りや学習の支援」が11.0％、「⑥地域の伝統や文化を伝える活動」が10.8％となっています。 

問32【2023年中に参加した活動】と、【今後参加したい活動】を比較すると、【参加した】よ

り【今後参加したい】が高くなっている活動は、「①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）

活動」（＋0.9ポイント）、「②eスポーツ」（＋0.9ポイント）、「⑥地域の伝統や文化を伝える活動」

（＋2.6ポイント）、「⑦地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動」（＋3.6ポイン

ト）、「⑧見守りが必要な高齢者を支援する活動」（＋4.3ポイント）、「⑨障害のある人を支援す

る活動」（＋4.7ポイント）、「⑩子供の登下校の見守りや学習の支援」が（＋3.4ポイント）、「⑪

子育てを支援する活動」（＋4.8ポイント）、「⑫外国人を支援する活動」（＋3.9ポイント）、「⑬

青少年の健やかな成長・非行防止のための活動」（＋4.3ポイント）です。 

反対に、【参加した】より【今後参加したい】が低くなっている活動は、「③自治会、老人ク

ラブ、NPO団体などの役員・事務局活動」（－4.5ポイント）、「④地域行事（地域の催し物の運

営、祭りの世話役など）を支援する活動」（－4.8ポイント）、「⑤環境保全、環境美化、リサイ

クルなどの活動」（－3.0ポイント）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：個人や家族間での活動は除きます。 

※2：「電子スポーツ」を意味し、主にゲーム機やパソコンなどを使用し２人以上の人で競う対人競技のこと。シニア世 代の健

康維持・増進や、社会参加の促進につながるなど、様々な効果が期待されています。  
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⑬青少年の健やかな成長・非行防止のための活動

⑫外国人を支援する活動

⑪子育てを支援する活動

⑩子供の登下校の見守りや学習の支援

⑨障害のある人を支援する活動

⑧見守りが必要な高齢者を支援する活動

⑦地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動

⑥地域の伝統や文化を伝える活動

⑤環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動

④地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動

③自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活動

②eスポーツ※２

①趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動※１

n=3,161

今後、参加してみたい（参加し続けたい） 今後、参加したくない わからない 不明



 

79 

今後参加したい活動の性別の状況についてみると、ほとんどの活動において、男性の方が割
合が高くなっていますが、「⑪子育てを支援する活動」では女性の方が高くなっています。 

また、【参加した】と【今後参加したい】を年齢別で比較すると、全体と同様の傾向がみられ
ますが、男女とも特に65～74歳において、③～⑤の活動以外は【今後参加したい】が【参加し
た】よりも高くなっています。 

【性別・年齢別】×【今後参加したい活動】                    単位（％） 
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男
性 

全体(n=1,451) 24.1 4.1 12.0 16.2 20.5 13.6 14.5 9.2 7.9 13.7 7.1 5.9 9.0 

65～69 歳(n=297) 28.3 5.1 13.5 16.5 25.6 16.5 18.2 11.1 8.8 15.2 9.1 9.8 12.5 

70～74 歳(n=405) 27.9 5.2 15.8 20.5 25.2 17.3 19.8 11.9 9.6 18.3 9.4 6.9 10.6 

75～79 歳(n=354) 23.2 3.4 10.2 15.5 20.3 11.0 13.0 8.5 8.2 11.3 5.9 4.8 7.3 

80～84 歳(n=235) 19.1 1.7 8.9 13.2 14.5 9.8 10.2 6.4 6.8 12.3 5.1 3.4 7.2 

85～89 歳(n=121) 14.9 4.1 9.9 12.4 9.9 10.7 5.0 5.0 2.5 8.3 1.7 2.5 5.0 

90 歳以上(n=35) 17.1 5.7 2.9 2.9 5.7 8.6 0.0 2.9 2.9 0.0 2.9 0.0 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 23.5 3.0 7.9 10.1 12.9 8.5 8.5 9.5 6.7 8.9 7.8 4.0 5.3 

65～69 歳(n=319) 37.0 5.0 10.7 16.0 22.3 14.1 15.4 16.9 13.8 15.0 16.9 9.4 9.4 

70～74 歳(n=390) 30.0 3.6 9.5 14.9 17.7 11.0 12.8 12.3 8.5 12.1 11.8 5.1 7.4 

75～79 歳(n=387) 20.7 2.8 8.0 9.3 13.7 8.0 7.2 9.0 4.9 8.3 4.9 3.4 5.2 

80～84 歳(n=265) 15.1 2.6 7.9 4.5 4.5 4.5 3.8 5.3 4.2 5.3 2.6 0.8 2.6 

85～89 歳(n=154) 13.0 0.0 3.2 3.9 1.9 3.2 0.6 0.6 0.6 1.3 0.0 0.0 0.0 

90 歳以上(n=102) 5.9 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 

（再掲） 【性別・年齢別】×【2023 年中に参加した活動】 

男
性 

全体(n=1,451) 21.0 3.1 17.2 21.8 24.1 10.9 10.3 4.8 2.1 9.6 2.3 1.2 3.7 

65～69 歳(n=297) 16.2 2.0 13.1 19.9 26.3 10.4 7.4 2.7 1.3 4.4 3.0 1.7 5.1 

70～74 歳(n=405) 21.7 3.2 20.0 26.4 29.6 13.6 14.3 6.9 3.2 9.4 2.5 2.0 4.9 

75～79 歳(n=354) 23.2 2.3 19.2 25.7 25.7 10.2 10.7 4.8 2.0 10.2 1.4 0.3 2.3 

80～84 歳(n=235) 26.0 4.7 18.7 18.3 17.4 9.4 10.2 5.1 2.1 15.3 3.0 1.3 3.4 

85～89 歳(n=121) 14.9 5.0 11.6 11.6 12.4 9.9 5.8 1.7 0.8 11.6 1.7 0.8 0.8 

90 歳以上(n=35) 20.0 2.9 5.7 5.7 8.6 5.7 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 

女
性 

全体(n=1,627) 24.2 2.2 11.7 14.0 15.4 6.0 5.1 5.4 2.8 5.6 2.6 0.6 1.8 

65～69 歳(n=319) 27.3 0.9 12.5 18.2 21.9 8.5 7.2 8.2 3.8 4.7 5.3 0.9 2.2 

70～74 歳(n=390) 28.5 2.1 11.3 16.4 21.3 7.7 6.2 6.4 3.6 5.1 4.1 1.3 2.6 

75～79 歳(n=387) 27.1 3.1 14.2 17.1 15.8 7.2 6.5 5.7 1.8 6.5 1.6 0.3 2.3 

80～84 歳(n=265) 25.3 3.8 14.0 10.6 10.2 3.0 2.6 3.8 2.6 9.1 0.4 0.0 0.4 

85～89 歳(n=154) 13.6 1.3 8.4 5.8 5.2 3.2 1.9 1.9 2.6 4.5 0.6 0.0 1.3 

90 歳以上(n=102) 2.9 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 

※上位２項目に着色



 

80 

【参加した】と【今後参加したい】を地域別で比較すると、どの地域でも⑥～⑬の活動にお

いて、【今後参加したい】が【参加した】を上回っています。 

【地域別】×【今後参加したい活動】                       単位（％） 

今
後
、
参
加
し
て
み
た
い
（参
加
し
続
け
た
い
）活
動 

① 

趣
味
・
学
習
・ス
ポ
ー
ツ
（
e
ス
ポ
ー
ツ
以
外
）活
動 

② 

e
ス
ポ
ー
ツ 

③ 

自
治
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど
の
役
員
・事
務
局
活
動 

④ 

地
域
行
事
（地
域
の
催
し
物
の
運
営
、
祭
り
の
世
話
役
な
ど
）
を
支
援
す
る
活
動 

⑤ 

環
境
保
全
、
環
境
美
化
、
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
活
動 

⑥ 

地
域
の
伝
統
や
文
化
を
伝
え
る
活
動 

⑦ 

地
域
の
防
犯
や
交
通
安
全
、
災
害
時
の
救
援
・
支
援
を
す
る
活
動 

⑧ 

見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
を
支
援
す
る
活
動 

⑨ 

障
害
の
あ
る
人
を
支
援
す
る
活
動 

⑩ 
子
供
の
登
下
校
の
見
守
り
や
学
習
の
支
援 

⑪ 

子
育
て
を
支
援
す
る
活
動 

⑫ 

外
国
人
を
支
援
す
る
活
動 

⑬ 

青
少
年
の
健
や
か
な
成
長
・非
行
防
止
の
た
め
の
活
動 

北・三郷(n=376) 23.9 3.5 9.8 14.9 19.1 12.8 12.2 9.8 6.4 12.0 7.4 4.5 5.6 

南・茂呂(n=357) 23.8 3.6 6.4 10.4 12.3 9.8 9.0 6.7 5.3 9.0 7.8 5.0 5.9 

殖蓮(n=333) 20.4 3.0 9.6 11.7 12.9 10.2 9.6 6.9 5.1 9.3 6.3 5.1 6.0 

宮郷(n=344) 25.0 4.4 11.0 12.2 18.3 10.5 13.7 9.6 9.0 12.8 8.1 7.0 9.0 

名和(n=322) 21.1 3.1 9.0 12.1 17.4 8.4 10.9 9.3 9.0 11.8 6.5 4.0 7.5 

豊受(n=361) 26.3 2.5 10.5 12.5 14.7 9.7 11.4 9.1 6.6 8.9 7.5 5.0 6.4 

赤堀(n=309) 20.7 4.2 8.1 11.0 13.9 10.4 8.4 6.8 5.2 9.1 6.1 1.9 7.1 

東(n=377) 21.8 2.7 9.3 12.5 17.2 11.1 11.7 11.4 9.3 11.4 7.2 4.0 6.4 

境(n=349) 27.5 4.6 13.2 17.2 20.3 14.0 14.6 13.8 8.3 15.2 9.2 6.6 8.9 

（再掲） 【地域別】×【2023 年中に参加した活動】 

北・三郷(n=376) 26.3 3.7 17.0 19.4 21.5 9.8 9.3 5.9 2.4 9.3 4.0 1.9 2.4 

南・茂呂(n=357) 21.6 2.8 11.5 15.1 14.3 8.1 4.5 3.6 1.4 5.6 2.0 0.6 2.5 

殖蓮(n=333) 21.0 0.9 15.6 15.3 16.5 8.7 9.0 5.7 2.1 6.9 0.9 0.9 2.1 

宮郷(n=344) 22.1 1.5 13.4 14.8 20.1 9.0 7.0 3.5 2.6 7.3 1.7 0.9 2.6 

名和(n=322) 21.7 2.5 14.9 18.3 21.7 7.5 6.5 4.0 1.6 7.8 3.4 0.3 2.5 

豊受(n=361) 26.3 3.9 16.6 19.1 19.9 6.6 8.6 5.8 2.5 7.8 1.4 0.6 0.8 

赤堀(n=309) 16.5 1.6 11.7 19.4 17.5 8.4 4.5 3.6 1.9 5.5 3.6 0.3 4.2 

東(n=377) 21.2 3.2 12.7 15.9 20.4 6.6 8.5 5.3 1.9 9.3 2.9 0.8 2.9 

境(n=349) 24.4 2.9 15.2 20.9 22.1 9.7 10.0 7.2 4.9 8.6 2.3 1.4 4.0 

※上位２項目に着色 



 

81 

【参加した】と【今後参加したい】を健康状態別で比較すると、「良くない」を除いて、どの

健康状態でも⑥～⑬の活動において、【今後参加したい】が【参加した】を上回っています。 

【健康状態別】×【今後参加したい活動】                      単位（％） 

今
後
、
参
加
し
て
み
た
い
（参
加
し
続
け
た
い
）活
動 

① 

趣
味
・
学
習
・ス
ポ
ー
ツ
（
e
ス
ポ
ー
ツ
以
外
）活
動 

② 

e
ス
ポ
ー
ツ 

③ 

自
治
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど
の
役
員
・事
務
局
活
動 

④ 

地
域
行
事
（地
域
の
催
し
物
の
運
営
、
祭
り
の
世
話
役
な
ど
）
を
支
援
す
る
活
動 

⑤ 

環
境
保
全
、
環
境
美
化
、
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
活
動 

⑥ 

地
域
の
伝
統
や
文
化
を
伝
え
る
活
動 

⑦ 

地
域
の
防
犯
や
交
通
安
全
、
災
害
時
の
救
援
・
支
援
を
す
る
活
動 

⑧ 

見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
を
支
援
す
る
活
動 

⑨ 

障
害
の
あ
る
人
を
支
援
す
る
活
動 

⑩ 
子
供
の
登
下
校
の
見
守
り
や
学
習
の
支
援 

⑪ 

子
育
て
を
支
援
す
る
活
動 

⑫ 

外
国
人
を
支
援
す
る
活
動 

⑬ 

青
少
年
の
健
や
か
な
成
長
・非
行
防
止
の
た
め
の
活
動 

良い(n=590) 31.7 6.3 12.5 17.3 23.1 16.6 15.1 14.6 10.7 14.7 13.1 8.0 10.5 

まあ良い(n=653) 29.6 3.1 13.9 17.9 22.8 13.8 15.2 11.9 8.6 14.5 10.1 7.0 9.0 

普通(n=1,255) 21.7 3.3 8.2 11.2 14.6 9.6 10.8 7.5 6.5 10.8 5.4 3.3 6.3 

あまり良くない(n=487) 14.8 1.8 6.8 7.2 7.6 5.1 5.3 6.2 4.1 4.9 3.5 2.9 3.1 

良くない(n=132) 6.1 0.8 2.3 3.8 2.3 3.8 3.8 2.3 3.0 3.0 2.3 2.3 2.3 

（再掲） 【健康状態別】×【2023 年中に参加した活動】 

良い(n=590) 34.9 4.4 19.3 23.6 26.1 13.9 11.4 8.5 4.4 8.3 2.7 1.4 4.1 

まあ良い(n=653) 25.0 2.8 16.2 22.4 24.2 9.8 9.2 6.3 2.6 8.0 3.5 0.8 3.4 

普通(n=1,255) 20.2 2.3 14.5 17.0 18.3 7.8 7.2 3.5 1.8 8.8 2.4 0.7 2.2 

あまり良くない(n=487) 14.8 0.8 7.8 9.2 11.1 2.9 3.1 3.3 1.2 4.7 1.2 0.8 1.6 

良くない(n=132) 5.3 3.0 3.8 3.8 6.1 0.8 3.8 2.3 2.3 1.5 1.5 0.8 1.5 

※上位２項目に着色 
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≪問 32 の（１．参加した）に１つでも○をした方にお聞きします≫           

問 33 そのような活動を始めたきっかけはどういうものでしたか。【○はいくつでも】 

活動を始めたきっかけでは、「友人・知人からの誘い」と「自治会からのお知らせや誘い」が

42.4％と最も高く、次いで「近所に自分の興味のある活動があった」が20.3％、「広報いせさき

などの市からのお知らせを見て」が13.6％となっています。 

   

【活動を始めたきっかけ】 

 

 

 

 

  

42.4

42.4

20.3

13.6

5.9

1.1

0.8

6.4

9.3

0％ 20％ 40％ 60％

友人・知人からの誘い

自治会からのお知らせや誘い

近所に自分の興味のある活動があった

広報いせさきなど市からのお知らせを見て

家族のすすめ

ケアマネジャーなどの介護従事者のすすめ

医師、保健師などの医療従事者のすすめ

その他

無回答

n=1,275
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≪問 32 の（１．参加した）で、①（趣味・学習・スポーツ活動）または②（e スポーツ）の

どちらかに○をした方にお聞きします≫                        

問 34 参加された活動の主体は、次のうちどれですか。【○はいくつでも】 

「①（趣味・学習・スポーツ活動）」または「②（eスポーツ）」へ参加した時の活動主体では

「県や市、公民館が開く教室」が38.7％と最も高く、次いで友人や知人と行う自主的な活動」

が30.5％、「自治会や地域住民が開く教室」が25.8％、「老人クラブの活動」が19.8％となって

います。 

 

【参加した活動の主体】 

 

 

 

 

  

38.7

30.5

25.8

19.8

19.1

10.3

4.0

5.2

0％ 20％ 40％ 60％

県や市、公民館が開く教室

友人や知人と行う自主的な活動

自治会や地域住民が開く教室

老人クラブの活動

民間のスポーツクラブ等

民間のカルチャースクール等

その他

無回答

n=718
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≪問 32 の（２．参加していない）に全て○をした方にお聞きします≫          

問 35 そのような活動に参加しない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

いずれの活動にも参加していない理由についてみると、「健康・体力面で難しいから」が

34.2％と最も高く、次いで「参加するきっかけがないから」が23.6％、「時間的な余裕がないか

ら」が21.1％、「一緒に活動する仲間がいないから、一人で参加することに抵抗があるから」が

18.0％となっています。 

性別でみると、全体では、「参加するきっかけがないから」や「興味のある活動内容がないか

ら」の割合は男性が比較的高くなっています。 

年齢別では、男女とも、65～74歳では「時間的な余裕がないから」の割合が高くなっており、

男女とも80歳以上になると、「健康・体力面で難しいから」の割合が4割以上と高くなる傾向が

見られます。 

地域別でみると、いずれの地域においても、「健康・体力面で難しいから」や「参加するきっ

かけがないから」の割合が高くなっており、加えて、南・茂呂、東、境では「時間的な余裕が

ないから」「一緒に活動する仲間がいないから、一人で参加することに抵抗があるから」、宮郷

では「一緒に活動する仲間がいないから、一人で参加することに抵抗があるから」、赤堀では

「時間的な余裕がないから」の割合も高くなっています。 

 

【社会参加をしない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「仕事をしているから」の回答が多くありました。  

34.2

23.6

21.1

18.0

16.6

12.5

10.6

8.9

7.7

2.2

12.1

12.6

4.6

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

健康・体力面で難しいから

参加するきっかけがないから

時間的な余裕がないから

一緒に活動する仲間がいないから、一人で参加する

ことに抵抗があるから

興味のある活動内容がないから

活動の情報がないから

社会参加等の活動をしたいと思わないから

身近な地域に活動場所がないなど、通いにくいから

耳が聞こえにくいから

料金の負担がある、または料金が高いから

その他

特にない

無回答

n=1,271
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       単位（％） 

  

健
康
・体
力
面
で
難
し
い
か
ら 

参
加
す
る
き
っ
か
け
が
な
い
か
ら 

時
間
的
な
余
裕
が
な
い
か
ら 

一
緒
に
活
動
す
る
仲
間
が
い
な
い
か
ら
、
一
人
で
参
加
す
る
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る
か
ら 

興
味
の
あ
る
活
動
内
容
が
な
い
か
ら 

活
動
の
情
報
が
な
い
か
ら 

社
会
参
加
等
の
活
動
を
し
た
い
と
思
わ
な
い
か
ら 

身
近
な
地
域
に
活
動
場
所
が
な
い
な
ど
、
通
い
に
く
い
か
ら 

耳
が
聞
こ
え
に
く
い
か
ら 

料
金
の
負
担
が
あ
る
、
ま
た
は
料
金
が
高
い
か
ら 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【社会参加をしない理由】 

男
性 

全体(n=587) 31.5 27.9 21.6 19.4 21.3 14.8 12.6 8.0 7.5 2.6 10.4 12.8 3.7 

65～69 歳(n=161) 22.4 34.8 34.2 21.7 26.7 19.9 16.8 6.2 3.1 5.0 9.3 12.4 1.9 

70～74 歳(n=165) 21.2 28.5 23.0 18.2 21.2 16.4 10.9 7.3 3.0 2.4 9.1 15.8 4.8 

75～79 歳(n=119) 35.3 26.9 20.2 24.4 16.8 11.8 9.2 7.6 8.4 0.0 9.2 10.9 5.0 

80～84 歳(n=71) 47.9 22.5 9.9 16.9 19.7 7.0 14.1 8.5 9.9 0.0 12.7 7.0 2.8 

85～89 歳(n=53) 54.7 22.6 5.7 15.1 22.6 17.0 15.1 18.9 20.8 5.7 15.1 11.3 1.9 

90 歳以上(n=17) 52.9 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 17.6 23.5 11.8 

女
性 

全体(n=662) 36.6 19.6 21.0 16.5 12.4 10.4 8.9 9.7 8.0 2.0 13.7 12.2 5.0 

65～69 歳(n=162) 18.5 25.3 35.8 17.3 17.3 14.2 10.5 7.4 1.2 2.5 9.3 9.3 6.2 

70～74 歳(n=146) 27.4 26.0 32.2 21.2 15.8 14.4 13.0 11.6 3.4 3.4 13.7 11.0 4.1 

75～79 歳(n=123) 33.3 21.1 17.9 16.3 13.0 8.9 7.3 10.6 5.7 2.4 10.6 13.8 4.1 

80～84 歳(n=86) 58.1 12.8 8.1 11.6 8.1 7.0 3.5 11.6 10.5 0.0 16.3 10.5 5.8 

85～89 歳(n=73) 61.6 16.4 6.8 17.8 9.6 9.6 9.6 11.0 21.9 1.4 17.8 9.6 5.5 

90 歳以上(n=70) 51.4 2.9 0.0 10.0 1.4 1.4 5.7 5.7 20.0 0.0 22.9 22.9 2.9 

【地域別】×【社会参加をしない理由】 

北・三郷(n=136) 33.1 22.8 19.9 8.8 17.6 11.0 5.9 6.6 4.4 2.2 11.0 11.0 7.4 

南・茂呂(n=158) 33.5 26.6 24.1 21.5 15.8 12.7 13.9 7.6 4.4 4.4 10.8 13.3 4.4 

殖蓮(n=140) 32.1 23.6 21.4 18.6 17.9 11.4 8.6 10.0 6.4 0.7 13.6 11.4 2.9 

宮郷(n=142) 33.8 28.2 18.3 21.8 12.0 16.9 12.0 4.2 7.7 1.4 16.2 14.1 3.5 

名和(n=125) 40.0 23.2 16.0 15.2 19.2 11.2 8.8 10.4 12.8 2.4 10.4 13.6 7.2 

豊受(n=137) 39.4 19.0 18.2 15.3 14.6 8.0 9.5 4.4 7.3 2.9 14.6 11.7 5.8 

赤堀(n=140) 33.6 20.7 23.6 16.4 16.4 12.1 11.4 11.4 9.3 2.9 9.3 13.6 3.6 

東(n=149) 32.2 24.2 24.2 22.1 19.5 12.8 11.4 12.8 7.4 1.3 13.4 12.8 2.0 

境(n=127) 31.5 24.4 25.2 21.3 17.3 17.3 12.6 11.8 11.0 1.6 8.7 11.0 3.9 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 36 老人クラブに加入していますか。【○は１つ】 

老人クラブへの加入状況では、「加入している」が14.5％、「以前は加入していたが、現在は

加入していない」が5.9％、「加入したことがない」が64.3％となっています。 

性別・年齢別でみると、性別による違いはあまり見られませんが、男女とも年齢が下がるに

つれて、「加入している」が減り、「加入したことがない」の割合が高くなる傾向が見られます。 

地域別にみると、「加入している」では、「名和」が21.4％と最も高く、次いで「東」が17.0％、

「北・三郷」が16.5％となっています。 

世帯構成別では、「親・子・孫の三世代」の加入している割合が20.7％と最も高くなっていま

す。 

健康状態別では、「加入している」をみると、「良い」方が15.1％、「良くない」方が13.6％と

なっており、あまり違いはみられませんが、「加入したことがない」をみると、健康状態が良い

方ほど加入したことがない割合が高い傾向にあります。 

 

【老人クラブへの加入状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.5 5.9 64.3 15.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=3,161

加入している 以前は加入していたが、現在は加入していない 加入したことがない 不明
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                               単位（％） 

  

加
入
し
て
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る 
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加
入
し
て
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た
が
、

現
在
は
加
入
し
て
い
な
い 

加
入
し
た
こ
と
が
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【老人クラブへの加入状況】 

男
性 

全体(n=1,451) 14.5 4.9 66.4 14.1 

65～69 歳(n=297) 4.7 0.0 89.2 6.1 

70～74 歳(n=405) 11.9 2.7 73.1 12.3 

75～79 歳(n=354) 15.3 3.4 63.6 17.8 

80～84 歳(n=235) 23.8 10.6 50.6 14.9 

85～89 歳(n=121) 27.3 14.0 36.4 22.3 

90 歳以上(n=35) 17.1 17.1 31.4 34.3 

女
性 

全体(n=1,627) 14.1 6.9 63.4 15.6 

65～69 歳(n=319) 2.2 0.6 87.8 9.4 

70～74 歳(n=390) 8.5 1.0 78.2 12.3 

75～79 歳(n=387) 19.9 2.8 58.7 18.6 

80～84 歳(n=265) 21.9 12.8 46.4 18.9 

85～89 歳(n=154) 20.1 17.5 37.7 24.7 

90 歳以上(n=102) 23.5 32.4 31.4 12.7 

【地域別】×【老人クラブへの加入状況】 

北・三郷(n=376) 16.5 6.6 60.4 16.5 

南・茂呂(n=357) 14.8 6.7 62.2 16.2 

殖蓮(n=333) 12.0 3.9 69.7 14.4 

宮郷(n=344) 15.7 4.1 63.4 16.9 

名和(n=322) 21.4 5.9 56.5 16.1 

豊受(n=361) 12.5 9.4 64.0 14.1 

赤堀(n=309) 12.0 5.2 69.9 12.9 

東(n=377) 17.0 5.3 65.3 12.5 

境(n=349) 8.9 5.4 69.3 16.3 

【世帯構成別】×【老人クラブへの加入状況】 

ひとり暮らし(n=585) 13.2 6.2 61.5 19.1 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 14.2 4.1 67.0 14.7 

親子の二世代(n=895) 13.7 6.9 66.4 13.0 

親・子・孫の三世代(n=256) 20.7 10.2 55.5 13.7 

その他(n=143) 14.0 7.0 63.6 15.4 

【健康状態別】×【老人クラブへの加入状況】 

良い(n=590) 15.1 3.7 66.9 14.2 

まあ良い(n=653) 14.2 4.3 68.1 13.3 

普通(n=1,255) 14.8 6.0 63.2 16.0 

あまり良くない(n=487) 13.3 9.2 61.8 15.6 

良くない(n=132) 13.6 9.1 59.1 18.2 

※不明を除く、上位１項目に着色 
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≪問 36 で「２．以前は加入していたが、現在は加入していない」または「３．加入したこと

がない」を選択した方にお聞きします≫                        

問 37 老人クラブに加入していない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

老人クラブに加入していない理由では、「仕事をしているから」が21.6％と最も高く、次いで

「健康・体力面で難しいから」が19.0％、「特にない」が17.5％、「時間的な余裕がないから」

が14.6％、「加入するきっかけがないから」が14.3％となっています。 

性別で比較すると、男性では「仕事をしているから」、女性では「健康・体力面で難しいか

ら」の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、男女ともに、年齢が上がるにつれて「健康・体力面で難しいから」の割合

が高くなる傾向が見られます。一方で、「時間的な余裕がないから」や「加入するきっかけがな

いから」「何をしているかわからないから」は年齢が若い方が高い傾向があります。また、「仕

事をしているから」は、男性では65～69歳で49.5％、70～74歳で28.9％、女性でも65～69歳

で34.6％、70～74歳で24.9％と、男女ともに65～74歳において仕事を理由に加入していない

方の割合が高くなっています。 

地域別でみると、いずれの地域においても「仕事をしているから」、「健康・体力面で難しい

から」、「特にない」が高くなっていますが、赤堀地域においては「時間的な余裕がないから」

が、境地域においては「クラブがないから（解散したから）」が他の地域に比べ高くなっていま

す。 

世帯構成別でみると、ひとり暮らしでは「特にない」の割合が比較的高く、「仕事をしている

から」や「時間的な余裕がないから」は比較的低くなっています。また、夫婦のみ世帯では、

「健康・体力面で難しいから」が比較的低くなっています。 

健康状態別の比較でみると、健康状態が「あまり良くない・良くない」では、「健康・体力面

で難しいから」の割合が高くなっています。健康状態が「良い、まあ良い」では「仕事をして

いるから」や「時間的な余裕がないから」の割合が高くなっています。 

 

【老人クラブに加入しない理由】 
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3.8
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17.5

11.8

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

仕事をしているから

健康・体力面で難しいから

時間的な余裕がないから

加入するきっかけがないから

何をしているかわからないから

興味のある活動内容がないから

クラブがないから（解散したから）

別の組織・団体に所属しているから

耳が聞こえにくいから

名称が嫌だから

地域の人とかかわり合いたくないから

その他

特にない

無回答

n=2,704
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                               単位（％） 
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無
回
答 

【性別・年齢別】×【老人クラブに加入しない理由】 

男性 

全体(n=1,240) 26.0 16.5 16.0 16.5 14.1 13.7 5.4 4.7 4.5 5.0 3.5 6.5 17.7 8.2 

65～69 歳(n=283) 49.5 10.2 21.9 20.5 19.4 12.7 2.1 2.5 1.8 6.4 4.2 7.8 15.5 1.1 

70～74 歳(n=357) 28.9 11.5 16.8 14.6 15.7 16.0 4.8 4.5 2.5 5.6 2.8 5.3 20.2 7.3 

75～79 歳(n=300) 18.7 21.0 16.0 16.7 12.3 14.0 5.3 7.7 5.0 6.0 3.7 5.3 17.7 6.0 

80～84 歳(n=179) 8.9 20.7 8.9 16.2 10.1 10.6 10.6 5.6 4.5 2.2 3.9 4.5 18.4 15.6 

85～89 歳(n=88) 5.7 29.5 10.2 14.8 8.0 14.8 8.0 1.1 14.8 1.1 2.3 10.2 12.5 21.6 

90 歳以上(n=29) 6.9 24.1 3.4 6.9 3.4 6.9 6.9 0.0 20.7 0.0 3.4 20.7 17.2 27.6 

女性 

全体(n=1,397) 18.1 20.1 13.6 12.2 9.4 8.8 6.6 3.7 4.1 3.0 3.3 6.3 17.2 14.0 

65～69 歳(n=312) 34.6 8.3 19.2 11.5 10.9 10.9 4.2 2.2 1.0 5.4 4.2 8.7 20.8 6.7 

70～74 歳(n=357) 24.9 13.2 19.9 16.2 13.4 12.0 5.0 5.0 1.4 3.9 3.6 6.2 17.6 9.8 

75～79 歳(n=310) 13.2 18.1 13.5 13.5 9.4 8.7 5.8 5.8 3.2 1.9 3.9 1.6 18.7 18.1 

80～84 歳(n=207) 5.8 28.5 6.3 9.7 5.8 6.3 13.0 2.9 5.3 0.5 1.4 4.3 13.0 21.7 

85～89 歳(n=123) 2.4 41.5 2.4 8.1 4.1 4.1 8.1 2.4 11.4 1.6 2.4 7.3 12.2 21.1 

90 歳以上(n=78) 0.0 50.0 1.3 5.1 3.8 0.0 5.1 0.0 16.7 2.6 2.6 20.5 14.1 12.8 

【地域別】×【老人クラブに加入しない理由】 

北・三郷(n=314) 20.4 15.9 13.4 15.3 12.4 11.8 6.4 4.8 3.8 3.5 2.9 6.4 15.6 15.0 

南・茂呂(n=304) 19.1 21.1 15.8 14.8 15.1 13.2 3.0 5.3 3.3 4.3 4.6 6.3 18.8 10.9 

殖蓮(n=293) 15.7 18.4 12.6 15.4 7.5 12.3 2.0 8.2 6.5 2.7 3.1 8.2 16.4 11.6 

宮郷(n=290) 20.7 16.6 12.1 15.5 15.2 9.7 1.7 3.8 4.5 3.8 3.4 6.9 17.9 12.4 

名和(n=253) 22.5 20.9 11.9 15.0 12.3 9.5 4.0 2.4 5.1 5.9 2.4 4.7 17.0 15.4 

豊受(n=316) 19.6 18.0 10.8 12.7 10.1 12.3 10.4 3.5 3.5 4.4 1.6 9.2 19.0 9.8 

赤堀(n=272) 28.3 20.2 25.0 14.7 7.0 7.7 5.1 4.4 4.0 3.7 2.2 4.4 17.6 9.6 

東(n=313) 25.6 18.8 16.9 11.8 11.8 12.8 1.0 2.2 4.5 3.5 6.4 6.4 18.8 9.9 

境(n=318) 22.6 16.0 13.5 12.6 11.3 8.2 18.2 2.5 3.1 3.5 3.8 4.1 16.7 11.0 

【地域別】×【老人クラブに加入しない理由】 

ひとり暮らし(n=508) 18.7 20.5 9.3 14.8 15.2 8.3 5.3 2.4 3.5 2.6 3.3 5.5 20.7 13.8 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,073) 21.5 14.0 15.7 15.7 11.7 13.5 6.4 4.8 3.6 5.0 3.4 5.0 17.8 11.2 

親子の二世代(n=772) 23.2 21.2 16.8 13.0 10.4 10.2 6.2 4.1 5.4 3.6 3.8 7.3 15.3 10.0 

親・子・孫の三世代(n=203) 22.7 26.1 13.8 10.3 8.4 9.4 4.9 5.9 5.4 3.4 3.9 6.9 15.8 11.8 

その他(n=123) 24.4 17.1 15.4 13.0 7.3 6.5 3.3 2.4 4.1 1.6 1.6 13.8 18.7 14.6 

【健康状態別】×【老人クラブに加入しない理由】 

良い(n=501) 35.1 4.6 19.4 14.2 11.8 10.8 4.8 6.0 2.2 6.0 5.0 6.4 17.2 9.2 

まあ良い(n=560) 27.0 10.5 18.0 16.1 14.1 12.1 7.1 5.2 2.9 5.5 2.1 5.4 17.9 9.3 

普通(n=1069) 19.5 15.0 14.1 14.7 11.4 11.5 6.3 3.4 4.1 2.9 3.1 5.8 19.6 13.8 

あまり良くない(n=422) 10.2 45.0 8.8 12.1 9.7 8.8 5.5 3.1 8.3 2.1 4.0 8.1 12.6 11.1 

良くない(n=114) 2.6 47.4 4.4 6.1 4.4 7.0 0.9 2.6 4.4 0.9 3.5 10.5 17.5 14.0 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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９．仕事・経済状況 

問 38 現在、収入のある仕事をしていますか。【○は１つ】 

  回答者の就労状況は、「仕事をしている」が 27.3％、「仕事をしたいと思っているが、してい

ない」が 2.4％、「仕事をしていない」が 63.9％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男性の 65～69 歳では約６割が「仕事をしている」と回答しており、

女性の 65～69 歳では「仕事をしている」と「仕事をしていない」が約半数ずつとなっていま

す。男性の 70～74 歳では約４割、女性の 70～74 歳でも約３割が仕事をしています。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに「仕事をしていない」割合が高い傾向となってい

ます。 

  運転免許の有無別では、運転免許を持っている３割が「仕事をしている」と回答しており、

運転免許を持っていないの８割が「仕事をしていない」と回答しています。 

 

【就労状況】 
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仕事をしている 仕事をしたいと思っているが、していない 仕事をしていない 不明



 

91 

                               単位（％） 
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【性別・年齢別】×【就労状況】 

男
性 

全体(n=1,451) 33.0 3.4 58.6 5.0 

65～69 歳(n=297) 59.9 5.4 33.7 1.0 

70～74 歳(n=405) 38.8 4.2 55.1 2.0 

75～79 歳(n=354) 26.0 2.8 66.1 5.1 

80～84 歳(n=235) 16.2 2.6 70.6 10.6 

85～89 歳(n=121) 7.4 0.0 79.3 13.2 

90 歳以上(n=35) 8.6 2.9 82.9 5.7 

女
性 

全体(n=1,627) 23.0 1.4 68.5 7.1 

65～69 歳(n=319) 46.1 2.8 48.6 2.5 

70～74 歳(n=390) 31.0 1.8 63.1 4.1 

75～79 歳(n=387) 20.2 1.0 70.3 8.5 

80～84 歳(n=265) 7.2 0.8 83.4 8.7 

85～89 歳(n=154) 5.2 0.0 79.9 14.9 

90 歳以上(n=102) 1.0 1.0 87.3 10.8 

【健康状態別】×【就労状況】 

良い(n=590) 40.5 2.9 52.2 4.4 

まあ良い(n=653) 34.0 2.5 58.2 5.4 

普通(n=1,255) 25.5 2.5 65.9 6.1 

あまり良くない(n=487) 14.8 1.6 75.2 8.4 

良くない(n=132) 6.1 2.3 81.8 9.8 

【運転免許の有無】×【就労状況】 

持っている(n=2,390) 34.0 2.7 58.9 4.4 

以前は持っていたが、今は持っていない（返納した）(n=430) 6.5 1.4 80.9 11.2 

持っていたことはない(n=290) 6.2 1.0 83.8 9.0 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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≪問 38 で「１．仕事をしている」または「２．仕事をしたいと思っているが、していない」

を選択した方にお聞きします≫                            

問 39 それはどのような仕事ですか。複数の仕事をしている、またはしたいと思っている場合

は、収入の最も多いものに○をつけてください。【○は１つ】 

  どのような仕事かについては、「契約・派遣・臨時・パート」が 40.7％と最も高く、次いで

「自営業（家族従事者を含む。以下略）」が 30.0％、「正規の職員・従業員」が 7.9％、「会社な

どの役員」が 6.7％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも 65～74 歳では「契約・派遣・臨時・パート」の割合が高

く、75 歳以上で「自営業」の割合が高くなる傾向となっています。 

 

【就労形態】 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「内職」の回答が多くありました。 

【性別・年齢別】×【就労形態】                        単位（％） 

  

自
営
業
（家
族
従
業
者
を
含
む
。
） 

正
規
の
職
員
・従
業
員 

会
社
な
ど
の
役
員 

契
約
・派
遣
・
臨
時
・パ
ー
ト 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員 

そ
の
他 

不
明 

男
性 

全体(n=529) 32.5 10.4 7.6 37.2 3.2 6.2 2.8 

65～69 歳(n=194) 20.1 19.1 6.2 47.9 1.0 4.1 1.5 

70～74 歳(n=174) 35.1 8.0 7.5 40.2 1.7 4.0 3.4 

75～79 歳(n=102) 43.1 3.9 7.8 26.5 5.9 8.8 3.9 

80～84 歳(n=44) 45.5 0.0 13.6 9.1 13.6 15.9 2.3 

85～89 歳(n=9) 44.4 0.0 11.1 33.3 0.0 0.0 11.1 

90 歳以上(n=4) 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 

女
性 

全体(n=397) 27.2 4.8 5.3 45.8 3.3 8.6 5.0 

65～69 歳(n=156) 22.4 9.0 3.2 58.3 0.0 3.2 3.8 

70～74 歳(n=128) 30.5 0.8 3.1 48.4 3.9 9.4 3.9 

75～79 歳(n=82) 31.7 3.7 11.0 29.3 7.3 11.0 6.1 

80～84 歳(n=21) 23.8 0.0 14.3 23.8 0.0 28.6 9.5 

85～89 歳(n=8) 37.5 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 25.0 

90 歳以上(n=2) 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 

※不明を除く、上位２項目に着色 

30.0 7.9 6.7 40.7

3.2

7.6 3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=939

自営業（家族従業者を含む。） 正規の職員・従業員
会社などの役員 契約・派遣・臨時・パート
シルバー人材センターの会員 その他
不明
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問 40 仕事をしている、またはしたいと思っている理由は何ですか。【○はいくつでも】 

  仕事をしている、またはしたいと思っている理由は、「収入を得たいから」が 69.3％と最も

高く、次いで「健康に良いから」が 49.3％、「社会とつながっていたいから」が 31.8％、「生き

がいを得たいから」が 31.6％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男性の 84 歳以下、女性の 79 歳以下では「収入を得たいから」の割

合が高く、男性の 85 歳以上、女性の 80.歳以上で「健康に良いから」の割合が高くなっていま

す。 

  健康状態別による比較では、健康状態が悪くなるほど「収入を得たいから」の割合が高く、

健康状態が良くなるほど「健康に良いから」と回答している割合が高くなっています。 

  就労形態別については、正規の職員・従業員、契約・派遣・臨時・パート、シルバー人材セ

ンターの会員で「収入を得たいから」の割合が７割を超え高くなっています。会社などの役員

では「社会とつながっていたいから」の割合が他の項目に比べて高くなっています。 

 

【仕事をする理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.3

49.3

31.8

31.6

25.6

25.2

17.0

3.9

4.3

5.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

収入を得たいから

健康に良いから

社会とつながっていたいから

生きがいを得たいから

何もしないでいると退屈だから

持っている能力を活かしたいから

社会の役に立ちたいから

友人がほしいから

その他

無回答

n=939
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                                単位（％） 

  

収
入
を
得
た
い
か
ら 

健
康
に
良
い
か
ら 

社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
た
い
か
ら 

生
き
が
い
を
得
た
い
か
ら 

何
も
し
な
い
で
い
る
と
退
屈
だ
か
ら 

持
っ
て
い
る
能
力
を
活
か
し
た
い
か
ら 

社
会
の
役
に
立
ち
た
い
か
ら 

友
人
が
ほ
し
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【仕事をする理由】 

男
性 

全体(n=529) 74.3 49.9 29.5 30.8 28.0 29.1 19.1 4.7 3.6 4.2 

65～69 歳(n=194) 79.4 47.9 30.4 23.2 27.3 29.9 18.6 3.1 3.6 5.7 

70～74 歳(n=174) 75.9 48.3 29.9 33.9 29.3 27.0 16.7 5.7 4.0 4.0 

75～79 歳(n=102) 71.6 52.9 30.4 39.2 27.5 31.4 24.5 4.9 4.9 0.0 

80～84 歳(n=44) 61.4 52.3 25.0 36.4 25.0 29.5 13.6 4.5 0.0 4.5 

85～89 歳(n=9) 33.3 66.7 11.1 22.2 22.2 11.1 22.2 0.0 0.0 22.2 

90 歳以上(n=4) 50.0 75.0 25.0 25.0 75.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 

女
性 

全体(n=397) 62.7 48.6 35.8 32.2 22.7 20.2 14.6 3.0 5.3 7.3 

65～69 歳(n=156) 70.5 41.0 38.5 28.2 19.2 23.7 16.7 1.3 3.8 6.4 

70～74 歳(n=128) 68.0 57.0 31.3 35.9 22.7 17.2 11.7 4.7 4.7 6.3 

75～79 歳(n=82) 51.2 47.6 37.8 36.6 28.0 15.9 11.0 2.4 7.3 9.8 

80～84 歳(n=21) 33.3 47.6 33.3 28.6 19.0 19.0 23.8 4.8 9.5 14.3 

85～89 歳(n=8) 25.0 62.5 37.5 25.0 37.5 50.0 37.5 12.5 12.5 0.0 

90 歳以上(n=2) 50.0 100.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

【健康状態別】×【仕事をする理由】 

良い(n=256) 69.9 53.1 32.0 35.2 26.2 33.2 19.1 5.1 3.1 3.5 

まあ良い(n=238) 68.1 50.8 35.7 35.7 28.6 26.1 19.7 4.2 5.0 5.5 

普通(n=351) 67.5 46.7 29.6 27.1 23.6 21.4 14.2 3.1 4.8 7.1 

あまり良くない(n=80) 77.5 45.0 28.8 26.3 23.8 16.3 13.8 3.8 3.8 5.0 

良くない(n=11) 72.7 36.4 27.3 36.4 27.3 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 

【就労形態別】×【仕事をする理由】 

自営業（家族従業者を含む。）(n=282) 67.7 41.1 29.8 34.0 15.2 28.4 15.6 3.9 6.7 6.0 

正規の職員・従業員(n=74) 83.8 52.7 27.0 20.3 23.0 39.2 23.0 5.4 4.1 0.0 

会社などの役員（n=63) 58.7 34.9 41.3 34.9 17.5 36.5 25.4 4.8 6.3 12.7 

契約・派遣・臨時・パート(n=382) 76.2 58.6 35.1 32.5 34.0 20.7 15.4 3.1 1.6 2.6 

シルバー人材センターの会員(n=30) 70.0 60.0 26.7 23.3 30.0 3.3 20.0 13.3 3.3 6.7 

その他(n=70) 47.9 40.8 26.8 31.0 33.8 23.9 16.9 2.8 5.6 7.0 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 41 仕事をしている人、またはしたいと思っている人は、何歳頃まで働きたいですか 

【○は１つ】 

  仕事をしている人、またはしたいと思っている人が、何歳頃まで働きたいかについては「75

歳頃まで」が 30.4％と最も高く、次いで「80 歳頃まで」が 24.9％、「わからない」が 13.7％、

「70 歳頃まで」が 13.1％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも 65～69 歳では「70 歳頃まで」「75 歳頃まで」、70～74 歳

では「75 歳頃まで」「80 歳頃まで」の割合が高くなっています。 

  就労形態別では、正規の職員・従業員、契約・派遣・臨時・パートでは「75 歳頃まで」、自

営業、会社役員、シルバー人材センターの会員では「80 歳頃まで」の割合が最も高くなってい

ます。また、シルバー人材センターの会員では「90 歳以上で働けるまで」の割合が他の就労形

態より高くなっています。 

 

【理想の就業年齢】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.1 30.4 24.9 9.1 7.0 13.7 1.8

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

n=939

70歳頃まで 75歳頃まで 80歳頃まで
85歳頃まで 90歳以上で働けるまで わからない
不明
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                               単位（％） 

  

70
歳
頃
ま
で 

75
歳
頃
ま
で 

80
歳
頃
ま
で 

85
歳
頃
ま
で 

90
歳
以
上
で
働
け
る
ま
で 

わ
か
ら
な
い 

不
明 

【性別・年齢別】×【理想の就業年齢】 

男
性 

全体(n=529) 12.9 29.7 26.5 11.0 8.5 10.8 0.8 

65～69 歳(n=194) 34.0 39.7 10.3 1.0 3.1 10.8 1.0 

70～74 歳(n=174) 1.1 43.1 33.3 6.3 6.3 9.8 0.0 

75～79 歳(n=102) 0.0 4.9 57.8 16.7 8.8 10.8 1.0 

80～84 歳(n=44) 0.0 0.0 4.5 59.1 22.7 11.4 2.3 

85～89 歳(n=9) 0.0 0.0 0.0 22.2 44.4 33.3 0.0 

90 歳以上(n=4) 0.0 0.0 25.0 0.0 75.0 0.0 0.0 

女
性 

全体(n=397) 14.1 31.2 23.4 6.3 4.8 16.9 3.3 

65～69 歳(n=156) 35.9 38.5 7.1 0.0 2.6 14.7 1.3 

70～74 歳(n=128) 0.0 47.7 28.9 3.1 2.3 13.3 4.7 

75～79 歳(n=82) 0.0 3.7 53.7 14.6 4.9 22.0 1.2 

80～84 歳(n=21) 0.0 0.0 4.8 38.1 14.3 23.8 19.0 

85～89 歳(n=8) 0.0 0.0 0.0 12.5 37.5 50.0 0.0 

90 歳以上(n=2) 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

【就労形態別】×【理想の就業年齢】 

自営業（家族従業者を含む。）(n=282) 5.7 21.6 31.9 14.2 11.0 15.2 0.4 

正規の職員・従業員(n=74) 33.8 39.2 12.2 2.7 2.7 9.5 0.0 

会社などの役員（n=63) 9.5 19.0 25.4 19.0 3.2 20.6 3.2 

契約・派遣・臨時・パート(n=382) 18.8 39.8 22.8 5.2 2.6 9.7 1.0 

シルバー人材センターの会員(n=30) 0.0 13.3 43.3 10.0 16.7 16.7 0.0 

その他(n=70) 2.8 18.3 21.1 8.5 16.9 23.9 8.5 

※不明を除く、上位２項目に着色 
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≪問 38 で「２．仕事をしたいと思っているが、していない」または「３．仕事をしていな

い」を選択した方にお聞きします≫ 

問 42 現在仕事をしていない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

  現在仕事をしていない理由は、「健康・体力面で働けないから」が 42.1％と最も高く、次い

で「仕事をする必要がないから」が 22.6％、「仕事をしたいと思わないから」が 18.8％となっ

ています。 

  性別でみると、男女とも「健康・体力面で働けないから」「仕事をする必要がないから」の割

合が高くなっています。また、「仕事をしたいと思わないから」が男性で 21.9％、女性で 16.6％

と男性の方が 5.3 ポイント高くなっています。 

  年齢別でみると、年齢の上昇とともに「健康・体力面で働けないから」の割合が高くなるほ

か、65～74 歳で「仕事をしたいと思わないから」、75 歳以上で「仕事をする必要がないから」

の割合が高くなっています。 

 

【仕事をしていない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「高齢のため」「家族の介護・世話のため」「他の活動（家事・趣味・地域活動など）」

の回答が多くありました。 

 

  

42.1

22.6

18.8

9.3

5.6

13.8

9.8

0％ 20％ 40％ 60％

健康・体力面で働けないから

仕事をする必要がないから

仕事をしたいと思わないから

希望や条件に合う仕事がないから

仕事をする時間がないから

その他

無回答

n=2,096
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                                   単位（％） 

  

健
康
・体
力
面
で
働
け
な
い
か
ら 

仕
事
を
す
る
必
要
が
な
い
か
ら 

仕
事
を
し
た
い
と
思
わ
な
い
か
ら 

希
望
や
条
件
に
合
う
仕
事
が
な
い
か
ら 

仕
事
を
す
る
時
間
が
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

【性別】×【仕事をしていない理由】 

男性(n=900) 41.6 22.4 21.9 12.0 5.0 12.2 8.6 

女性(n=1,138) 42.6 22.9 16.6 7.4 6.2 14.9 10.6 

【年齢別】×【仕事をしていない理由】 

65～69 歳(n=283) 30.7 20.8 28.6 18.4 8.5 12.4 3.2 

70～74 歳(n=497) 34.4 21.9 23.9 16.1 8.7 13.5 6.2 

75～79 歳(n=530) 40.9 23.8 20.4 6.6 6.2 14.0 9.4 

80～84 歳(n=409) 49.1 21.8 12.2 4.9 2.2 12.7 15.2 

85～89 歳(n=227) 55.9 23.8 10.6 2.6 2.2 14.1 16.3 

90 歳以上(n=124) 55.6 25.8 6.5 0.8 2.4 21.8 10.5 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 43 就職の支援機関や相談窓口として知っているものはありますか。【○はいくつでも】 

  就職の支援機関や相談窓口として知っているものは、「シルバー人材センター」が 57.7％と

最も高く、次いで「ハローワークの生涯現役支援窓口」が 32.3％、「群馬県シニア就業支援セ

ンター」が 7.1％となっています。 

  ネットの利用状況別では、ネットを積極的に利用している、たまに利用している方が就職の

支援機関や相談窓口を知っている割合が高い傾向がみられます。 

  市や地域の情報入手手段別では、市ホームページ、いせさき情報メール、インターネットか

ら情報を入手している方で、「シルバー人材センター」を知っている割合が７割を超えていま

す。また、市 Twitter（X）（ツイッター）やインターネットで「ハローワークの生涯現役支援窓

口」、市 Facebook（フェイスブック）や市 Instagram（インスタグラム）で「群馬県シニア就業

支援センター」を知っている割合が他の情報入手手段に比べ高くなっています。 

 

【就職支援機関として知っているもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.7

32.3

7.1

13.4

22.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

シルバー人材センター

ハローワークの生涯現役支援窓口

群馬県シニア就業支援センター

知っているものはない

無回答

n=3,161

※生涯現役支援窓口とは 

65 歳以上の方を重点的に支援している窓口で、シニア世代の方の採用に意欲的な企業の求人

情報や多様な就業ニーズなどに応じた情報を提供しています。また、シニア世代の方に適した、

各種ガイダンス・職場見学等を実施しています。 

※群馬県シニア就業支援センターとは 

中高年齢者の方向けに、再就職支援と多様なニーズに対応したさまざまな「働き方」への相談・

情報提供を行っています。伊勢崎市役所での出張相談も行っています。（事前予約制） 

 【相談日】毎月第 2 水曜日      【時 間】午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分 

 【会 場】市役所東館 2 階相談室 1  【申 込】027-381-8872 

※シルバー人材センターとは 

現役を引退した高年齢者に対し、臨時的
り ん じ て き

かつ短期的な仕事を引き受け、会員の希望や能力に応

じて就業機会を提供し、仕事の内容や実績に応じて、報 酬
ほうしゅう

を支払っています。 

就業を援助することにより、高年齢者の生きがいの充実や社会参加の推進を図り、活力ある地

域社会づくりに寄与することを目的としています。 
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                             単位（％） 

  シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
生
涯
現
役
支
援
窓
口 

群
馬
県
シ
ニ
ア
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー 

知
っ
て
い
る
も
の
は
な
い 

無
回
答 

【インターネット利用状況別】×【就職支援機関として知っているもの】 

積極的に利用している(n=593) 70.2 43.3 12.3 10.8 12.6 

たまに利用している(n=640) 68.4 39.1 8.6 8.0 15.9 

あまり利用していない(n=239) 56.1 32.6 6.3 13.0 21.3 

全く利用していない(n=1,495) 52.1 27.0 4.9 17.6 24.8 

【市や地域の情報入手手段別】×【就職支援機関として知っているもの】 

広報いせさき(n=2,682) 61.9 34.5 7.6 11.0 20.8 

市ホームページ(n=330) 76.4 44.8 12.7 6.7 13.6 

市 Twitter（X）（ツイッター）(n=10) 60.0 60.0 10.0 0.0 40.0 

市 Facebook（フェイスブック）(n=10) 60.0 30.0 30.0 0.0 30.0 

市 Instagram（インスタグラム）(n=15) 66.7 33.3 26.7 0.0 26.7 

いせさき情報メール(n=326) 75.2 39.6 11.0 6.4 13.2 

チラシやポスター(n=595) 68.4 38.8 8.9 6.9 19.7 

新聞(n=948) 63.3 34.9 8.5 9.1 23.2 

テレビ(n=495) 53.9 33.1 8.3 11.5 29.9 

ラジオ(n=139) 48.2 25.9 9.4 13.7 33.1 

回覧板(n=1,929) 64.4 34.1 7.5 9.6 21.4 

インターネット(n=156) 75.0 48.7 16.0 10.9 7.7 

その他(n=44) 63.6 38.6 9.1 15.9 13.6 

特にない(n=234) 29.9 18.8 4.3 38.0 24.8 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 44 2023 年中の収入の種類はどのようなものですか。【○はいくつでも】 

  2023 年中の収入の種類については「公的な年金・恩給」が 79.2％と最も高く、次いで「私

的な年金（企業年金、個人年金など。以下略）」が 25.1％、「仕事による収入」が 23.9％、「家

賃・地代・配当金」が 7.7％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女ともすべての年代で「公的な年金・恩給」が約７割以上となっ

ています。また、男女とも 74 歳以下では「私的な年金」と「仕事による収入」の割合が高く

なっていますが、75 歳以上では年齢の上昇とともに割合が低下し、特に「仕事による収入」で

その傾向が顕著です。 

  世帯構成別でみると、ひとり暮らしでは「仕事による収入」の割合が他の世帯と比べて若干

低くなっています。 

  仕事の有無・就労形態別では、仕事をしている場合は、その他の就業形態を除いて「仕事に

よる収入」の割合が「公的な年金・恩給」の割合を上回っています。また、仕事をしたいと思

っているがしていない、仕事をしていないでは「公的な年金」の割合が高くなっています。 

 

【収入の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収入の種類の割合であり、収入金額の割合ではありません。 

 

 

  

79.2

25.1

23.9

7.7

1.1

0.4

0.3

1.1

1.9

0.8

5.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

公的な年金・恩給

私的な年金（企業年金、個人年金など）

仕事による収入

家賃・地代・配当金

生活保護

仕送り

手当（傷病手当金、労災保険の医療給付など）

その他

収入はない

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 

  

公
的
な
年
金
・
恩
給 

私
的
な
年
金 

仕
事
に
よ
る
収
入 

家
賃
・
地
代
・配
当
金 

生
活
保
護 

仕
送
り 

手
当 

そ
の
他 

収
入
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【収入の種類】 

男
性 

全体(n=1,451) 80.2 27.0 29.8 10.7 1.4 0.3 0.3 0.7 1.3 0.4 4.9 

65～69 歳(n=297) 81.5 34.7 59.9 12.8 1.7 0.0 0.0 1.3 1.0 0.3 2.4 

70～74 歳(n=405) 81.2 27.2 35.1 10.4 1.2 0.5 1.0 1.0 0.5 0.7 4.0 

75～79 歳(n=354) 79.7 25.7 21.5 12.7 1.1 0.6 0.0 0.3 2.3 0.6 4.8 

80～84 歳(n=235) 79.6 23.4 12.3 8.5 1.7 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 7.7 

85～89 歳(n=121) 75.2 23.1 4.1 7.4 2.5 0.0 0.0 0.8 3.3 0.0 8.3 

90 歳以上(n=35) 88.6 14.3 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 

女
性 

全体(n=1,627) 79.1 23.4 19.3 5.3 0.7 0.6 0.3 1.4 2.2 1.0 6.1 

65～69 歳(n=319) 81.8 28.2 41.1 3.4 0.3 0.0 0.0 1.9 0.3 1.3 2.8 

70～74 歳(n=390) 83.3 30.3 27.4 7.7 0.3 0.3 0.5 1.3 1.3 0.3 3.3 

75～79 歳(n=387) 76.0 22.2 15.5 5.7 1.3 0.0 0.0 1.8 1.8 1.0 8.5 

80～84 歳(n=265) 79.6 17.7 4.5 4.2 1.1 1.5 0.8 0.0 3.4 2.3 6.4 

85～89 歳(n=154) 68.8 18.8 2.6 5.2 0.6 1.3 0.6 2.6 5.8 0.0 13.0 

90 歳以上(n=102) 80.4 9.8 0.0 3.9 1.0 2.0 0.0 1.0 3.9 1.0 7.8 

【世帯構成別】×【収入の種類】 

ひとり暮らし(n=585) 74.5 23.9 18.8 7.9 4.1 0.9 0.0 0.7 3.2 1.4 6.8 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 81.6 26.9 25.7 8.2 0.4 0.2 0.2 1.0 1.2 0.2 5.4 

親子の二世代(n=895) 82.1 23.0 25.8 7.6 0.2 0.8 0.4 1.5 2.2 1.1 4.5 

親・子・孫の三世代(n=256) 77.7 26.2 22.7 7.8 0.0 0.0 0.8 0.4 1.2 0.4 7.8 

その他(n=143) 66.4 25.9 22.4 4.2 2.8 0.0 0.0 2.1 0.7 2.1 6.3 

【仕事の有無・就労形態別】×【収入の種類】 

仕
事
を
し
て
い
る 

全体(n=864) 77.7 25.7 83.0 11.8 0.2 0.5 0.1 1.0 0.2 0.7 3.5 

自営業（家族従業者を含む。）(n=281) 75.8 29.5 76.9 18.5 0.0 0.7 0.0 0.7 0.4 0.4 5.0 

正規の職員・従業員(n=71) 71.8 25.4 94.4 7.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.4 

会社などの役員(n=61) 65.6 18.0 88.5 24.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

契約・派遣・臨時・パート(n=344) 82.6 24.1 90.1 4.9 0.3 0.3 0.3 0.9 0.0 1.2 2.9 

シルバー人材センターの会員(n=23) 87.0 17.4 82.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 

その他(n=61) 77.0 31.1 59.0 18.0 0.0 1.6 0.0 3.3 0.0 1.6 3.3 

仕事をしたいと

思っているが、 

していない 

全体(n=75) 80.0 26.7 13.3 9.3 1.3 1.3 1.3 0.0 5.3 1.3 2.7 

仕事を 

していない 
全体(n=2,021) 82.4 25.5 0.7 6.0 1.4 0.4 0.3 1.2 2.4 0.7 4.4 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 45 2023 年中の総収入（税込み）は、おおよそいくらとなる見込みですか。【○は１つ】 

  2023 年中の総収入の見込みは、「50～100 万円未満」が 18.4％と最も高く、次いで、「150

万円～200 万円」が 17.0％、「100 万円～150 万円未満」が 13.6％、「200 万円～250 万円未

満」が 11.0％となっています。 

  性別による比較では、全体的に男性の方が女性よりも高い傾向があり、男性では「150 万円

～300 万円未満」、女性では「50 万円～200 万円未満」の割合が高くなっています。年齢別で

は、男性の 65～69 歳では「300 万円～500 万円未満」の割合が最も高くなっています。 

  仕事の有無・就労形態別では、仕事をしているでは正規の職員・従業員、会社などの役員で

は「300 万円～」の割合が高く、契約・派遣・臨時・パート、シルバー人材センターの会員、

その他では「50 万円～300 万円未満」の割合が高くなっており、特に「150 万円～200 万円未

満」が最も高くなっています。仕事をしたいと思っているがしていないでは「150 万円～200

万円未満」が 18.7％と最も高くなっています。仕事をしていないでは、「50 万円～100 万円未

満」が 20.9％と最も高くなっています。 

  収入の種類別では、「仕事による収入」「家賃・地代・配当金」がある人は、年収が高くなる

傾向があります。 

 

【収入金額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.0

2.9

18.4

13.6

17.0

11.0

7.7

7.8

2.1

1.6

0.9

5.6

8.5

0％ 10％ 20％ 30％

収入はない

50万円未満

50万円～100万円未満

100万円～150万円未満

150万円～200万円未満

200万円～250万円未満

250万円～300万円未満

300万円～500万円未満

500万円～700万円未満

700万円～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 

  

収
入
は
な
い 

50
万
円
未
満 

50
万
円
～
100
万
円
未
満 

100
万
円
～
150
万
円
未
満 

150
万
円
～
200
万
円
未
満 

200
万
円
～
250
万
円
未
満 

250
万
円
～
300
万
円
未
満 

300
万
円
～
500
万
円
未
満 

500
万
円
～
700
万
円
未
満 

700
万
円
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【収入金額】 

男
性 

全体(n=1,451) 2.7 1.3 7.2 9.3 19.0 16.0 11.3 13.9 3.7 2.1 1.6 4.3 7.6 

65～69 歳(n=297) 1.7 1.0 4.0 7.1 15.8 13.5 9.4 21.9 9.4 5.1 2.4 4.4 4.4 

70～74 歳(n=405) 2.0 1.2 5.2 10.9 21.5 15.6 11.9 15.3 3.0 2.0 2.5 4.0 5.2 

75～79 歳(n=354) 2.8 0.3 7.1 10.5 21.2 19.5 9.6 13.0 1.4 1.7 0.8 4.8 7.3 

80～84 歳(n=235) 4.3 3.0 12.8 8.9 20.0 15.7 11.5 6.8 1.7 0.4 0.9 3.0 11.1 

85～89 歳(n=121) 4.1 1.7 10.7 5.8 12.4 15.7 15.7 9.1 2.5 0.8 0.8 6.6 14.0 

90 歳以上(n=35) 2.9 2.9 11.4 14.3 8.6 11.4 22.9 5.7 2.9 0.0 0.0 2.9 14.3 

女
性 

全体(n=1,627) 3.1 4.2 28.6 17.6 15.1 6.6 4.7 2.4 0.6 1.1 0.3 6.7 8.9 

65～69 歳(n=319) 1.3 4.4 24.8 20.7 16.6 8.8 6.9 2.2 1.6 2.5 0.9 4.7 4.7 

70～74 歳(n=390) 1.5 3.3 33.6 18.2 15.9 5.6 2.6 3.6 1.0 0.8 0.5 7.2 6.2 

75～79 歳(n=387) 4.1 3.6 29.7 20.2 14.2 5.9 6.7 2.3 0.0 0.8 0.0 2.8 9.6 

80～84 歳(n=265) 4.5 3.8 26.4 15.1 15.1 7.9 3.8 1.9 0.4 0.8 0.0 10.2 10.2 

85～89 歳(n=154) 3.9 5.8 26.0 13.6 13.6 3.2 2.6 2.6 0.0 1.3 0.0 9.1 18.2 

90 歳以上(n=102) 5.9 8.8 23.5 9.8 14.7 8.8 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 10.8 

【仕事の有無・就労形態別】×【収入金額】 

仕
事
を
し
て
い
る 

全体(n=864) 0.3 2.1 13.0 9.3 14.4 9.8 11.1 16.7 5.4 4.6 3.0 4.9 5.4 

自営業（家族従業者を含む。）(n=281) 0.4 2.5 12.5 9.3 10.7 10.7 11.4 16.0 2.8 6.0 4.3 6.8 6.8 

正規の職員・従業員(n=71) 0.0 0.0 0.0 1.4 4.2 8.5 9.9 32.4 22.5 8.5 1.4 7.0 4.2 

会社などの役員(n=61) 0.0 0.0 4.9 1.6 11.5 1.6 11.5 9.8 18.0 21.3 14.8 3.3 1.6 

契約・派遣・臨時・パート(n=344) 0.0 1.7 14.8 12.8 18.6 11.9 12.8 15.4 2.6 0.9 0.3 3.2 4.9 

シルバー人材センターの会員(n=23) 0.0 0.0 21.7 8.7 30.4 8.7 4.3 17.4 0.0 0.0 0.0 8.7 0.0 

その他(n=61) 1.6 8.2 21.3 8.2 18.0 6.6 8.2 13.1 3.3 1.6 4.9 0.0 4.9 

仕事をしたいと

思っているが、 

していない 

全体(n=75) 4.0 4.0 14.7 14.7 18.7 16.0 6.7 5.3 2.7 1.3 0.0 5.3 6.7 

仕事を 

していない 
全体(n=2,021) 4.0 2.9 20.9 15.7 18.8 12.0 6.7 4.6 0.7 0.4 0.1 5.7 7.5 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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【収入の種類別】×【収入金額】                単位（％） 

  50
万
円
未
満 

50
万
円
～
100
万
円
未
満 

100
万
円
～
150
万
円
未
満 

150
万
円
～
200
万
円
未
満 

200
万
円
～
250
万
円
未
満 

250
万
円
～
300
万
円
未
満 

300
万
円
～
500
万
円
未
満 

500
万
円
～
700
万
円
未
満 

700
万
円
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
万
円
以
上 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

公的な年金・恩給(n=2,504) 2.8 19.4 14.6 18.4 12.6 8.7 8.8 2.3 1.3 0.7 4.7 3.8 

私的な年金（n=794） 2.6 15.7 14.6 16.2 10.6 8.6 13.0 2.4 1.8 0.6 6.3 4.8 

仕事による収入（n=754） 1.7 11.7 11.1 14.3 10.9 11.9 18.7 5.8 4.4 3.2 4.2 2.0 

家賃・地代・配当金（n=244） 1.2 3.3 6.1 8.6 11.5 12.3 24.2 13.1 7.4 4.5 4.1 3.7 

仕送り（n=14） 7.1 21.4 0.0 14.3 7.1 14.3 21.4 0.0 0.0 0.0 7.1 7.1 

手当（n=10） 0.0 20.0 0.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 

生活保護（n=35） 2.9 20.0 11.4 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 11.4 

その他（n=34） 0.0 20.6 2.9 14.7 11.8 11.8 14.7 2.9 5.9 0.0 5.9 5.9 

収入はない（n=59） 6.8 22.0 5.1 8.5 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.7 10.2 8.5 

わからない（n=26） 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.0 0.0 3.8 0.0 46.2 15.4 

※無回答を除く、上位１項目に着色 
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問 46 現在の貯蓄（預貯金・信託・債権・株式・保険など）はおおよそいくらですか。 

【○は１つ】 

  回答者の現在のおおよその貯蓄額については、「わからない」が 13.0％と最も高く、次いで

「500～1.000 万円未満」が 12.7％、「1,000～2,000 万円未満」が 11.4％、「300～500 万円未

満」が 11.1％、「貯蓄はない」が 10.7％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男女とも年齢が上がるにつれて貯蓄額が少なくなる傾向にあります。 

  世帯構成別でみると、ひとり暮らしでは「貯蓄はない」の割合が 14.9％と、他の世帯構成に

比べて若干高くなっています。 

 

【貯蓄額】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.7

6.9

8.3

5.4

11.1

12.7

11.4

5.8

5.5

13.0

9.4

0％ 20％

貯蓄はない

100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～500万円未満

500～1,000万円未満

1,000～2,000万円未満

2,000～3,000万円未満

3,000万円以上

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 

  

貯
蓄
は
な
い 

100
万
円
未
満 

100
～
200
万
円
未
満 

200
～
300
万
円
未
満 

300
～
500
万
円
未
満 

500
～
1,000
万
円
未
満 

1,000
～
2,000
万
円
未
満 

2,000
～
3,000
万
円
未
満 

3,000
万
円
以
上 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【貯蓄額】 

男
性 

全体(n=1,451) 10.0 6.0 6.4 5.3 10.5 14.0 12.7 7.0 8.1 11.4 8.5 

65～69 歳(n=297) 8.8 6.4 4.4 4.4 8.1 16.8 12.8 9.4 13.5 12.1 3.4 

70～74 歳(n=405) 9.1 5.4 3.7 6.9 12.8 14.8 14.1 7.7 7.4 11.9 6.2 

75～79 歳(n=354) 10.7 8.8 5.6 4.2 7.3 13.0 12.7 8.2 7.6 12.1 9.6 

80～84 歳(n=235) 9.8 4.3 11.9 4.7 11.5 14.5 12.3 2.1 5.5 9.8 13.6 

85～89 歳(n=121) 15.7 2.5 10.7 5.8 14.0 7.4 9.9 5.8 5.0 9.1 14.0 

90 歳以上(n=35) 5.7 5.7 11.4 8.6 17.1 8.6 11.4 5.7 5.7 11.4 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 10.6 7.9 9.7 5.6 11.7 12.1 10.6 4.6 3.4 14.1 9.7 

65～69 歳(n=319) 6.3 7.5 8.5 6.3 10.7 17.6 12.9 7.8 4.1 13.5 5.0 

70～74 歳(n=390) 8.7 7.7 8.5 7.9 10.8 12.8 12.1 5.1 4.6 14.1 7.7 

75～79 歳(n=387) 12.4 7.2 9.8 4.9 16.0 11.4 8.5 4.7 3.1 10.1 11.9 

80～84 歳(n=265) 16.2 9.1 9.4 3.8 9.8 9.1 12.5 2.6 3.0 14.3 10.2 

85～89 歳(n=154) 8.4 8.4 11.7 2.6 11.7 11.0 6.5 1.9 1.9 20.1 15.6 

90 歳以上(n=102) 11.8 8.8 15.7 5.9 7.8 5.9 7.8 2.0 1.0 21.6 11.8 

【世帯構成別】×【貯蓄額】 

ひとり暮らし(n=585) 14.9 7.0 8.9 5.5 11.3 10.8 8.4 5.0 7.5 11.8 9.1 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 7.0 5.7 7.3 4.6 11.7 15.0 12.8 7.6 5.7 12.9 9.8 

親子の二世代(n=895) 12.4 6.9 8.8 6.4 10.7 12.2 12.3 4.6 4.5 13.2 8.0 

親・子・孫の三世代(n=256) 11.3 10.5 10.9 7.0 9.4 10.5 10.2 4.7 4.7 9.8 10.9 

その他(n=143) 13.3 10.5 6.3 4.2 9.8 9.8 9.1 2.1 4.9 23.1 7.0 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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10．困りごと 

問 47 現在、困りごとや心配ごとがありますか。【○はいくつでも】 

  回答者の困りごとや心配ごとについては、「自分の健康・病気」が 57.3％と最も高く、次い

で「配偶者（パートナーを含む以下略）や家族の健康・病気」が 36.9％、「生活費や経済的な

こと」が 25.2％となっています。 

  性別でみると、男性は「配偶者や（パートナーを含む）や家族の健康・病気」「将来、配偶者

（パートナーを含む）に先立たれた後の生活のこと」「墓の管理」「財産管理や相続のこと」な

ど、家族や将来に関する項目が比較的高いのに対し、女性は「災害（地震・火災・風水害など）

にあうこと」「買い物に関すること」「ゴミ出しに関すること」など暮らしに関する項目が比較

的高い傾向があります。 

  世帯構成別では、ひとり暮らしの「生活費や経済的なこと」、「住宅に関すること」「買い物に

関すること」「ゴミ出しに関すること」「相談したり、頼れたりする人がいなくて一人きりであ

ること」などの項目が他の世帯構成に比べ高くなっています。 

  住宅の種類別では、民間賃貸や公営住宅の場合「生活費や経済的なこと」「住宅に関するこ

と」「買い物に関すること」「ゴミ出しに関すること」「相談したり、頼れたりする人がいなくて

一人きりであること」の割合が、「高齢者向け住宅」の場合「家族や親族との人間関係」「相談

したり、頼れたりする人がいなくて一人きりであること」の割合が高くなっています。 

 

【困りごとや心配ごと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.3

36.9

25.2

23.3

22.9

22.1

20.7

11.5

9.8

9.2

9.1

7.8

7.7

6.1

5.3

3.5

3.1

3.1

2.6

12.4

6.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

自分の健康・病気

配偶者（パートナーを含む）や家族の健康・病気

生活費や経済的なこと

年金・介護・医療など社会保障給付の水準

将来、配偶者（パートナーを含む）に先立たれた後の生活のこと

自分の死後の配偶者や子供の将来

災害（地震・火災・風水害など）にあうこと

墓の管理

詐欺などの消費者被害にあうこと

住宅に関すること

財産管理や相続のこと

買い物に関すること

犯罪に巻き込まれること

ゴミ出しに関すること

家族や親族との人間関係

近所や地域の人たちとの関係

仕事に関すること

相談したり、頼れたりする人がいなくて一人きりであること

その他

困りごとや心配ごとはない

無回答

n=3,161
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                                   単位（％） 

  

自
分
の
健
康
・病
気 

配
偶
者
（パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）や
家
族
の
健
康
・病
気 

生
活
費
や
経
済
的
な
こ
と 

年
金
・介
護
・医
療
な
ど
社
会
保
障
給
付
の
水
準 

将
来
、
配
偶
者
（パ
ー
ト
ナ
ー
を
含
む
）に
先
立
た
れ
た
後
の
生
活
の
こ
と 

自
分
の
死
後
の
配
偶
者
や
子
供
の
将
来 

災
害
（
地
震
・火
災
・風
水
害
な
ど
）に
あ
う
こ
と 

墓
の
管
理 

詐
欺
な
ど
の
消
費
者
被
害
に
あ
う
こ
と 

住
宅
に
関
す
る
こ
と 

財
産
管
理
や
相
続
の
こ
と 

買
い
物
に
関
す
る
こ
と 

犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と 

ゴ
ミ
出
し
に
関
す
る
こ
と 

家
族
や
親
族
と
の
人
間
関
係 

近
所
や
地
域
の
人
た
ち
と
の
関
係 

仕
事
に
関
す
る
こ
と 

相
談
し
た
り
、
頼
れ
た
り
す
る
人
が
い
な
く
て
一
人
き
り
で
あ
る
こ
と 

そ
の
他 

困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
は
な
い 

無
回
答 

【性別】×【困りごとや心配ごと】 

男性(n=1,451) 58.8 41.8 25.4 24.3 28.3 25.4 19.2 13.2 9.6 10.0 11.5 6.5 8.5 4.3 5.6 3.9 4.5 3.6 2.1 12.1 6.7 

女性(n=1,627) 56.4 32.9 25.0 22.6 18.3 19.2 21.7 9.9 10.0 8.7 7.1 8.9 7.1 7.7 4.9 3.1 1.8 2.6 3.0 13.0 6.5 

【世帯構成別】×【困りごとや心配ごと】 

ひとり暮らし(n=585) 59.7 4.4 31.5 23.1 2.2 7.5 21.9 12.0 10.9 13.3 10.1 12.3 8.0 11.3 5.0 5.1 4.1 7.9 3.2 13.2 8.9 

夫 婦 の み（ ﾊ ﾟ ｰ ﾄﾅ ｰ も 含む。 ）

(n=1,251) 
55.3 53.0 22.5 22.9 36.9 23.6 21.8 13.4 10.5 7.9 9.7 7.5 8.3 6.0 4.9 3.2 2.4 1.8 2.1 11.4 6.3 

親子の二世代(n=895) 58.9 39.9 27.4 24.5 21.0 32.4 20.3 10.3 9.8 9.6 8.2 6.7 7.7 4.2 5.9 3.5 3.7 2.5 2.9 12.7 4.4 

親・子・孫の三世代(n=256) 59.4 31.3 19.9 21.5 17.2 18.0 18.0 6.3 6.6 6.6 9.0 5.1 5.9 2.0 5.5 1.6 3.5 0.8 0.0 14.5 11.3 

その他(n=143) 52.4 23.8 21.7 24.5 9.8 13.3 11.2 9.1 4.9 7.0 7.7 3.5 4.2 4.9 4.9 2.1 1.4 2.1 6.3 11.9 8.4 

【住宅の種類別】×【困りごとや心配ごと】 

持家一戸建て 

(n=2,700) 
57.6 39.5 24.0 23.7 24.6 23.6 21.9 11.7 10.4 8.4 9.7 7.6 8.0 6.1 5.0 3.5 2.9 2.4 2.6 12.1 5.9 

持家マンション 

(n=17) 
52.9 29.4 29.4 35.3 23.5 29.4 11.8 5.9 0.0 0.0 23.5 5.9 0.0 5.9 11.8 0.0 11.8 5.9 0.0 11.8 5.9 

民間賃貸一戸建て 

(n=63) 
55.6 25.4 46.0 23.8 12.7 11.1 22.2 9.5 3.2 23.8 4.8 9.5 6.3 7.9 4.8 3.2 7.9 6.3 3.2 6.3 11.1 

民間賃貸マンション・アパート 

(n=73) 
61.6 20.5 50.7 26.0 11.0 12.3 12.3 11.0 4.1 32.9 6.8 13.7 6.8 9.6 5.5 5.5 8.2 17.8 0.0 15.1 4.1 

公営住宅 

(n=69) 
59.4 15.9 42.0 26.1 10.1 13.0 11.6 10.1 11.6 11.6 1.4 11.6 5.8 10.1 7.2 5.8 2.9 7.2 0.0 11.6 15.9 

特別養護老人ホーム 

(n=35) 
60.0 11.4 14.3 2.9 2.9 5.7 0.0 11.4 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 8.6 31.4 0.0 

高齢者向け住宅 

(n=56) 
53.6 8.9 14.3 12.5 3.6 5.4 5.4 8.9 0.0 3.6 8.9 3.6 1.8 0.0 14.3 0.0 0.0 7.1 1.8 17.9 14.3 

その他 

(n=25) 
56.0 20.0 24.0 32.0 8.0 16.0 8.0 20.0 8.0 16.0 4.0 12.0 4.0 4.0 12.0 4.0 8.0 8.0 4.0 20.0 4.0 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 48 困りごとや心配ごとができた場合、誰に話を聞いてもらったり、相談したりしていま

すか。【○はいくつでも】 

  困りごとや心配ごとができた場合の相談先は、「同居家族」が 63.5％と最も高く、次いで「別

居の親族」「友人・知人」が 29.3％となっています。 

  性別でみると、「同居家族」は男性の方が高く、「別居の親族」や「友人・知人」は女性の方

が高くなっています。また、「相談する人はいない」では男性が 7.0％、女性が 1.7％で男性の

方が 5.3 ポイント高くなっています。 

  世帯構成別でみると、ひとり暮らしでは「友人・知人」「ケアマネジャー・ホームヘルパーな

どの介護従事者」「民生委員」の割合が高くなっていますが、「相談する人はいない」も 8.7％

と他の世帯に比べ高くなっています。 

  地域別をみると、南・茂呂、名和、赤堀では「相談する人はいない」の割合が５％以上とな

っています。 

 

【相談先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４～８は、調査票の選択肢の番号で、「高齢者相談センター」「高齢者相談センター以外の行政機関の相談窓口」「民生委員」

「ケアマネジャー・ホームヘルパーなどの介護従事者」「医師、看護師などの医療従事者」のこと。 

 

  

63.5

38.9

29.3

7.4

7.0

3.1

2.1

1.4

1.4

2.5

4.2

5.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

同居家族

別居の親族

友人・知人

医師、看護師などの医療従事者

ケアマネジャー・ホームヘルパーなどの介

護従事者

民生委員

高齢者相談センター

高齢者相談センター以外の行政機関の相

談窓口

4～8以外の専門家（弁護士・税理士など）

その他

相談する人はいない

無回答

n=3,161
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                                   単位（％） 

  

同
居
家
族 

別
居
の
親
族 

友
人
・
知
人 

医
師
、
看
護
師
な
ど
の
医
療
従
事
者 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
・ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
介
護
従
事
者 

民
生
委
員 

高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー 

高
齢
者
相
談
セ
ン
タ
ー
以
外
の
行
政
機
関
の
相
談
窓
口 

4
～
8
以
外
の
専
門
家
（弁
護
士
・税
理
士
な
ど
） 

そ
の
他 

相
談
す
る
人
は
い
な
い 

無
回
答 

【性別】×【相談先】 

男性(n=1,451) 68.1 31.2 25.2 8.5 6.1 3.0 1.9 1.4 1.9 2.5 7.0 5.7 

女性(n=1,627) 60.3 45.9 33.9 6.6 7.9 2.8 2.1 1.1 1.0 2.6 1.7 5.2 

【世帯構成別】×【相談先】 

ひとり暮らし(n=585) 5.1 59.0 34.9 6.2 10.3 8.5 2.9 1.9 1.0 3.9 8.7 6.2 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 74.9 44.0 27.3 7.0 3.5 1.7 2.1 1.0 1.5 2.2 3.8 5.4 

親子の二世代(n=895) 82.5 27.6 30.6 8.2 7.6 1.8 1.6 1.5 1.5 1.7 2.2 4.7 

親・子・孫の三世代(n=256) 82.4 17.2 25.0 8.2 7.8 1.2 2.7 2.0 2.0 1.2 2.7 6.6 

その他(n=143) 54.5 26.6 26.6 9.8 20.3 2.8 0.7 1.4 0.7 7.7 4.9 7.0 

【地域別】×【相談先】 

北・三郷(n=376) 66.0 36.4 30.9 8.5 9.3 4.0 2.7 1.6 0.8 2.7 2.7 3.7 

南・茂呂(n=357) 60.8 37.5 31.4 6.2 7.3 3.9 0.6 1.4 2.0 3.1 5.6 5.0 

殖蓮(n=333) 61.0 41.1 27.6 8.4 7.8 3.6 2.1 0.3 1.8 1.8 4.5 5.7 

宮郷(n=344) 63.7 39.8 31.4 8.4 8.7 2.3 2.6 2.0 2.3 3.2 2.6 5.8 

名和(n=322) 66.8 38.8 28.0 6.5 4.3 1.6 0.9 0.0 0.6 2.2 5.6 6.2 

豊受(n=361) 60.9 41.3 28.8 7.2 3.3 2.8 2.2 1.7 0.6 3.3 4.4 5.5 

赤堀(n=309) 65.7 37.9 30.7 7.4 8.4 2.9 3.9 1.6 2.3 1.9 5.2 6.1 

東(n=377) 64.2 39.8 27.9 6.1 7.7 2.1 1.6 1.6 0.8 2.9 4.2 5.8 

境(n=349) 65.0 39.8 27.8 8.6 5.7 4.0 2.3 2.3 1.1 1.1 3.4 6.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 49 現在利用している、または今後利用してみたい買い物サービスはありますか。   

【○はいくつでも】 

  現在利用している、または今後利用してみたい買い物サービスについては、「特にない」が

37.4％と最も高く、次いで、「食材や日用品などの宅配」が 25.1％、「インターネット通販」が

17.1％、「移動スーパー」が 15.5％となっています。 

  性別・年齢別でみると、男性の 65～74 歳では「インターネット通販」、75 歳以上では「食

材や日用品などの宅配」の割合が高くなっており、女性では「食材や日用品などの宅配」の割

合が高くなっています。また、男性の 80 歳以上と女性の 70 歳以上で「移動スーパー」の割合

が高くなっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らし世帯では「移動スーパー」の割合が若干高く、夫婦のみでは

「インターネット通販」の割合が若干高くなっています。 

  地域別では、赤堀、東を除く地域で「食事や日用品などの宅配」の割合が全体平均より高く

なっています。また、南・茂呂、殖蓮、豊受では「移動スーパー」の割合が全体平均より高く

なっています。 

  健康状態別では、良い、まあ良いでは「インターネット通販」の割合が高く、あまり良くな

いでは「移動スーパー」「シルバー人材センターなどの買い物代行」の割合が高くなっていま

すが、良くないでは「シルバー人材センターなどの買い物代行」を除き、どのサービスの割合

も低くなっています。 

  運転免許の有無別では、免許を持っているの「食材や日用品などの宅配」「インターネット

通販」の割合が高いのに対し、「以前は持っていたが、今は持っていない（返納した）」と「持

っていたことはない」では、どちらのサービスの割合も低くなっています。 

  ネットの利用状況別については、積極的に利用している、たまに利用しているの「インター

ネット通販」の割合が高くなっています。 

 

【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.1

17.1

15.5

3.9

1.2

37.4

10.3

10.2

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

食材や日用品などの宅配

インターネット通販

移動スーパー

シルバー人材センターなどの買い物代行

その他

特にない

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 

  

食
材
や
日
用
品
な
ど
の
宅
配 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販 

移
動
ス
ー
パ
ー 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
な
ど
の 

買
い
物
代
行 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

男
性 

全体(n=1,451) 20.2 22.7 11.5 4.0 0.6 41.1 10.6 8.8 

65～69 歳(n=297) 20.5 42.1 9.4 3.7 0.0 35.0 10.8 3.7 

70～74 歳(n=405) 18.0 28.1 7.9 3.0 0.5 43.2 10.1 6.4 

75～79 歳(n=354) 20.6 17.5 11.0 3.4 0.6 45.5 10.2 9.3 

80～84 歳(n=235) 25.1 5.1 17.0 5.1 0.9 38.3 10.6 13.6 

85～89 歳(n=121) 19.0 10.7 19.0 7.4 2.5 36.4 10.7 19.0 

90 歳以上(n=35) 5.7 5.7 11.4 2.9 0.0 62.9 20.0 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 29.9 12.7 19.3 3.7 1.7 34.1 10.0 10.9 

65～69 歳(n=319) 36.1 30.1 15.0 1.9 0.6 29.5 11.3 4.1 

70～74 歳(n=390) 33.6 13.8 19.2 5.9 1.3 32.8 9.7 9.5 

75～79 歳(n=387) 29.5 8.8 20.7 3.1 1.8 33.6 8.0 14.5 

80～84 歳(n=265) 30.9 6.0 26.0 3.4 1.5 33.6 10.6 10.9 

85～89 歳(n=154) 22.1 1.9 22.1 4.5 5.2 33.8 8.4 16.2 

90 歳以上(n=102) 8.8 2.9 6.9 2.9 1.0 55.9 16.7 13.7 

【世帯構成別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

ひとり暮らし(n=585) 26.0 11.3 17.4 5.3 3.1 35.4 11.5 10.9 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 30.1 20.9 16.6 4.2 0.7 34.4 9.0 9.2 

親子の二世代(n=895) 21.2 17.5 14.0 2.9 0.6 39.6 11.2 10.3 

親・子・孫の三世代(n=256) 19.1 15.6 14.5 2.0 1.2 44.9 9.0 9.8 

その他(n=143) 16.1 9.1 9.8 4.9 2.8 46.9 13.3 10.5 

【地域別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

北・三郷(n=376) 26.6 17.3 15.2 3.2 0.8 38.6 8.8 9.8 

南・茂呂(n=357) 25.8 17.1 18.8 5.6 2.0 37.3 7.8 9.2 

殖蓮(n=333) 27.6 15.9 20.1 3.0 0.6 33.3 9.0 12.6 

宮郷(n=344) 25.6 17.2 9.6 4.4 0.9 39.0 11.0 11.0 

名和(n=322) 25.2 15.8 15.2 2.5 1.2 36.6 11.8 10.9 

豊受(n=361) 27.1 15.5 19.9 3.9 1.9 36.6 9.7 7.8 

赤堀(n=309) 23.9 19.7 13.3 3.6 1.9 39.5 9.1 10.4 

東(n=377) 21.2 16.7 13.0 3.2 0.8 41.9 11.4 9.3 

境(n=349) 25.2 19.5 14.0 5.4 1.1 33.8 13.8 9.7 

【健康状態別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

良い(n=590) 24.6 23.7 12.5 3.1 1.2 43.1 6.6 7.3 

まあ良い(n=653) 24.2 22.5 15.2 4.4 1.2 37.4 8.4 8.1 

普通(n=1,255) 26.4 14.1 15.8 3.2 0.9 35.9 12.1 10.5 

あまり良くない(n=487) 26.3 11.7 19.1 5.7 1.6 34.3 12.3 12.1 

良くない(n=132) 18.2 12.9 13.6 4.5 3.8 39.4 12.9 17.4 

【運転免許の有無別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

持っている(n=2,390) 27.0 21.3 15.2 3.7 1.0 35.9 9.7 8.6 

以前は持っていたが、今は持っていない（返納した）(n=430) 19.1 3.7 17.9 4.2 2.6 40.5 13.5 13.5 

持っていたことはない(n=290) 20.0 3.8 14.8 4.1 1.4 46.2 11.4 14.5 

【インターネット利用状況別】×【利用中または今後利用したい買い物サービス】 

積極的に利用している(n=593) 32.7 47.0 12.1 3.5 0.7 28.5 4.0 5.4 

たまに利用している(n=640) 31.6 30.8 17.0 2.7 1.3 29.8 8.3 6.3 

あまり利用していない(n=239) 28.9 8.4 18.0 5.0 0.8 36.8 12.1 11.7 

全く利用していない(n=1,495) 19.7 2.1 15.9 4.3 1.5 45.4 13.5 10.8 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 50 可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出しを誰がしていますか。【○はいくつでも】 

  可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出しをする人については「自分」が 67.6％と最も高く、次い

で「同居家族」が 45.5％、「別居親族」が 2.6％となっています。 

  性別でみると、女性に比べ男性の方が「自分」の割合が高く、年齢別でみると、年齢が上が

るにつれて「自分」の割合が低くなっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らしでは「自分」「別居親族」「ホームヘルパーなどの介護職員」

「近所の人・友人・知人」の割合が他の世帯構成に比べて高くなっています。 

  地域別では、豊受で「自分」が 73.1％と最も高くなっています。 

  健康状態別では、健康状態の悪化とともに「自分」の割合が低下し、「同居家族」や「別居親

族」の割合が高くなっています。 

  要介護・要支援認定別では、要支援２以上で「自分」よりも「同居家族」の割合が高くなっ

ています。また、要介護３、要介護５では「ホームヘルパーなどの介護職員」の割合が約３割

と高くなっています。 

 

【ゴミ出しをする人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.6

45.5

2.6

1.7

0.6

0.2
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1.1
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％

自分

同居家族

別居親族

ホームヘルパーなどの介護職員

近所の人・友人・知人

地域の役員・ボランティア

その他

ゴミを出していない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 
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【性別・年齢別】×【ゴミ出しをする人】 

男
性 

全体(n=1,451) 73.9 42.5 2.1 1.2 0.2 0.1 0.5 1.0 4.0 

65～69 歳(n=297) 80.1 45.1 2.0 0.7 0.0 0.0 1.0 1.0 1.3 

70～74 歳(n=405) 80.5 42.2 0.5 0.5 0.2 0.0 0.5 0.0 3.7 

75～79 歳(n=354) 73.7 39.3 2.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.8 3.4 

80～84 歳(n=235) 69.8 41.3 0.9 0.9 0.0 0.0 0.4 1.3 6.8 

85～89 歳(n=121) 56.2 52.1 5.0 2.5 0.0 0.0 0.8 1.7 6.6 

90 歳以上(n=35) 34.3 34.3 22.9 5.7 0.0 0.0 0.0 8.6 8.6 

女
性 

全体(n=1,627) 62.2 48.9 3.1 2.1 0.9 0.2 1.4 1.2 3.7 

65～69 歳(n=319) 76.5 50.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 

70～74 歳(n=390) 68.2 53.3 1.0 0.3 0.3 0.3 1.0 0.0 4.1 

75～79 歳(n=387) 68.7 45.0 2.1 1.0 1.3 0.3 1.0 1.0 3.6 

80～84 歳(n=265) 58.1 50.2 4.5 2.6 1.1 0.4 0.8 0.8 4.5 

85～89 歳(n=154) 42.2 39.6 7.8 9.1 1.3 0.0 3.9 1.9 5.2 

90 歳以上(n=102) 9.8 54.9 10.8 6.9 2.0 1.0 5.9 9.8 5.9 

【世帯構成別】×【ゴミ出しをする人】 

ひとり暮らし(n=585) 81.2 1.2 8.4 4.1 1.9 0.5 2.1 1.7 4.6 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 70.7 54.1 1.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.4 3.1 

親子の二世代(n=895) 60.2 59.1 1.3 0.8 0.4 0.2 0.4 0.7 4.2 

親・子・孫の三世代(n=256) 56.3 63.7 0.8 0.8 0.0 0.0 1.2 1.6 3.9 

その他(n=143) 53.8 36.4 1.4 13.3 0.0 0.0 4.9 6.3 6.3 

【地域別】×【ゴミ出しをする人】 

北・三郷(n=376) 67.6 45.5 2.1 2.9 0.8 0.3 1.1 1.9 2.4 

南・茂呂(n=357) 68.9 44.5 2.8 1.7 0.8 0.3 1.1 0.6 4.2 

殖蓮(n=333) 67.6 45.3 1.8 1.2 0.6 0.0 0.9 0.6 4.5 

宮郷(n=344) 68.6 43.0 2.0 2.9 0.3 0.3 1.7 1.5 4.1 

名和(n=322) 68.3 44.1 3.4 0.6 0.0 0.0 0.3 0.3 4.0 

豊受(n=361) 73.1 44.6 1.9 1.1 1.4 0.0 0.6 0.6 3.0 

赤堀(n=309) 64.4 48.5 2.6 1.6 0.6 0.0 0.6 2.6 4.5 

東(n=377) 64.7 48.5 2.9 1.3 0.3 0.0 1.6 1.1 4.2 

境(n=349) 65.9 47.3 4.0 0.9 0.3 0.6 0.3 0.9 5.2 

【健康状態別】×【ゴミ出しをする人】 

良い(n=590) 78.3 41.9 1.9 0.3 0.3 0.2 0.7 0.5 2.5 

まあ良い(n=653) 72.3 46.1 2.0 2.3 0.9 0.2 1.1 0.9 3.7 

普通(n=1,255) 70.0 43.7 2.5 1.7 0.5 0.0 0.8 0.8 4.0 

あまり良くない(n=487) 54.2 50.1 4.7 2.5 0.8 0.4 0.8 1.8 4.5 

良くない(n=132) 25.8 62.1 3.0 2.3 0.0 0.8 3.0 4.5 6.8 

【要介護・要支援認定別】×【ゴミ出しをする人】 

認定を申請していない(n=2,426) 76.1 44.6 1.9 0.2 0.5 0.1 0.3 0.2 3.2 

認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された(n=26) 76.9 26.9 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 

要支援 1(n=102) 52.0 48.0 5.9 1.0 2.9 2.0 2.0 0.0 6.9 

要支援 2(n=63) 38.1 49.2 12.7 7.9 3.2 0.0 3.2 1.6 4.8 

要介護 1(n=63) 12.7 81.0 4.8 6.3 1.6 0.0 1.6 0.0 1.6 

要介護 2(n=62) 16.1 59.7 8.1 11.3 0.0 1.6 3.2 8.1 1.6 

要介護 3(n=48) 4.2 33.3 8.3 31.3 0.0 0.0 8.3 12.5 4.2 

要介護 4(n=56) 0.0 53.6 3.6 10.7 0.0 0.0 8.9 16.1 8.9 

要介護 5(n=31) 6.5 32.3 6.5 29.0 0.0 0.0 9.7 19.4 0.0 

認定を申請中(n=28) 25.0 60.7 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 10.7 

わからない(n=62) 67.7 46.8 1.6 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 51 ゴミ出しへの支援として、どんなことを期待しますか。【○はいくつでも】 

  ゴミ出しへの支援として期待することは、「特にない」が 43.9％と最も高く、次いで「行政

による自宅へのゴミ収集」が 24.5％、「ゴミ出し用カートなどの貸出」が 8.8％、「地域住民に

よる自宅へのゴミ収集」が 7.6％となっています。 

  性別・年齢別でみると、特に男性の 85～89 歳、女性の 80～84 歳で「行政による自宅への

ゴミ収集」「地域住民による自宅へのゴミ収集」の割合が高くなっています。 

  世帯構成別では、ひとり暮らし、夫婦のみで「行政による自宅へのゴミ収集」の割合が高く

なっています。 

  地域別でみると、豊受で「行政による自宅へのゴミ収集」「ゴミ出し用カートなどの貸出」

「地域住民による自宅へのゴミ収集」の割合が高くなっています。 

  健康状態別では、特にあまり良くないで「行政による自宅へのゴミ収集」「地域住民による

自宅へのゴミ収集」の割合が高くなっています。 

  要介護・要支援認定別では、「非該当」や比較的介護度が低い要支援１要支援２で「行政によ

る自宅へのゴミ収集」「地域住民による自宅へのゴミ収集」の割合が高くなっており、要介護

１以上では「わからない」の割合が高くなる傾向がみられます。 

 

【期待するゴミ出し支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見では、「収集場所を近所に」「粗大ごみ出しの支援」の回答が多くありました。 

 

 

24.5

8.8

7.6

3.0

43.9

13.1

9.9

0％ 20％ 40％ 60％

行政による自宅へのゴミ収集

ゴミ出し用カートなどの貸出

地域住民による自宅へのゴミ収集

その他

特にない

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 

  

行
政
に
よ
る
自
宅
へ
の 

ゴ
ミ
収
集 

ゴ
ミ
出
し
用
カ
ー
ト 

な
ど
の
貸
出 

地
域
住
民
に
よ
る 

自
宅
へ
の
ゴ
ミ
収
集 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

【性別・年齢別】×【期待するゴミ出し支援】 

男
性 

全体(n=1,451) 23.6 7.6 7.0 3.2 48.1 12.7 7.9 

65～69 歳(n=297) 21.5 7.1 7.7 3.4 54.9 12.1 3.4 

70～74 歳(n=405) 22.2 6.9 5.4 2.5 52.6 12.1 5.9 

75～79 歳(n=354) 22.0 7.9 5.6 3.7 48.6 13.6 8.5 

80～84 歳(n=235) 26.4 9.4 8.5 4.7 39.1 11.9 12.3 

85～89 歳(n=121) 33.9 7.4 11.6 2.5 35.5 11.6 12.4 

90 歳以上(n=35) 14.3 5.7 2.9 0.0 37.1 28.6 17.1 

女
性 

全体(n=1,627) 25.4 10.1 7.9 3.0 40.6 13.6 10.9 

65～69 歳(n=319) 27.3 10.3 6.6 4.1 41.7 13.8 3.4 

70～74 歳(n=390) 23.8 9.7 7.9 3.6 47.2 11.8 7.9 

75～79 歳(n=387) 25.8 11.6 6.7 2.1 39.8 11.4 14.2 

80～84 歳(n=265) 28.7 12.1 10.9 3.0 36.6 11.3 14.3 

85～89 歳(n=154) 22.7 7.8 6.5 1.9 33.1 21.4 16.9 

90 歳以上(n=102) 17.6 4.9 10.8 2.0 38.2 23.5 13.7 

【世帯構成別】×【期待するゴミ出し支援】 
ひとり暮らし(n=585) 27.0 10.4 7.4 3.1 40.0 15.2 10.1 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 27.5 9.3 8.1 3.3 43.6 11.0 8.8 

親子の二世代(n=895) 23.2 8.7 7.7 2.5 45.5 13.0 9.9 

親・子・孫の三世代(n=256) 13.3 5.5 5.1 2.7 50.8 14.8 13.3 

その他(n=143) 16.8 5.6 6.3 4.9 44.8 21.7 8.4 

【地域別】×【期待するゴミ出し支援】 

北・三郷(n=376) 22.6 9.6 8.8 2.4 46.3 14.6 9.0 

南・茂呂(n=357) 25.5 7.8 7.3 3.6 44.0 12.0 10.1 

殖蓮(n=333) 24.0 9.6 7.2 3.3 45.0 11.1 9.9 

宮郷(n=344) 24.1 9.6 5.5 3.5 42.4 12.5 11.3 

名和(n=322) 26.1 9.6 7.8 1.9 41.9 12.1 9.3 

豊受(n=361) 31.0 10.8 10.2 2.5 40.4 13.6 7.8 

赤堀(n=309) 22.0 6.5 4.5 3.6 46.9 14.6 10.0 

東(n=377) 19.6 9.3 7.4 4.0 47.5 12.7 9.8 

境(n=349) 26.6 6.9 8.9 2.6 40.7 14.0 11.5 

【健康状態別】×【期待するゴミ出し支援】 

良い(n=590) 20.2 8.6 7.1 3.2 54.4 9.0 7.3 

まあ良い(n=653) 22.7 8.3 6.6 3.8 47.2 11.6 9.5 

普通(n=1,255) 23.4 9.2 7.2 3.1 44.9 13.0 10.2 

あまり良くない(n=487) 33.7 9.4 10.5 1.4 29.8 19.3 10.9 

良くない(n=132) 28.0 8.3 6.8 4.5 28.8 18.9 11.4 

【要介護・要支援認定別】×【期待するゴミ出し支援】 

認定を申請していない(n=2,426) 24.4 9.1 7.0 3.2 47.7 11.3 7.7 

認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された(n=26) 38.5 11.5 11.5 0.0 30.8 3.8 15.4 

要支援 1(n=102) 33.3 11.8 9.8 1.0 30.4 16.7 15.7 

要支援 2(n=63) 42.9 9.5 17.5 6.3 15.9 12.7 19.0 

要介護 1(n=63) 20.6 4.8 11.1 3.2 27.0 30.2 15.9 

要介護 2(n=62) 29.0 4.8 9.7 1.6 29.0 30.6 6.5 

要介護 3(n=48) 16.7 8.3 4.2 2.1 29.2 39.6 10.4 

要介護 4(n=56) 17.9 1.8 5.4 0.0 32.1 37.5 10.7 

要介護 5(n=31) 22.6 12.9 3.2 3.2 38.7 25.8 3.2 

認定を申請中(n=28) 17.9 10.7 10.7 3.6 35.7 17.9 14.3 

わからない(n=62) 22.6 9.7 6.5 1.6 40.3 12.9 11.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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11．行政への要望 

問 52 高齢者が行うボランティア活動・地域活動・NPO 活動をより盛んにするためには、どの

ような行政の支援が必要だと思いますか。【○はいくつでも】 

  高齢者が行うボランティア活動・地域活動・NPO 活動をより盛んにするために必要な行政の

支援については、「活動に関する情報を提供する」が 37.5％と最も高く、次いで「誰でもどん

なことでも相談できる場をつくる」が 25.8％、「活動のための場所（公的施設など）を提供す

る」が 20.9％、「活動団体に資金的援助を行う」が 19.1％となっています。 

 

【ボランティア活動等への支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.5

25.8

20.9

19.1

15.1

14.6

10.0

8.0

6.3

2.0

16.4

22.4

9.0

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

活動に関する情報を提供する

誰でもどんなことでも相談できる場をつくる

活動のための場所（公的施設など）を提供

する

活動団体に資金的援助を行う

参加者にポイントが貯まるなど、参加したく

なるような制度を充実させる

ボランティアをしたい人が登録できる制度を

充実させる

活動者のための保険制度を普及する（ボラ

ンティア保険など）

活動の中心となるリーダーを養成する講座

を開く

自主グループなどの立ち上げ支援のための

アドバイスを行う

その他

特にない

わからない

無回答

n=3,161
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問 53 あなたが大切だと思う、高齢者に対する施策や支援は何ですか。【○はいくつでも】 

  回答者が大切だと思う施策や支援については、「年金や医療など国の社会保障制度」が 68.5％

と最も高く、次いで「要介護高齢者への介護サービスの充実」が 46.6％、「ひとり暮らしなど

見守りが必要な高齢者に対する支援」が 41.7％、「外出しやすくするための交通サービスの充

実」が 41.0％となっています。 

  性別による比較では、男性は「要介護高齢者への介護サービスの充実」「働く場所や機会の

確保・提供」が女性と比べて５ポイント以上高くなっています。一方、女性では「外出しやす

くするための交通サービスの充実」「住み慣れた地域で自立した生活を送るための生活支援サ

ービスの充実」が男性と比べて５ポイント以上高くなっています。また、年齢別では、年齢が

若くなるほど「ボランティアなど社会参加・社会貢献活動や生涯学習への支援」「働く場所や

機会の確保・提供」の割合が高い傾向があります。 

  世帯構成別でみると、ひとり暮らし世帯では「ひとり暮らしなど見守りが必要な高齢者に対

する支援」の割合が「要介護高齢者への介護サービスの充実」よりも高くなっています。 

【大切だと思う施策や支援】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.5

46.6

41.7

41.0

40.0

36.1

31.4

30.8

26.1

23.3

22.5

13.3

12.9

12.5

12.3

12.1

10.0

6.2

4.2

5.4

7.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

年金や医療など国の社会保障制度

要介護高齢者への介護サービスの充実

ひとり暮らしなど見守りが必要な高齢者に対する支援

外出しやすくするための交通サービスの充実

特別養護老人ホームなどの介護施設の充実

住み慣れた地域で自立した生活を送るための生活支援サービ

スの充実

高齢者に配慮したまちづくり（交通機関、道路、建物などのバリ

アフリー化）

認知症予防・認知症高齢者に対する支援

高齢者をねらった犯罪の防止

介護予防・健康づくりへの支援

地震、火災、風水害などに対する防災対策

加齢性難聴者への支援

高齢者向け住宅の充実

ボランティアなどの社会参加・社会貢献活動や生涯学習への

支援

働く場所や機会の確保・提供

高齢者虐待への対策

若い世代との交流の促進

成年後見制度など権利擁護施策

特にない

わからない

無回答

n=3,161
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                               単位（％） 
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へ
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火
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風
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特
に
な
い 

わ
か
ら
な
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無
回
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【性別・年齢別】×【大切だと思う施策や支援】 

男
性 

全体(n=1,451) 70.9 49.3 40.7 36.4 41.4 31.6 29.7 31.7 25.3 23.7 22.0 14.2 13.0 15.2 15.2 12.5 11.1 6.3 5.2 5.3 7.1 

65～69 歳(n=297) 74.1 54.2 42.8 35.4 49.2 33.3 29.3 34.7 27.6 27.3 19.5 14.1 17.2 20.2 24.2 15.2 12.5 8.4 4.7 4.4 3.0 

70～74 歳(n=405) 69.9 43.7 46.7 34.8 39.5 34.1 29.1 28.1 23.5 21.0 21.7 8.9 13.1 15.1 19.0 9.4 10.6 4.7 4.7 6.2 4.7 

75～79 歳(n=354) 69.5 50.3 38.7 36.4 40.4 28.5 30.5 33.3 25.1 23.2 20.6 16.1 12.1 13.0 11.6 13.0 8.5 7.1 5.6 5.6 7.3 

80～84 歳(n=235) 70.2 50.6 34.0 37.4 36.6 30.6 29.8 31.5 23.0 23.0 28.1 17.0 8.5 13.6 8.9 13.2 10.6 5.5 5.1 3.0 12.3 

85～89 歳(n=121) 71.9 50.4 32.2 41.3 36.4 33.1 30.6 30.6 26.4 28.1 20.7 19.0 14.0 14.0 8.3 14.9 15.7 6.6 7.4 7.4 13.2 

90 歳以上(n=35) 68.6 48.6 40.0 31.4 54.3 20.0 22.9 31.4 31.4 17.1 14.3 14.3 14.3 5.7 0.0 5.7 14.3 2.9 2.9 8.6 11.4 

女
性 

全体(n=1,627) 66.6 44.3 43.0 45.5 39.3 40.5 33.2 30.3 27.0 23.2 22.9 12.7 12.9 10.6 10.0 11.5 9.0 6.2 3.0 5.3 8.1 

65～69 歳(n=319) 71.8 45.5 47.3 46.7 45.5 45.1 37.0 33.5 24.8 24.5 22.9 12.2 16.9 16.3 17.9 9.7 9.1 8.2 1.6 4.4 7.2 

70～74 歳(n=390) 72.3 46.4 44.6 50.8 43.3 45.9 36.9 30.0 25.1 24.4 22.8 12.3 13.6 10.3 12.1 12.3 10.8 6.4 1.5 3.8 5.6 

75～79 歳(n=387) 67.7 44.7 42.6 47.5 38.2 41.9 31.8 28.2 31.0 23.3 24.8 10.1 12.1 9.8 7.8 12.1 7.0 5.9 2.3 3.9 7.8 

80～84 歳(n=265) 61.5 41.5 43.0 45.7 34.3 40.4 33.2 31.3 26.4 22.6 25.7 13.6 9.1 9.1 6.0 10.9 9.4 4.9 5.3 5.3 10.2 

85～89 歳(n=154) 54.5 42.2 39.0 39.0 31.8 27.9 27.3 31.8 31.2 24.0 17.5 18.2 12.3 7.1 3.2 13.0 9.7 3.9 3.9 8.4 12.3 

90 歳以上(n=102) 57.8 42.2 30.4 21.6 33.3 18.6 21.6 25.5 21.6 14.7 14.7 14.7 11.8 5.9 6.9 9.8 6.9 6.9 8.8 14.7 9.8 

【世帯構成別】×【大切だと思う施策や支援】 

ひとり暮らし(n=585) 63.8 38.8 49.2 39.8 33.2 38.1 26.0 24.8 27.2 22.6 22.4 10.8 15.9 10.1 8.2 9.9 5.5 6.2 4.8 5.3 9.7 

夫婦のみ（ﾊﾟｰﾄﾅｰも含む。）(n=1,251) 70.3 49.7 44.4 44.4 43.4 39.3 33.8 32.4 26.7 22.8 22.9 13.5 13.4 14.3 13.8 11.5 10.9 6.3 4.0 4.7 7.0 

親子の二世代(n=895) 70.6 48.9 37.8 38.9 41.7 34.1 33.6 34.0 26.5 24.6 22.9 14.7 11.8 11.8 14.0 13.9 11.5 6.8 3.8 5.3 7.0 

親・子・孫の三世代(n=256) 68.4 46.1 30.5 38.3 36.7 28.1 28.9 26.6 23.4 22.7 22.3 13.3 9.8 9.8 8.6 13.7 11.3 3.9 3.9 5.1 9.4 

その他(n=143) 63.6 39.9 35.0 37.1 35.7 31.5 26.6 34.3 21.0 25.9 18.2 13.3 9.1 16.8 14.0 14.7 8.4 7.0 4.2 11.9 6.3 

※無回答を除く、上位２項目に着色 
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問 54 伊勢崎市の高齢者福祉行政に関して、ご意見やご要望があればお聞かせください。 

  伊勢崎市の高齢者福祉行政に関する意見や要望について、自由に記載していただいたところ、

484 人の方から様々なご意見等が寄せられました。 

  内容は極めて多岐に渡っており、全てを掲載することはできませんが、意見等の趣旨を踏ま

え、意見の多かったものの中から抜粋して掲載いたします。 

  なお、ここに掲載したもの以外を含む全てのご意見等について、市関係部署には情報共有を

しておりますので、ご了承ください。 

項目 性別 年代 意見・要望 

高
齢
者
福
祉
全
般 

男性 

60 代 

これからの高齢化社会対策、少子化社会と、行政はたいへんな時代を進まなければならな

い事、身に染みて判ります。その中で一番心に響くのは、誠実さ、丁寧さ、暖かな心だと

思います。これが判る社会づくりを皆でがんばりましょう。 

70 代 

できるだけ自室で過ごせる環境づくりのサポートを充実してほしい。施設に入所するより

も自宅で死にたい。 

高齢者に対しては本当に色々な事をやってくれていると思います。方向としては有りがた

い事と感謝しています。 

他市町村に比べ、目立った良い政策が無い様に感じる。 

元気な高齢者とそうでない高齢者がいる。その両方の人に対応した支援を考えてほしい。 

独者になった場合の不安があります。健康面や生活面、今は恵まれていますが、今後の不

安は残っています。全て行政に依存することは無理ですが、一つでも解消されることを願

っています。大変な事と思っていますが、心から期待しています。ありがとうございまし

た。 

良く考えられていると思います。ただ、私の場合は、厚生年金なので月にすると、60,000

円です。苦しいですね！考えものです。 

80 代 

一目でわかる福祉行政の施策表みたいな表があると良いと思います。 

伊勢崎市に限らず近年は子供に対しての手当てや無償化などが目立ち、今までまじめに年

金を収めてきた年寄りには減ることばかりでいいことがない。これは日本の動向がそうだ

から仕方ないのかと思うがみんな我慢していると思う。 

高齢者福祉行政の表でわかる用紙を年に一回印刷して、四月頃家庭にくばってほしいで

す。市では、どんなことを支援してくれるのかわかるからです。 

スマホの操作はいつも決まったことしかできません。行政で高齢者向けのスマホ教室など

が出来たらと思います。高齢者はどんどん社会からとり残されていく感じです。ご支援を

お願いします。 

申請書類の手続が簡単に出来る様になりますようにお願いします！ 

これからの高齢化して行く福祉行政は 予算の面、高齢者の増加に対する人材難等難問が

山積みです。ハッキリ言って不安です。 

無回答 
限られた予算の中で、より要望の高い施策を期待しています。いろいろな機会に高齢者の

意見を求めてください。 
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項目 性別 年代 意見 

高
齢
者
福
祉
全
般 

女性 

60 代 

100 才近い高齢者を 70 代の子供達が面倒を見ている家庭は増加しています。支援を受け

ず頑張っている家庭は少なくありません。もう少しそういう家庭にも手をさしのべて頂け

たらうれしいです。 

70 代 
あまりにも年寄り扱いされ過ぎも、ちょっと良いのか悪いのか年を意識せざるを得ない気

になります。その方一人一人違うのではないでしょうか。 

80 代 高齢者を孤独にしない環境作りが重要と思います。各種の施策はその次の問題です。 

交
通 

男性 

70 代 

高齢者にやさしい町づくりに期待しています。交通手段が特に不安。 

タクシーの台数が少なくて使いづらい。予約ができなかったり、長時間待たないといけな

かったり。病院からの帰りが特に不便。 

80 代 

これから車の運転ができなくなると買い物や外出が出来にくくなり心配です。バスの循環

を減らさないでほしいです。 

タクシー券の受給要件を緩和していただきたいです。 

90 代 あおぞらバス、運行を多めにして下さい。少し料金かかって良いから。 

女性 

60 代 

コミュニティバスの本数の増加と乗り換え時間の短縮と同時に 10 分ぐらい間があるよう

に。(あまり間がないと着いた時にバスが出た後だったということがある。) 

近い将来、免許（車）を返納した場合、買物、医院、用達しなど不便になるので、とても

不安です。乗合のバスなど使い勝手の良いサービスがあればいいと思います。今のバス路

線は使う側にとって便利がいいと思えません。 

70 代 
今はまだ車の運転が出来るから、買物、外出に不便を感じていないが、車がなくなった時

どうするか心配している。 

80 代 

市内を運行するコミュニティバス「あおぞら」ですが、順路が一方向ですが、逆回りも運

行してもらえないか？行きたいところが非常に遠回りして時間がかかってしまう。 

コミュニティバスの件ですが、複雑でむずかしそう、又歩行困難な高齢者は目的地の入口

付近で乗り降りできないと利用しづらい。免許返納後コミュニティバス以外に支援はあり

ますか? 

バスでなくタクシーを多く、安くつかいたい。間野谷から市民病院へ行くのに時間がかか

ってしまいます。タクシー券が良いのでは（バス廃止） 

介
護
保
険 

男性 70 代 介護保険の保険料の負担が大きい 

女性 

70 代 介護保険料が今年から上がった、もう少し枠を細分化してほしい。 

80 代 

高齢者を介護する家族へのより一層の支援をお願いします。 

介護従事者の給料や待遇の改善が必要。介護の担い手がいなくなってしまうのではと危機

感を抱いている。 

介
護
施
設 

男性 80 代 

介護認定が３～４にならないと施設に申し込みも出来ないとのこと。介護１でも家で見る

のは大変。国がもっともっと特養施設を作ってくれることを望みます。有料の所など入れ

る人は少ないです。 

女性 70 代 
高齢の方が増えています。介護施設など待たなくても入所できるようになればと思いま

す。介護職員も増えるように願っています。 
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項目 性別 年代 意見 

活
躍
支
援 

男性 無回答 
高齢者が経験を生かして働ける場の確保と社会に役立てる生きがい作りにつながる場の発

見をお願い致します。老いてなお、益々盛んな方々も。 

女性 

70 代 
子供の夕方の見守りだけでなく、朝の通学の旗振りを、家族に代わってできたらいいと思

う。 

90 代 
高齢者に関する条例が新たに制定されましたので、効果的、実効的な取り組みとなること

を期待しております。よろしくお願いいたします。 

居
場
所
・
交
流 

男性 

60 代 

元気な高齢者の集える場所づくり（気軽におしゃべりできるところ）を作りたい。今は、

まだ介護の仕事をしているので、あと 5 年位したら、そのような場所を提供したい（自分

の家）と思っている。その時、行政からの支援とかあるのでしょうか。 

80 代 
高齢者と括り付けないで若者達との交流を自然に出来る様地域に根ざす政策を考えて貰え

ると良いかな！ 

女性 

60 代 
みんなが気軽に集まって軽いラジオ体操やおしゃべりなど出来る広場や施設を作ってほし

い。高齢者は運動と人との関わりが大切。でも何処へ行けば良いか分からない。 

70 代 
高齢者のための地区毎の集合がしやすくて、そこで月１回でもお茶を飲む会を催すと良い

と思います。 

生
涯
学
習 

男性 80 代 

地域にある区民会館、公民館などで、住民の人達の活躍する場所がある事を知り、住民と

の交流を計れるので、高齢者になっても生き甲斐のある日々が過ごせると思います。私自

身も 50 年近く住んでいたにもかかわらず、地域の事を知らずにいて、後悔することしきり

です。まずは、住民に地域での行事等をいかに知らしめるかだと思います。 

地
域
活
動 

男性 

60 代 

現役世代のうちは仕事が忙しく地域のことを考える余裕がないため、いざ退職して地域の

活動に参加しようとしても、どんな活動があるか分からないし、地域の人間関係が確立さ

れていて参加しづらい雰囲気がある。各地区の活動を分かりやすく伝えるとともに、退職

後を見据え、現役世代のうちから徐々に参加できるような体制づくりができるとよいと思

う。 

80 代 

自治会役員の担い手が不足している。もともと現役世代は仕事があるため役職を頼むこと

ができないことに加え、最近では働く高齢者も増加してきている。自治会の負担を軽減で

きないか検討してほしい。 

就
労 

女性 

60 代 高齢者の仕事情報を手軽に入手したい。 

70 代 

高齢者に対する就業の支援。働く事が苦痛になった高齢者は別ですが、働いて、いくらか

の賃金を頂く喜びを提供するのが行政の支援ではないでしょうか…？無料でいろいろな事

を提供するのは本当の支援でしょうか…？ 

社
会
参
加 

男性 70 代 
今後、高齢者が増加することが予想されるので、地域で手伝えるボランティアなどの育成

が図られるといいと思います。 

老
人
ク
ラ
ブ 

男性 80 代 

老人クラブと言うネーミングにはやはり抵抗を感じてしまいます。仲良し会とか友人クラ

ブとか。年齢で年寄として区別されるのがつらいですので老人と言う言葉（ネーミング）

を変更していただけたら進んで参加したい気持になります。 
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項目 性別 年代 意見 

ま
ち
づ
く
り 

男性 

60 代 
境町の運動施設を活用しているが、楽しいのでもっと増やしてスポーツクラブの参加方法

など気軽に出来るようにして下さい。 

80 代 
車いす生活で不便を感じる場所が多いので、バリアフリーがふえたら嬉しいです。よろし

くお願いします。 

女性 80 代 
道路や公園等を高齢者が利用しやすい様に、整備する必要性があると考えます。高齢者が

どこでも移動しやすい様に公共交通機関を発展させる必要があると考えます 

社
会
保
障 

男性 70 代 

少子化が進んでいく事により年金、医療等の社会保障制度の先細りを懸念している。少子

化は国力衰退になる。安心して子供を産み育てられる環境整備（最高学府までの教育費無

償など）を早急に進めてもらいたい。その為の財源確保であれば増税は賛成。市が県、国

に働きかけてもらいたい。 

女性 70 代 

年金収入のみの家庭で税金（所得税、住民税、保険、介護、固定資産）等々の支払いをし

てしまうと残りわずかの金額になってしまう。価格商品、安いものばかり見つけて生活す

るのでなく少し余裕のある生活を送りたい。 

見
守
り 

男性 

60 代 一人暮らし高齢者の緊急時連絡システムの充実 

70 代 地区の民生委員さんが、親切でありがたいです。 

80 代 小さい単位での地域による見守り体制が必要と考えます。 

防
災
・
防
犯 

男性 60 代 
災害時の避難や、詐欺や犯罪への対策を強化し、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを

お願いします。 

ゴ
ミ
出
し 

男性 80 代 
足が不自由なため外出困難です。特にゴミ出しに困っています。ご近所の善意や親類の無

理に頼まなくても、普通にゴミが出せるような仕組みを希望します。 

女性 80 代 
ゴミを持って歩くのが大変なため、当日の朝ではなく車や自転車の少ない前日の午後から

ゴミ出しができるとありがたい。粗大ゴミも出せないため、何らかの援助をしてほしい。 

買
い
物 

男性 80 代 歩いて行ける範囲に買い物できる場所が欲しい。 

相
談
先 

男性 

60 代 気軽にジャンルを問わず相談できる所、現在あると思うがＰＲしてほしい。 

80 代 
福祉制度は複雑で分かりにくいことが多いので、制度全体を分かりやすく教えて下さる相

談員のような方がいると助かります。 

農
業 

男性 70 代 農作業の支援を行う制度やサービスはあるのでしょうか。今後続けられるか不安なので。 

広
報 

男性 70 代 

・身体や心の健康についての情報提供 

・町内は言うに及ばず、近所について疎遠になっている現状（近所のことが分からなくな

っている） 

・時代に沿ったネットワーク（交流）模索 

女性 60 代 
高齢者はネットを使えない人が多いので、広報紙や回覧でも高齢者に必要な情報を発信し

てほしい。 
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項目 性別 年代 意見 

介
護
予
防 

女性 70 代 
寝たきりにならない様に、高齢者のスポーツクラブｅｔｃ（無料、もしくは低価格）の充

実。 

情
報
機
器 

男性 70 代 デジタル化も良いが高齢者では難しい場合もあります。 

実
態
調
査 

男性 

60 代 

・行政目線でなく、市民目線でアンケートやヒヤリングを実施しては。 

・60 才代と 90 才代を同一調査するのではなく、年齢別に調査（60 代の半分近くの方は働

いている） 

80 代 名前を書かないので参考にならないと思います。費用をかけても意味がないと思います。 

80 代 
問 46 は答えたくなく、こんな設問をすべきでない。アンケートの集計結果を送付して下さ

い。公表して下さい。 

女性 

60 代 
より多くの高齢者に今回のようなアンケートを実施していただき、施策に活かしていただ

ければありがたいと考えます。 

70 代 高齢者向けアンケートとしては項目が多いと思います。 

70 代 
今後もアンケート調査を実施して下さい。市民の要望は固定的ではなく、流動していくと

思います。また、市政の情報を効果的に市民に伝える努力を続けて下さい。 
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～回答にあたってのお願い～ 

１． この調査は、封筒のあて名のご本人について回答をお願いするものです。 

できるだけ、あて名のご本人が回答してください。 

ご本人が回答することが難しい場合、ご本人の意見を聞いて、ご家族や代理の

方が回答していただいても差し支えありません。 

２． 回答にあたり、質問内に指定がない場合は、令和５年１２月１日現在の状況で

お答えください。 

３． 回答は「郵送」または「インターネット」のどちらか一方でお願いします。 

【郵送による回答】 

 回答は、あてはまる数字を○で囲んでください。「その他」を選択する場合は

数字を○で囲み、（ ）に具体的な内容を記入してください。

 質問に【いくつでも】とある場合は、あてはまる全ての数字に○をつけてく

ださい。

 意見を直接記入していただく質問もあります。

 全ての質問に回答後、この調査票を三つ折りにし、同封の返信用封筒に入れ、

令和６年１月１５日（月）までに郵便ポストに投函してください（切手不要）。

調査票や封筒に、お名前やご住所を記入していただく必要はありません。

【インターネットによる回答】 

 以下のＵＲＬまたはＱＲコードから回答ページにアクセスし、

令和６年１月１５日（月）までに入力・送信してください。

＜回答フォームＵＲＬ＞ 

https://logoform.jp/form/Gpfu/442092 

高 齢 者 実 態 調 査 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 票

（ 高 齢 者 の 生 活 実 態 と 社 会 参 加 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 ）

【問合せ先】 

伊勢崎市役所 長寿社会部 高齢政策課 生活支援係 

電話：0270-27-2752（直通）／ファクス：0270-25-1400 

メール：f-kourei@city.isesaki.lg.jp

第３部 資料編 

１．調査票 
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個人情報の取り扱いについて 

個人情報の保護および活用目的は以下のとおりですので、ご確認ください。 

なお、本調査への回答をもちまして、下記にご同意いただいたものと見なさ

せていただきます。 

【個人情報の保護および活用目的について】 

 この調査は、高齢者の活躍を支援することを目的に、今後市が実施すべ

き施策の在り方を検討していく上で必要となる、高齢者のニーズや生活

実態を把握するために行うものです。本調査で得られた情報につきまし

ては、本調査の目的以外には利用いたしません。また、当該情報につい

ては、市で適切に管理いたします。

 ただし、本調査で得られたデータを統計的に集計・分析し、個人が特定

されない方法で公表することがあります。
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１．あなたのこと 

問１ 性別を教えてください。【○は１つ】 

１．男性 ２．女性 ３．回答しない 

問２ 現在の年齢は何歳ですか。 

歳 

問３ お住まいの地区は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

１．北 ２．南 ３．殖蓮 

４．茂呂 ５．三郷 ６．宮郷 

７．名和 ８．豊受 ９．赤堀 

１０．東 １１．境 １２．わからない 

（町名： ） 

問４ あなたの世帯構成は、次のうちどれですか。【○は 1 つ】 

１．ひとり暮らし ２．夫婦のみ（パートナーも含む。） 

３．親子の二世代 ４．親・子・孫の三世代 

５．その他 

２．健康 

問 5 現在の健康状態は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

１．良い ２．まあ良い ３．普通 

４．あまり良くない ５．良くない 

問 6 健康維持・老化予防のために日頃行っていることは何ですか。【○はいくつでも】 

１．十分な休息や睡眠をとるようにしている ２．栄養のバランスのとれた食事をとる 

３．健康診査などを定期的に受ける ４．酒を控える（やめる） 

５．タバコを控える（やめる） ６．体を動かす 

７．地域の活動に参加する ８．気持ちをなるべく明るくもつ 

９．趣味を持つ 10．医療・健康に関する知識を持つ 

11．仕事をする 12．規則正しい生活を送る 

13．その他（ ） 14．特にない 
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問７ 食事の用意を主にどのようにしていますか。【○は１つ】 

１．自分が調理 ２．配偶者（パートナーを含む）が調理 

３．他の家族、親族が調理 ４．配食サービス（弁当の宅配）を利用 

５．スーパー・コンビニなどで購入 ６．外食 

７．施設で提供されている ８．その他（ ） 

問８ 誰かと一緒に食事をする機会がどれくらいありますか。【○は１つ】 

１．ほとんど毎日ある ２．週に何度かある 

３．月に何度かある ４．年に何度かある 

５．ほとんどない 

問９ 目・耳・会話の状態について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。 

【○は①、②、④それぞれ１つずつ ※補聴器
ほ ち ょ う き

などを使っている人は③も】 

１
．
日
常
生
活
に
支
障
は
な
い 

２
．
日
常
生
活
に
ほ
と
ん
ど
支
障
は
な
い 

３
．
日
常
生
活
に
多
少
支
障
が
あ
る 

４
．
日
常
生
活
に
支
障
が
あ
る 

①目の見え方※１ １ ２ ３ ４ 

②耳の聞こえ方※２ １ ２ ３ ４ 

③耳の聞こえ方（補聴器使用時） １ ２ ３ ４

④会話による意思伝達 １ ２ ３ ４ 

※１ 普段、メガネなどを使用している場合は、それらを使用した状態でお答えください。

※２ 普段、補聴器などを使用している場合は、それらを使用しない状態でお答えください。
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問１０ 日常生活の動作について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。 

【○は①から⑨まで、それぞれ１つずつ】 

※自分でできるけれど、していない場合は「できる」と考えて○をつけてください。

日常生活動作 
１．ひとりで 

全部できる 

２．時間をかければ 

ひとりでできる 

３．一部介助 

が必要 

４．全面的な 

介助が必要 

①歩くこと※１ １ ２ ３ ４

②食べること １ ２ ３ ４ 

③衣服の着替え １ ２ ３ ４ 

④入浴 １ ２ ３ ４ 

⑤排せつ １ ２ ３ ４ 

⑥家事一般※２ １ ２ ３ ４

⑦金銭の管理 １ ２ ３ ４ 

⑧薬の管理 １ ２ ３ ４ 

⑨電話の利用 １ ２ ３ ４ 

※１ 普段、杖や車イスなどを使用している場合は、それらを使用した状態でお答えください。 

※２ 家事一般とは、食事の用意、掃除、洗濯などのこと。

問１１ 現在、何らかの病気やけがにかかっていますか。【○はいくつでも】 

１．脳
のう

卒 中
そっちゅう

（脳出血
のうしゅっけつ

・脳
のう

梗塞
こうそく

等） ２．心臓病
しんぞうびょう

 

３．がん（悪性新生物） ４．呼吸器の病気（肺気腫
は い き し ゅ

・肺炎等）

５．関節の病気（リウマチ等） ６．認知症
にんちしょう

（アルツハイマー病等）

７．パーキンソン病 ８．糖 尿 病
とうにょうびょう

 

９．腎
じん

疾患
しっかん

（透析） 10．視覚
し か く

・聴 覚
ちょうかく

障 害
しょうがい

 

11．骨折
こっせつ

・転倒
てんとう

 12．脊椎
せきつい

損 傷
そんしょう

 

13．高齢による衰 弱
すいじゃく

 14．その他（ ） 

15．特にない 1６．わからない 

問１２ もし、治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を過ごしたいですか。 

【○は１つ】 

１．自宅 ２．医療機関 

３．介護施設 ４．わからない 
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３．介護保険 

問１３ 要介護・要支援認定を受けていますか。【○は１つ】 

１．認定を申請していない ２．認定を申請したが、「非該当（自立）」と認定された 

３．要支援１ ４．要支援２ 

５．要介護１ ６．要介護２ 

７．要介護３ ８．要介護４ 

９．要介護５ １０．認定を申請中       11．わからない 

問１４ 家や施設で誰に介護されていますか。【○はいくつでも】 

１．配偶者（夫または妻、パートナーを含む） ２．子供または子供の配偶者 

３．孫または孫の配偶者 ４．その他の親族 

５．ホームヘルパーなどの介護職員 ６．施設職員 

７．近所の人・友人・知人 ８．その他（ ） 

９．介護を受けていない 

問１５ 日常生活を支援するサービス（民間・公的を問わない）について、現在の利用状況と、

今後の利用意向をお答えください。 

※今後の利用意向については、現在利用していないサービスであっても、体の具合が

悪くなるなどで必要になった場合に利用したいものに○をつけてください。

【○は①から⑭まで、それぞれ２つずつ】 

サービス内容

【現在の利用状況】 

（どちらかに○） 

【今後の利用意向】 

（いずれかに○） 

１
．
利
用
し
て
い
る 

２
．
利
用
し
て
い
な
い 

３
．
今
後
、
利
用
し
た
い 

（
利
用
し
続
け
た
い
） 

４
．
今
後
、
利
用
し
た
く
な
い 

５
．
わ
か
ら
な
い 

① 配食サービス（弁当の宅配） １ ２ ３ ４ ５ 

② 家事援助（掃除、洗濯、買い物など） １ ２ ３ ４ ５ 

③ 食材・日用品などの宅配サービス １ ２ ３ ４ ５ 

④ 簡単な家の修 繕
しゅうぜん

、電球の交換、部屋の

模様替えなど 
１ ２ ３ ４ ５ 
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サービス内容

【現在の利用状況】 

（どちらかに○） 

【今後の利用意向】 

（いずれかに○） 

１
．
利
用
し
て
い
る 

２
．
利
用
し
て
い
な
い 

３
．
今
後
、
利
用
し
た
い 

（
利
用
し
続
け
た
い
） 

４
．
今
後
、
利
用
し
た
く
な
い 

５
．
わ
か
ら
な
い 

⑤ 可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し １ ２ ３ ４ ５ 

⑥ 外出支援（タクシー代の補助、車での

送迎
そうげい

、シルバーカーの購入補助など）
１ ２ ３ ４ ５ 

⑦ 通院などの際の付き添い １ ２ ３ ４ ５ 

⑧ 定期的な訪問

（安否
あ ん ぴ

確認、話し相手となる等） 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑨ 緊急通報装置の設置

（持病の急変などの緊急事態時に警備

会社などに通報する装置）

１ ２ ３ ４ ５ 

⑩ 訪問理
り

美容
び よ う

 １ ２ ３ ４ ５ 

⑪ 身元
み も と

保証
ほしょう

サービス（入院時や施設入居

時の身元保証人を引き受ける） 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑫ 葬儀
そ う ぎ

の実施の契約（あらかじめ預かっ

た費用で、葬儀を行う） 
１ ２ ３ ４ ５ 

⑬ 残存
ざんぞん

家財
か ざ い

の片づけの契約（あらかじめ

預かった費用で、死亡後に残った家財

の片づけを行う） 

１ ２ ３ ４ ５ 

⑭ 墓の管理 １ ２ ３ ４ ５ 
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４．認知症 

問１６ 「認知症」について、以下の項目であてはまるものに○をつけてください。 

【○は①から③まで、それぞれ１つずつ】 

①認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、進行を遅

らせたり症状を軽くできたりすることを知っていますか。

１．知っている 

２．知らない

②認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、本人は

多くの不安や混乱を抱えることを知っていますか。

１．知っている 

２．知らない 

③認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や財産管理に

ついて誰かと話し合ったことがありますか。

１．話し合ったことがある 

２．話し合ったことはない

問１７ 認知症について気になっていること、不安に感じていることは何ですか。 

【○はいくつでも】 

１．どこに相談、受診すればよいか  ２．予防策や進行を遅らせる対策があるか 

３．自分を介護してくれる人がいるか ４．家族や周囲にどのくらい負担がかかるか 

５．お金や通帳の管理ができるか ６．買い物や家事など日常生活を続けられるか 

７．詐欺
さ ぎ

などの犯罪に巻き込まれないか ８．自分の性格や行動がどのように変わるか 

９．友人・知人との交流を続けられるか １０．医療や介護にどのくらい費用がかかるか 

11．その他（ ） １２．特にない 

13．わからない 

問１８ 「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

」と「日 常
にちじょう

生活
せいかつ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」という制度を知っていますか。 

また、今後利用したいと思いますか。【○は①から④まで、それぞれ１つずつ】 

知っているか 

１
．
知
っ
て
い
る 

２
．
中
身
は
知
ら
な
い
が
、

言
葉
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る 

３
．
知
ら
な
い 

① 成年後見制度 １ ２ ３ 

② 日常生活自立支援事業 １ ２ ３ 
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今後利用したいか 

１
．
利
用
し
た
い 

２
．
利
用
し
た
い
と
思
わ
な
い 

３
．
既
に
利
用
し
て
い
る 

４
．
わ
か
ら
な
い 

③ 成年後見制度 １ ２ ３ ４ 

④ 日常生活自立支援事業 １ ２ ３ ４ 

５．住まい 

問１９ 現在お住まいの住宅は、次のうちどれですか。【○は１つ】 

１．持家一戸建て（親族所有を含む） ２．持家マンション（親族所有を含む） 

３．民間賃貸一戸建て ４．民間賃貸マンション・アパート 

５．公営住宅（市営・県営） ６．特別養護老人ホーム 

７．高齢者向け住宅（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウスなど） 

８．その他（                                 ） 

≪問１９で３～８を選択した方にお聞きします≫ 

問２０ お住まいの月々の家賃または利用料を教えてください。【○は１つ】 

※家賃には、共益費
きょうえきひ

を含みます。 

※利用料には、室料、共益費、生活支援サービス（安否確認、食事提供、家事援助など）

の費用を含みます。

１．２万円未満 ２．２～４万円未満 ３．４～６万円未満 

４．６～８万円未満 ５．８～10 万円未満 ６．10～15 万円未満 

７．15～20 万円未満 ８．20 万円以上 

※成年後見制度とは

認知症などにより物事を判断する能力が十分でない方の権利を守るため、本人の意思を尊重しなが

ら財産管理や生活に必要な契約を結ぶ援助者（成年後見人等）を選ぶことで、本人を法律的に支援す

る制度です。

※日常生活自立支援事業とは

判断能力に不安がある方を対象として、福祉サービスの利用についての相談や手続の支援、日常の

金銭管理の支援を行う制度です。 
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問２１ 介護が必要になったときは、どこに住みたいですか。【○は１つ】 

※現在介護を受けている方は、今後の希望をお答えください。

１．現在の住宅に住み続けたい

２．子供や親族の家、またはその近くの一般の住宅に移りたい 

３．高齢者向け住宅（サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホームなど）に移りたい 

４．介護保険で入所できる施設（特別養護老人ホームなど）に入所したい 

５．その他（ ） 

６．わからない 

６．外出 

問２２ 通常どれくらいの頻度で外出しますか。【○は１つ】 

１．週５日以上 ２．週 4 日程度 

３．週 2～3 日程度 ４．週 1 日程度 

５．月 1～2 日程度 ６．ほとんど外出しない 

問２３ 運転免許証は持っていますか。【○は１つ】 

１．持っている ２．以前は持っていたが、今は持っていない（返納した） 

３．持っていたことはない 

問２４ 歩いて行けない場所に行くときはどうしていますか。【○はいくつでも】 

１．自分で車やバイクを運転 ２．家族や知人の車に乗せてもらう 

３．あおぞらバスを利用 ４．民間のバスを利用 

５．タクシーを利用 ６．自転車で行く 

７．施設やお店の送迎 ８．地域の送迎サービスを利用 

９．行かない １０．その他（ ） 
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７．コミュニケーション 

問２５ 子供・親族・友人・ご近所の方と、どれくらいの頻度で交流（話す、会う、電話、メー

ルなど）していますか。【○は①から④まで、それぞれ１つずつ】

１
．
１
週
間
に
５
回
以
上 

２
．
１
週
間
に
２
～
４
回
程
度 

３
．
１
週
間
に
１
回
程
度 

４
．
２
週
間
に
１
回
程
度 

５
．
月
に
１
回
程
度 

６
．
年
に
数
回
程
度 

７
．
交
流
は
全
く
な
い 

８
．
子
供
や
親
族
・
友
人
・
近

所
の
方
は
い
な
い 

①子供との交流 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

②親族との交流 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

③友人との交流 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

④近所の方との交流 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

問２６ インターネットを買い物や仕事、学習、交流など、普段の生活で利用しますか。 

【○は１つ】 

１．積極的に利用している ２．たまに利用している 

３．あまり利用していない ４．全く利用していない ➡問 29 へ

≪問２６で１～３を選択した方にお聞きします≫ 

問２７ インターネット利用機器は何ですか。【○はいくつでも】 

１．スマートフォン（スマホ） ２．自宅のパソコン 

３．自宅以外のパソコン ４．タブレット 

５．携帯電話 ６．その他（ ） 

問２８ インターネットを利用してよく行うことを教えてください。【○はいくつでも】 

１．インターネット検索 ２．キャッシュレス決済（PayPay など） 

３．メッセージアプリ（LINE など） ４．SNS（Facebook・Twitter（X）など） 

５．メール ６．インターネット通販（楽天・Amazon など） 

７．動画・音楽・ラジオの視聴 ８．オンライン通話（Zoom・Skype など） 

９．行政サービス等の申請手続 １０．ゲーム 

１１．ｅスポーツ ※ １２．その他（              ） 

※e スポーツとは

「電子スポーツ」を意味し、主にゲーム機やパソコンなどを使用し２人以上の人で競う対人競技のこと。

シニア世代の健康維持・増進や、社会参加の促進につながるなど、様々な効果が期待されています。
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≪問２６で４．を選択した方にお聞きします≫ 

問２９ インターネットを利用しない理由を教えてください。【○はいくつでも】 

１．インターネットのことがわからないから 

２．必要性を感じないから 

３．お金がかかるから 

４．インターネットを使える環境がないから 

５．スマホやパソコンを持っていないから 

６．スマホやパソコンを持っているが、使い方が分からないから 

７．使い方を覚えたいが、教えてくれる人がいないから 

８．その他（ ） 

問３０ 日頃よく見たり聞いたりしている情報源を教えてください。【○はいくつでも】 

１．テレビ・テレビ CM ２．新聞（記事・広告含む） 

３．新聞に折り込まれたチラシ ４．雑誌（記事・広告含む） 

５．ラジオ ６．インターネット 

７．メールで送られてくる広告・メールマガジン ８．その他（ ） 

９．特にない 

問３１ 伊勢崎市からの情報（制度や施策、市のイベントや施設の利用など）や地域の情報を何

から入手していますか。【○はいくつでも】 

１．広報いせさき ２．市ホームページ 

３．市 Twitter（X）（ツイッター） ４．市 Facebook（フェイスブック） 

５．市 Instagram（インスタグラム） ６．いせさき情報メール 

７．チラシやポスター ８．新聞 

９．テレビ １０．ラジオ 

１１．回覧板 １２．インターネット 

１３．その他（          ） １４．特にない 
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８．社会参加 

問３２ 2023 年中に以下のような社会参加活動やボランティア活動に参加しましたか。 

また、今後参加してみたいと思う活動はありますか。 

【○は①から⑬まで、それぞれ２つずつ】 

活動内容 

【2023 年中の 

参加状況】 

（どちらかに○） 

【今後の参加意向】 

（いずれかに○） 

１
．
参
加
し
た 

２
．
参
加
し
て
い
な
い 

３
．
今
後
、
参
加
し
て
み
た
い 

（
参
加
し
続
け
た
い
） 

４
．
今
後
、
参
加
し
た
く
な
い 

５
．
わ
か
ら
な
い 

① 趣味・学習・スポーツ（e スポーツ以

外）活動 ※個人や家族間での活動は

除きます。

1 2 3 4 5 

② e スポーツ ※11 ページを参照 1 2 3 4 5 

③ 自治会、老人クラブ、NPO 団体などの

役員・事務局活動
1 2 3 4 5 

④ 地域行事（地域の催し物の運営、祭り

の世話役など）を支援する活動
1 2 3 4 5 

⑤ 環境保全、環境美化、リサイクルなど

の活動
1 2 3 4 5 

⑥ 地域の伝統や文化を伝える活動 1 2 3 4 5 

⑦ 地域の防犯や交通安全、災害時の救援・

支援をする活動
1 2 3 4 5 

⑧ 見守りが必要な高齢者を支援する活動 1 2 3 4 5 

⑨ 障害のある人を支援する活動 1 2 3 4 5 

⑩ 子供の登下校の見守りや学習の支援 1 2 3 4 5 

⑪ 子育てを支援する活動 1 2 3 4 5 

⑫ 外国人を支援する活動 1 2 3 4 5 

⑬ 青少年の健
すこ

やかな成長・非行防止のた

めの活動
1 2 3 4 5 
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≪問３２の（1．参加した）に１つでも○をした方にお聞きします≫ 

問３３ そのような活動を始めたきっかけはどういうものでしたか。【○はいくつでも】 

１．家族のすすめ 

２．友人・知人からの誘い 

３．自治会からのお知らせや誘い 

４．医師、保健師などの医療従事者のすすめ 

５．ケアマネジャーなどの介護従事者のすすめ 

６．近所に自分の興味のある活動があった 

７．広報いせさきなど市からのお知らせを見て 

８．その他（ ） 

≪問３２の（1．参加した）で、①（趣味・学習・スポーツ活動）または ②（e スポーツ）の

どちらかに○をした方にお聞きします≫ 

問３４ 参加された活動の主体は、次のうちどれですか。【○はいくつでも】 

１．民間のスポーツクラブ等 

２．民間のカルチャースクール等 

３．県や市、公民館が開く教室 

４．自治会や地域住民が開く教室 

５．老人クラブの活動 

６．友人や知人と行う自主的な活動 

７．その他（ ） 

≪問３２の（２．参加していない）に全て○をした方にお聞きします≫ 

問３５ そのような活動に参加しない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

１．身近な地域に活動場所がないなど、通いにくいから 

２．興味のある活動内容がないから 

３．一緒に活動する仲間がいないから、一人で参加することに抵抗
ていこう

があるから 

４．料金の負担がある、または料金が高いから 

５．時間的な余裕がないから 

６．健康・体力面で難しいから 

７．耳が聞こえにくいから 

８．参加するきっかけがないから 

９．活動の情報がないから 

１０．社会参加等の活動をしたいと思わないから 

１１．その他（ ） 

１２．特にない 
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問３６ 老人クラブに加入していますか。【○は１つ】 

１．加入している ➡問 38 へ ２．以前は加入していたが、現在は加入していない 

３．加入したことがない 

≪問３６で２．または３．を選択した方にお聞きします≫ 

問３７ 老人クラブに加入していない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

１．仕事をしているから ２．時間的な余裕がないから 

３．健康・体力面で難しいから ４．耳が聞こえにくいから 

５．加入するきっかけがないから ６．地域の人とかかわり合いたくないから 

７．何をしているかわからないから ８．名称が嫌だから 

９．別の組織・団体に所属しているから 

１１．クラブがないから（解散したから） １２．その他（ ） 

１３．特にない 

９．仕事・経済状況 

問３８ 現在、収入のある仕事をしていますか。【○は１つ】 

１．仕事をしている ➡問 39～41 へ ２．仕事をしたいと思っているが、していない 

➡問 39～42 へ
３．仕事をしていない ➡問 42 へ 

≪問３８で１．または２．を選択した方にお聞きします≫ 

問３９ それはどのような仕事ですか。複数の仕事をしている、またはしたいと思っている場

合は、収入の最も多いものに○をつけてください。【○は１つ】 

１．自営業（家族従業者を含む。） ２．正規の職員・従業員 

３．会社などの役員 ４．契約・派遣・臨時・パート 

５．シルバー人材センターの会員 ６．その他（ ） 

問４０ 仕事をしている、またはしたいと思っている理由は何ですか。【○はいくつでも】 

１．収入を得たいから ２．健康に良いから 

３．持っている能力を活かしたいから ４．生きがいを得たいから 

５．社会の役に立ちたいから ６．社会とつながっていたいから 

７．友人がほしいから ８．何もしないでいると退屈だから 

９．その他（ ） 

問４１ 仕事をしている人、またはしたいと思っている人は、何歳頃まで働きたいですか。 

【○は１つ】 

１．７０歳頃まで ２．７５歳頃まで 

３．８０歳頃まで ４．８５歳頃まで 

５．９０歳以上で働けるまで ６．わからない 

１０．興味のある活動内容がないから 
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≪問３８で 2．または３．を選択した方にお聞きします≫ 

問４２ 現在仕事をしていない理由は何ですか。【○はいくつでも】 

１．希望や条件に合う仕事がないから ２．健康・体力面で働けないから 

３．仕事をする時間がないから ４．仕事をする必要がないから 

５．仕事をしたいと思わないから ６．その他（ ） 

問４３ 就職の支援機関や相談窓口として知っているものはありますか。【○はいくつでも】 

１．ハローワークの生涯現役支援窓口 ２．群馬県シニア就業支援センター 

３．シルバー人材センター ４．知っているものはない 

問４４ 2023 年中の収入の種類はどのようなものですか。【○はいくつでも】 

１．公的な年金・恩 給
おんきゅう

 ２．私的な年金（企業年金、個人年金など） 

３．仕事による収入 ４．家賃・地代
ち だ い

・配当
はいとう

金
きん

 

５．仕送り ６．手当（ 傷 病
しょうびょう

手当金
て あ て き ん

、労災
ろうさい

保険
ほ け ん

の医療
いりょう

給付
きゅうふ

など） 

７．生活保護 ８．その他（ ） 

９．収入はない １０．わからない 

問４５ 2023 年中の総収入（税込み）は、おおよそいくらとなる見込みですか。【○は１つ】 

１．収入はない ２．50 万円未満 

３．50 万円～100 万円未満 ４．100 万円～150 万円未満 

５．150 万円～200 万円未満 ６．200 万円～250 万円未満 

７．250 万円～300 万円未満 ８．300 万円～500 万円未満 

９．500 万円～700 万円未満 １０．700 万円～1,000 万円未満 

１１．1,000 万円以上 １２．わからない 

※生涯現役支援窓口とは

65 歳以上の方を重点的に支援している窓口で、シニア世代の方の採用に意欲的な企業の求人情報や

多様な就業ニーズなどに応じた情報を提供しています。また、シニア世代の方に適した、各種ガイダ

ンス・職場見学等を実施しています。

※群馬県シニア就業支援センターとは

中高年齢者の方向けに、再就職支援と多様なニーズに対応したさまざまな「働き方」への相談・情報

提供を行っています。伊勢崎市役所での出張相談も行っています。（事前予約制） 

【相談日】毎月第 2 水曜日 【時 間】午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分 

【会 場】市役所東館 2 階相談室 1 【申 込】027-381-8872 

※シルバー人材センターとは

現役を引退した高年齢者に対し、臨時的
りんじてき

かつ短期的な仕事を引き受け、会員の希望や能力に応じて

就業機会を提供し、仕事の内容や実績に応じて、報 酬
ほうしゅう

を支払っています。 

就業を援助することにより、高年齢者の生きがいの充実や社会参加の推進を図り、活力ある地域社

会づくりに寄与することを目的としています。 
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問４６ 現在の貯蓄
ちょちく

（預貯金
よ ち ょ き ん

・信託
しんたく

・債権
さいけん

・株式
かぶしき

・保険など）は、おおよそいくらですか。

【○は１つ】 

１．貯蓄はない ２．100 万円未満 

３．100～200 万円未満 ４．200～300 万円未満 

５．300～500 万円未満 ６．500～1,000 万円未満 

７．1,000～2,000 万円未満 ８．2,000～3,000 万円未満 

９．3,000 万円以上 １０．わからない 

10．困りごと 

問４７ 現在、困りごとや心配ごとがありますか。【○はいくつでも】 

１．自分の健康・病気 

２．配偶者（パートナーを含む）や家族の健康・病気 

３．生活費や経済的なこと 

４．年金・介護・医療など社会保障給付
きゅうふ

の水準 

５．自分の死後の配偶者や子供の将来 

６．災害（地震・火災・風水害
ふうすいがい

など）にあうこと 

７．将来、配偶者（パートナーを含む）に先立たれた後の生活のこと 

８．住宅に関すること 

９．買い物に関すること 

１０．ゴミ出しに関すること 

１１．墓の管理 

１２．財産管理や相続のこと 

１３．家族や親族との人間関係 

１４．近所や地域の人たちとの関係 

１５．詐欺などの消費者被害にあうこと 

１６．犯罪に巻き込まれること 

１７．仕事に関すること 

１８．相談したり、頼れたりする人がいなくて一人きりであること 

１９．その他（ ） 

２０．困りごとや心配ごとはない 
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問４８ 困りごとや心配ごとができた場合、誰に話を聞いてもらったり、相談したりしていま

すか。【○はいくつでも】 

１．同居家族 ２．別居の親族 

３．友人・知人 ４．高齢者相談センター 

５．高齢者相談センター以外の行政機関の相談窓口 ６．民生委員 

７．ケアマネジャー・ホームヘルパーなどの介護従 

事者 
８．医師、看護師などの医療従事者 

９．４～８以外の専門家（弁護士・税理士など） 10．その他（        ） 

11．相談する人はいない 

問４９ 現在利用している、または今後利用してみたい買い物サービスはありますか。 

【○はいくつでも】 

１．インターネット通販 ２．食材や日用品などの宅配サービス 

３．移動スーパー ４．シルバー人材センターなどの買い物代行 

５．その他（ ） ６．特にない 

７．わからない 

問５０ 可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出しを誰がしていますか。【○はいくつでも】 

１．自分 ２．同居家族 

３．別居の親族 ４．近所の人・友人・知人 

５．ホームヘルパーなどの介護職員 ６．地域の役員・ボランティア 

７．その他（ ） ８．ゴミを出していない 

問５１ ゴミ出しへの支援として、どんなことを期待しますか。【○はいくつでも】 

１．行政による自宅へのゴミ収集 ２．地域住民による自宅へのゴミ収集 

３．ゴミ出し用カートなどの貸出 ４．その他（ ） 

５．特にない ６．わからない 
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11．行政への要望 

問５２ 高齢者が行うボランティア活動・地域活動・NPO 活動をより盛んにするためには、ど

のような行政の支援が必要だと思いますか。【○はいくつでも】 

１．活動に関する情報を提供する 

２．活動のための場所（公的施設など）を提供する 

３．活動団体に資金的援助を行う 

４．誰でもどんなことでも相談できる場をつくる 

５．ボランティアをしたい人が登録できる制度を充実させる 

６．活動者のための保険制度を普及する（ボランティア保険など） 

７．活動の中心となるリーダーを養成する講座を開く 

８．自主グループなどの立ち上げ支援のためのアドバイスを行う 

９．参加者にポイントが貯まるなど、参加したくなるような制度を充実させる 

１０．その他（ ） 

１１．特にない 

１２．わからない 
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問５３ あなたが大切だと思う、高齢者に対する施策や支援は何ですか。【○はいくつでも】 

１．年金や医療など国の社会保障制度 

２．要介護高齢者への介護サービスの充実 

３．特別養護老人ホームなどの介護施設の充実 

４．認知症予防・認知症高齢者に対する支援 

５．ひとり暮らしなど見守りが必要な高齢者に対する支援 

６．加齢性
か れ い せ い

難聴者
なんちょうしゃ

への支援 

７．高齢者虐 待
ぎゃくたい

への対策 

８．介護予防・健康づくりへの支援 

９．ボランティアなどの社会参加・社会貢献
こうけん

活動や生涯学習への支援 

１０．働く場所や機会の確保・提供 

１１．高齢者向け住宅の充実 

１２．高齢者に配慮したまちづくり（交通機関、道路、建物などのバリアフリー化） 

１３．成年後見制度など権利
け ん り

擁護
よ う ご

施策 

１４．高齢者をねらった犯罪の防止 

１５．地震、火災、風水害などに対する防災対策 

１６．若い世代との交流の促進 

１７．外出しやすくするための交通サービスの充実 

１８．住み慣れた地域で自立した生活を送るための生活支援サービスの充実 

１９．特にない 

２０．わからない 

問５４ 伊勢崎市の高齢者福祉行政に関して、ご意見やご要望があればお聞かせください。 

以上で、アンケートは終了です。 

たくさんの質問に答えていただきまして、本当にありがとうございました。 

この回答用紙は、返信用封筒に三つ折りにして入れ、 

切手を貼らずに令和６年１月１５日（月）までに投函してください。 
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No. カテゴリー名 ｎ %
1 男性 1,451 45.9
2 女性 1,627 51.5
3 回答しない 11 0.3

不明 72 2.3
全体 3,161 100.0

問2　現在の年齢は何歳ですか。...(数量)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 65～69歳 621 19.6
2 70～74歳 800 25.3
3 75～79歳 754 23.9
4 80～84歳 515 16.3
5 85～89歳 285 9.0
6 90～94歳 116 3.7
7 95～99歳 28 0.9
8 100歳以上 1 0.0

無回答 41 1.3
全体 3,161 100.0

問3　お住まいの地区は、次のうちどれですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 北・三郷 376 11.9
2 南・茂呂 357 11.3
3 殖蓮 333 10.5
4 宮郷 344 10.9
5 名和 322 10.2
6 豊受 361 11.4
7 赤堀 309 9.8
8 東 377 11.9
9 境 349 11.0

不明 33 1.0
全体 3,161 100.0

問4　あなたの世帯構成は、次のうちどれですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとり暮らし 585 18.5
2 夫婦のみ（パートナーも含む。） 1,251 39.6
3 親子の二世代 895 28.3
4 親・子・孫の三世代 256 8.1
5 その他 143 4.5

不明 31 1.0
全体 3,161 100.0

問5　現在の健康状態は、次のうちどれですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 良い 590 18.7
2 まあ良い 653 20.7
3 普通 1,255 39.7
4 あまりよくない 487 15.4
5 良くない 132 4.2

不明 44 1.4
全体 3,161 100.0

合  計：237,671

回答者：3,120（無回答41名除く）

平  均：76.2
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２．単純集計一覧表 

調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問1　性別を教えてください。...(ＳＡ)



調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問6　健康維持・老化予防のために日頃行っていることは何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 十分な休息や睡眠をとるようにしている 1,986 62.8
2 栄養のバランスのとれた食事をとる 1,662 52.6
3 健康診査などを定期的に受ける 1,776 56.2
4 酒を控える（やめる） 426 13.5
5 タバコを控える（やめる） 450 14.2
6 体を動かす 1,927 61.0
7 地域の活動に参加する 568 18.0
8 気持ちをなるべく明るくもつ 1,325 41.9
9 趣味を持つ 1,296 41.0

10 医療・健康に関する知識を持つ 964 30.5
11 仕事をする 846 26.8
12 規則正しい生活を送る 1,634 51.7
13 その他 123 3.9
14 特にない 188 5.9

無回答 30 0.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 15,201 480.9

問7　食事の用意を主にどのようにしていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自分が調理 1,475 46.7
2 配偶者（パートナーを含む）が調理 958 30.3
3 他の家族、親族が調理 191 6.0
4 配食サービス（弁当の宅配）を利用 19 0.6
5 スーパー・コンビニなどで購入 104 3.3
6 外食 3 0.1
7 施設で提供されている 113 3.6
8 その他 52 1.6

不明 246 7.8
全体 3,161 100.0

問8　誰かと一緒に食事をする機会がどれくらいありますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ほとんど毎日ある 1,797 56.8
2 週に何度かある 237 7.5
3 月に何度かある 440 13.9
4 年に何度かある 301 9.5
5 ほとんどない 265 8.4

不明 121 3.8
全体 3,161 100.0

問9　目・耳・会話の状態について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。①目の見え方...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 日常生活に支障はない 1,718 54.3
2 日常生活にほとんど支障はない 798 25.2
3 日常生活に多少支障がある 296 9.4
4 日常生活に支障がある 58 1.8

不明 291 9.2
全体 3,161 100.0

②耳の聞こえ方...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 日常生活に支障はない 1,540 48.7
2 日常生活にほとんど支障はない 769 24.3
3 日常生活に多少支障がある 407 12.9
4 日常生活に支障がある 123 3.9

不明 322 10.2
全体 3,161 100.0
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③耳の聞こえ方（補聴器使用時）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 日常生活に支障はない 515 16.3
2 日常生活にほとんど支障はない 223 7.1
3 日常生活に多少支障がある 130 4.1
4 日常生活に支障がある 36 1.1
5 補聴器を使用していない 1,965 62.2 ②に回答があり、③に回答がない場合

不明 292 9.2 ②も③も回答がない場合

全体 3,161 100.0

④会話による意思伝達...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 日常生活に支障はない 1,732 54.8
2 日常生活にほとんど支障はない 689 21.8
3 日常生活に多少支障がある 256 8.1
4 日常生活に支障がある 101 3.2

不明 383 12.1
全体 3,161 100.0

問10　日常生活の動作について、現在の状況に最も近いものに○をつけてください。①歩くこと...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,612 82.6
2 時間をかければひとりでできる 206 6.5
3 一部介助が必要 111 3.5
4 全面的な介助が必要 104 3.3

不明 128 4.0
全体 3,161 100.0

②食べること...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,815 89.1
2 時間をかければひとりでできる 144 4.6
3 一部介助が必要 54 1.7
4 全面的な介助が必要 24 0.8

不明 124 3.9
全体 3,161 100.0

③衣服の着替え...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,736 86.6
2 時間をかければひとりでできる 152 4.8
3 一部介助が必要 81 2.6
4 全面的な介助が必要 68 2.2

不明 124 3.9
全体 3,161 100.0

④入浴...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,704 85.5
2 時間をかければひとりでできる 87 2.8
3 一部介助が必要 101 3.2
4 全面的な介助が必要 142 4.5

不明 127 4.0
全体 3,161 100.0

⑤排せつ...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,772 87.7
2 時間をかければひとりでできる 118 3.7
3 一部介助が必要 66 2.1
4 全面的な介助が必要 76 2.4

不明 129 4.1
全体 3,161 100.0
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⑥家事一般...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,405 76.1
2 時間をかければひとりでできる 239 7.6
3 一部介助が必要 100 3.2
4 全面的な介助が必要 197 6.2

不明 220 7.0
全体 3,161 100.0

⑦金銭の管理...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,650 83.8
2 時間をかければひとりでできる 92 2.9
3 一部介助が必要 97 3.1
4 全面的な介助が必要 172 5.4

不明 150 4.7
全体 3,161 100.0

⑧薬の管理...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,680 84.8
2 時間をかければひとりでできる 76 2.4
3 一部介助が必要 81 2.6
4 全面的な介助が必要 166 5.3

不明 158 5.0
全体 3,161 100.0

⑨電話の利用...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ひとりで全部できる 2,683 84.9
2 時間をかければひとりでできる 101 3.2
3 一部介助が必要 87 2.8
4 全面的な介助が必要 143 4.5

不明 147 4.7
全体 3,161 100.0

問11　現在、何らかの病気やけがにかかっていますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 脳卒中（脳出血・脳梗塞等） 146 4.6
2 心臓病 302 9.6
3 がん（悪性新生物） 157 5.0
4 呼吸器の病気（肺気腫・肺炎等） 104 3.3
5 関節の病気（リウマチ等） 135 4.3
6 認知症（アルツハイマー病等） 105 3.3
7 パーキンソン病 23 0.7
8 糖尿病 477 15.1
9 腎疾患（透析） 38 1.2

10 視覚・聴覚障害 161 5.1
11 骨折・転倒 124 3.9
12 脊椎損傷 104 3.3
13 高齢による衰弱 154 4.9
14 その他 806 25.5
15 特にない 1,026 32.5
16 わからない 49 1.6

無回答 185 5.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 4,096 129.6

問12　もし、治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を過ごしたいですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自宅 1,286 40.7
2 医療機関 702 22.2
3 介護施設 247 7.8
4 わからない 800 25.3

不明 126 4.0
全体 3,161 100.0
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問13　要介護・要支援認定を受けていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 認定を申請していない 2,426 76.7

2
認定を申請したが、「非該当（自立）」と
認定された

26 0.8

3 要支援1 102 3.2
4 要支援2 63 2.0
5 要介護1 63 2.0
6 要介護2 62 2.0
7 要介護3 48 1.5
8 要介護4 56 1.8
9 要介護5 31 1.0

10 認定を申請中 28 0.9
11 わからない 62 2.0

不明 194 6.1
全体 3,161 100.0

問14　家や施設で誰に介護されていますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
配偶者（夫または妻、パートナーを含
む）

229 7.2

2 子供または子供の配偶者 234 7.4
3 孫または孫の配偶者 18 0.6
4 その他の親族 21 0.7
5 ホームヘルパーなどの介護職員 88 2.8
6 施設職員 190 6.0
7 近所の人・友人・知人 13 0.4
8 その他 56 1.8
9 介護を受けていない 2,145 67.9

無回答 421 13.3 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 3,415 108.0

問15　日常生活を支援するサービス（民間・公的を問わない）について、現在の利用状況と、
今後の利用意向をお答えください。【現在の利用状況】　①　配食サービス（弁当の宅配）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 98 3.1
2 利用していない 2,296 72.6

不明 767 24.3
全体 3,161 100.0

② 家事援助（掃除、洗濯、買い物など）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 117 3.7
2 利用していない 2,263 71.6

不明 781 24.7
全体 3,161 100.0

③ 食材・日用品などの宅配サービス...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 143 4.5
2 利用していない 2,219 70.2

不明 799 25.3
全体 3,161 100.0

④ 簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 98 3.1
2 利用していない 2,245 71.0

不明 818 25.9
全体 3,161 100.0
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⑤ 可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 360 11.4
2 利用していない 2,188 69.2

不明 613 19.4
全体 3,161 100.0

⑥ 外出支援（タクシー代の補助、車での送迎、シルバーカーの購入補助など）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 188 5.9
2 利用していない 2,315 73.2

不明 658 20.8
全体 3,161 100.0

⑦ 通院などの際の付き添い...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 141 4.5
2 利用していない 2,346 74.2

不明 674 21.3
全体 3,161 100.0

 ⑧ 定期的な訪問（安否確認、話し相手となる等）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 135 4.3
2 利用していない 2,335 73.9

不明 691 21.9
全体 3,161 100.0

 ⑨ 緊急通報装置の設置（持病の急変などの緊急事態時に警備会社などに通報する装置）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 78 2.5
2 利用していない 2,383 75.4

不明 700 22.1
全体 3,161 100.0

⑩ 訪問理美容...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 108 3.4
2 利用していない 2,380 75.3

不明 673 21.3
全体 3,161 100.0

⑪ 身元保証サービス（入院時や施設入居時の身元保証人を引き受ける）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 62 2.0
2 利用していない 2,356 74.5

不明 743 23.5
全体 3,161 100.0

⑫ 葬儀の実施の契約（あらかじめ預かった費用で、葬儀を行う）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 156 4.9
2 利用していない 2,226 70.4

不明 779 24.6
全体 3,161 100.0
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⑬ 残存家財の片づけの契約（あらかじめ預かった費用で、死亡後に残った家財の片づけを行う）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 37 1.2
2 利用していない 2,311 73.1

不明 813 25.7
全体 3,161 100.0

⑭ 墓の管理...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用している 241 7.6
2 利用していない 2,149 68.0

不明 771 24.4
全体 3,161 100.0

【今後の利用意向】　①　配食サービス（弁当の宅配）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 752 23.8
2 今後、利用したくない 281 8.9
3 わからない 1,088 34.4

不明 1,040 32.9
全体 3,161 100.0

② 家事援助（掃除、洗濯、買い物など）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 752 23.8
2 今後、利用したくない 297 9.4
3 わからない 1,090 34.5

不明 1,022 32.3
全体 3,161 100.0

③ 食材・日用品などの宅配サービス...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 867 27.4
2 今後、利用したくない 262 8.3
3 わからない 1,010 32.0

不明 1,022 32.3
全体 3,161 100.0

④ 簡単な家の修繕、電球の交換、部屋の模様替えなど...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 747 23.6
2 今後、利用したくない 290 9.2
3 わからない 1,091 34.5

不明 1,033 32.7
全体 3,161 100.0

⑤ 可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出し...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 762 24.1
2 今後、利用したくない 290 9.2
3 わからない 1,075 34.0

不明 1,034 32.7
全体 3,161 100.0
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⑥ 外出支援（タクシー代の補助、車での送迎、シルバーカーの購入補助など）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 1,018 32.2
2 今後、利用したくない 217 6.9
3 わからない 947 30.0

不明 979 31.0
全体 3,161 100.0

⑦ 通院などの際の付き添い...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 699 22.1
2 今後、利用したくない 292 9.2
3 わからない 1,161 36.7

不明 1,009 31.9
全体 3,161 100.0

 ⑧ 定期的な訪問（安否確認、話し相手となる等）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 657 20.8
2 今後、利用したくない 309 9.8
3 わからない 1,173 37.1

不明 1,022 32.3
全体 3,161 100.0

 ⑨ 緊急通報装置の設置（持病の急変などの緊急事態時に警備会社などに通報する装置）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 858 27.1
2 今後、利用したくない 228 7.2
3 わからない 1,086 34.4

不明 989 31.3
全体 3,161 100.0

⑩ 訪問理美容...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 692 21.9
2 今後、利用したくない 335 10.6
3 わからない 1,132 35.8

不明 1,002 31.7
全体 3,161 100.0

⑪ 身元保証サービス（入院時や施設入居時の身元保証人を引き受ける）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 341 10.8
2 今後、利用したくない 533 16.9
3 わからない 1,278 40.4

不明 1,009 31.9
全体 3,161 100.0

⑫ 葬儀の実施の契約（あらかじめ預かった費用で、葬儀を行う）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 371 11.7
2 今後、利用したくない 503 15.9
3 わからない 1,306 41.3

不明 981 31.0
全体 3,161 100.0
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

⑬ 残存家財の片づけの契約（あらかじめ預かった費用で、死亡後に残った家財の片づけを行う）...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 327 10.3
2 今後、利用したくない 521 16.5
3 わからない 1,354 42.8

不明 959 30.3
全体 3,161 100.0

⑭ 墓の管理...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 今後、利用したい（利用し続けたい） 322 10.2
2 今後、利用したくない 572 18.1
3 わからない 1,250 39.5

不明 1,017 32.2
全体 3,161 100.0

問16　「認知症」について、以下の項目であてはまるものに○をつけてください。
①認知症になっても、早期の受診や適切な治療により、進行を遅らせたり症状を軽くで

きたりすることを知っていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 知っている 2,428 76.8
2 知らない 592 18.7

不明 141 4.5
全体 3,161 100.0

②認知症になっても、感情やプライドは保持されるため、本人は多くの不安や混乱
を抱えることを知っていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 知っている 1,952 61.8
2 知らない 1,032 32.6

不明 177 5.6
全体 3,161 100.0

③認知症になった場合に備えて、希望する暮らし方や財産管理について誰かと話し
合ったことがありますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 話し合ったことがある 790 25.0
2 話し合ったことはない 2,198 69.5

不明 173 5.5
全体 3,161 100.0

問17　認知症について気になっていること、不安に感じていることは何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 どこに相談、受診すればよいか 877 27.7
2 予防策や進行を遅らせる対策があるか 745 23.6
3 自分を介護してくれる人がいるか 642 20.3

4
家族や周囲にどのくらい負担がかかる
か

1,358 43.0

5 お金や通帳の管理ができるか 855 27.0

6
買い物や家事など日常生活を続けられ
るか

1,097 34.7

7 詐欺などの犯罪に巻き込まれないか 556 17.6

8
自分の性格や行動がどのように変わる
か

1,029 32.6

9 友人・知人との交流を続けられるか 544 17.2

10
医療や介護にどのくらい費用がかかる
か

1,311 41.5

11 その他 39 1.2
12 特にない 536 17.0
13 わからない 330 10.4

無回答 238 7.5 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 10,157 321.3
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問18　「成年後見制度」と「日常生活自立支援事業」という制度を知っていますか。
また、今後利用したいと思いますか。　【知っているか】　①　成年後見制度...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 知っている 940 29.7

2
中身は知らないが、言葉は聞いたことが
ある

849 26.9

3 知らない 880 27.8
不明 492 15.6
全体 3,161 100.0

② 日常生活自立支援事業...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 知っている 480 15.2

2
中身は知らないが、言葉は聞いたことが
ある

935 29.6

3 知らない 1,226 38.8
不明 520 16.5
全体 3,161 100.0

【今後利用したいか】　①　成年後見制度...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用したい 318 10.1
2 利用したいと思わない 742 23.5
3 既に利用している 12 0.4
4 わからない 1,586 50.2

不明 503 15.9
全体 3,161 100.0

④ 日常生活自立支援事業...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 利用したい 552 17.5
2 利用したいと思わない 448 14.2
3 既に利用している 8 0.3
4 わからない 1,652 52.3

不明 501 15.8
全体 3,161 100.0

問19　現在お住まいの住宅は、次のうちどれですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 持家一戸建て（親族所有を含む） 2,700 85.4
2 持家マンション（親族所有を含む） 17 0.5
3 民間賃貸一戸建て 63 2.0
4 民間賃貸マンション・アパート 73 2.3
5 公営住宅（市営・県営） 69 2.2
6 特別養護老人ホーム 35 1.1

7
高齢者向け住宅（有料老人ホーム・
サービス付き高齢者向け住宅・ケアハ
ウスなど）

56 1.8

8 その他 25 0.8
不明 123 3.9
全体 3,161 100.0

≪問19で3～8を選択した方にお聞きします≫　問20　お住まいの月々の家賃または
利用料を教えてください。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 2万円未満 35 10.9
2 2～4万円未満 70 21.8
3 4～6万円未満 61 19.0
4 6～8万円未満 34 10.6
5 8～10万円未満 27 8.4
6 10～15万円未満 32 10.0
7 15～20万円未満 18 5.6
8 20万円以上 2 0.6

不明 42 13.1
全体 321 100.0
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問21　介護が必要になったときは、どこに住みたいですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 現在の住宅に住み続けたい 1,429 45.2

2
子供や親族の家、またはその近くの一
般の住宅に移りたい

39 1.2

3
高齢者向け住宅（サービス付き高齢者
向け住宅、有料老人ホームなど）に移り
たい

283 9.0

4
介護保険で入所できる施設（特別養護
老人ホームなど）に入所したい

779 24.6

5 その他 35 1.1
6 わからない 445 14.1

不明 151 4.8
全体 3,161 100.0

問22　通常どれくらいの頻度で外出しますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 週5日以上 1,398 44.2
2 週4日程度 465 14.7
3 週2～3日程度 760 24.0
4 週1日程度 194 6.1
5 月1～2日程度 106 3.4
6 ほとんど外出しない 195 6.2

不明 43 1.4
全体 3,161 100.0

問23　運転免許証は持っていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 持っている 2,390 75.6

2
以前は持っていたが、今は持っていな
い（返納した）

430 13.6

3 持っていたことはない 290 9.2
不明 51 1.6
全体 3,161 100.0

問24　歩いて行けない場所に行くときはどうしていますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自分で車やバイクを運転 2,196 69.5
2 家族や知人の車に乗せてもらう 968 30.6
3 あおぞらバスを利用 139 4.4
4 民間のバスを利用 67 2.1
5 タクシーを利用 232 7.3
6 自転車で行く 432 13.7
7 施設やお店の送迎 99 3.1
8 地域の送迎サービスを利用 29 0.9
9 行かない 88 2.8

10 その他 54 1.7
無回答 52 1.6 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 4,356 137.8

問25　子供・親族・友人・ご近所の方と、どれくらいの頻度で交流（話す、会う、
電話、メールなど）していますか。　①　子供との交流...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 1週間に5回以上 1,100 34.8
2 1週間に2～4回程度 444 14.0
3 1週間に1回程度 362 11.5
4 2週間に1回程度 191 6.0
5 月に1回程度 257 8.1
6 年に数回程度 196 6.2
7 交流は全くない 87 2.8
8 子供や親族・友人・近所の方はいない 126 4.0

不明 398 12.6
全体 3,161 100.0
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② 親族との交流...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 1週間に5回以上 628 19.9
2 1週間に2～4回程度 328 10.4
3 1週間に1回程度 305 9.6
4 2週間に1回程度 207 6.5
5 月に1回程度 412 13.0
6 年に数回程度 652 20.6
7 交流は全くない 155 4.9
8 子供や親族・友人・近所の方はいない 40 1.3

不明 434 13.7
全体 3,161 100.0

③ 友人との交流...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 1週間に5回以上 323 10.2
2 1週間に2～4回程度 555 17.6
3 1週間に1回程度 422 13.4
4 2週間に1回程度 244 7.7
5 月に1回程度 381 12.1
6 年に数回程度 450 14.2
7 交流は全くない 348 11.0
8 子供や親族・友人・近所の方はいない 51 1.6

不明 387 12.2
全体 3,161 100.0

④ 近所の方との交流...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 1週間に5回以上 263 8.3
2 1週間に2～4回程度 555 17.6
3 1週間に1回程度 521 16.5
4 2週間に1回程度 277 8.8
5 月に1回程度 328 10.4
6 年に数回程度 394 12.5
7 交流は全くない 372 11.8
8 子供や親族・友人・近所の方はいない 47 1.5

不明 404 12.8
全体 3,161 100.0

問26　インターネットを買い物や仕事、学習、交流など、普段の生活で利用しますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 積極的に利用している 593 18.8
2 たまに利用している 640 20.2
3 あまり利用していない 239 7.6
4 全く利用していない 1,495 47.3

不明 194 6.1
全体 3,161 100.0

 ≪問26で1～3を選択した方にお聞きします≫
問27　インターネット利用機器は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 スマートフォン（スマホ） 1,150 78.1
2 自宅のパソコン 578 39.3
3 自宅以外のパソコン 61 4.1
4 タブレット 158 10.7
5 携帯電話 239 16.2
6 その他 15 1.0

無回答 43 2.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 1,472 100.0 2,244 152.4
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≪問26で4.を選択した方にお聞きします≫
問28　インターネットを利用してよく行うことを教えてください。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 インターネット検索 1,035 70.3
2 キャッシュレス決済（PayPayなど） 367 24.9
3 メッセージアプリ（LINEなど） 816 55.4
4 SNS（Facebook・Twitter（X）など） 135 9.2
5 メール 831 56.5
6 インターネット通販（楽天・Amazonなど） 459 31.2
7 動画・音楽・ラジオの視聴 545 37.0
8 オンライン通話（Zoom・Skypeなど） 94 6.4
9 行政サービス等の申請手続 129 8.8

10 ゲーム 214 14.5
11 ｅスポーツ 20 1.4
12 その他 39 2.6

無回答 88 6.0 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 1,472 100.0 4,772 324.2

問29　インターネットを利用しない理由を教えてください。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 インターネットのことがわからないから 787 52.6
2 必要性を感じないから 784 52.4
3 お金がかかるから 198 13.2
4 インターネットを使える環境が無いから 192 12.8
5 スマホやパソコンを持っていないから 351 23.5

6
スマホやパソコンを持っているが、使い
方が分からないから

231 15.5

7
使い方を覚えたいが、教えてくれる人が
いないから

91 6.1

8 その他 70 4.7
無回答 88 5.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 1,495 100.0 2,792 186.8

問30　日頃よく見たり聞いたりしている情報源を教えてください。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 テレビ・テレビCM 2,888 91.4
2 新聞（記事・広告を含む） 2,180 69.0
3 新聞に折り込まれたチラシ 1,449 45.8
4 雑誌（記事・広告を含む） 539 17.1
5 ラジオ 769 24.3
6 インターネット 836 26.4

7
メールで送られてくる広告・メールマガジ
ン

421 13.3

8 その他 47 1.5
9 特にない 59 1.9

無回答 58 1.8 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 9,246 292.5
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問31　伊勢崎市からの情報（制度や施策、市のイベントや施設の利用など）や地域
の情報を何から入手していますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 広報いせさき 2,682 84.8
2 市ホームページ 330 10.4
3 市Twitter（X）（ツイッター） 10 0.3
4 市Facebook（フェイスブック） 10 0.3
5 市Instagram（インスタグラム） 15 0.5
6 いせさき情報メール 326 10.3
7 チラシやポスター 595 18.8
8 新聞 948 30.0
9 テレビ 495 15.7

10 ラジオ 139 4.4
11 回覧板 1,929 61.0
12 インターネット 156 4.9
13 その他 44 1.4
14 特にない 234 7.4

無回答 64 2.0 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 7,977 252.4

問32　2023年中に以下のような社会参加活動やボランティア活動に参加しましたか。
また、今後参加してみたいと思う活動はありますか。　【2023年中の参加状況】　①　
趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動　※個人や家族間での活動は除きます。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 705 22.3
2 参加していない 1,807 57.2

不明 649 20.5
全体 3,161 100.0

② eスポーツ　※11ページを参照...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 82 2.6
2 参加していない 2,194 69.4

不明 885 28.0
全体 3,161 100.0

③ 自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 450 14.2
2 参加していない 2,005 63.4

不明 706 22.3
全体 3,161 100.0

④ 地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 552 17.5
2 参加していない 1,908 60.4

不明 701 22.2
全体 3,161 100.0

⑤ 環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 608 19.2
2 参加していない 1,827 57.8

不明 726 23.0
全体 3,161 100.0

⑥ 地域の伝統や文化を伝える活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 259 8.2
2 参加していない 2,142 67.8

不明 760 24.0
全体 3,161 100.0
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⑦ 地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 239 7.6
2 参加していない 2,151 68.0

不明 771 24.4
全体 3,161 100.0

⑧ 見守りが必要な高齢者を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 158 5.0
2 参加していない 2,222 70.3

不明 781 24.7
全体 3,161 100.0

⑨ 障害のある人を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 75 2.4
2 参加していない 2,301 72.8

不明 785 24.8
全体 3,161 100.0

⑩ 子供の登下校の見守りや学習の支援...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 239 7.6
2 参加していない 2,182 69.0

不明 740 23.4
全体 3,161 100.0

⑪ 子育てを支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 78 2.5
2 参加していない 2,291 72.5

不明 792 25.1
全体 3,161 100.0

⑫ 外国人を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 27 0.9
2 参加していない 2,336 73.9

不明 798 25.2
全体 3,161 100.0

⑬ 青少年の健やかな成長・非行防止のための活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 参加した 83 2.6
2 参加していない 2,279 72.1

不明 799 25.3
全体 3,161 100.0

【今後の参加状況】　①　趣味・学習・スポーツ（eスポーツ以外）活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

736 23.3

2 今後、参加したくない 487 15.4
3 わからない 937 29.6

不明 1,001 31.7
全体 3,161 100.0
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② eスポーツ...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

110 3.5

2 今後、参加したくない 885 28.0
3 わからない 1,059 33.5

不明 1,107 35.0
全体 3,161 100.0

③ 自治会、老人クラブ、NPO団体などの役員・事務局活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

306 9.7

2 今後、参加したくない 847 26.8
3 わからない 995 31.5

不明 1,013 32.0
全体 3,161 100.0

④ 地域行事（地域の催し物の運営、祭りの世話役など）を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

402 12.7

2 今後、参加したくない 768 24.3
3 わからない 982 31.1

不明 1,009 31.9
全体 3,161 100.0

⑤ 環境保全、環境美化、リサイクルなどの活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

511 16.2

2 今後、参加したくない 621 19.6
3 わからない 1,016 32.1

不明 1,013 32.0
全体 3,161 100.0

⑥ 地域の伝統や文化を伝える活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

340 10.8

2 今後、参加したくない 685 21.7
3 わからない 1,126 35.6

不明 1,010 32.0
全体 3,161 100.0

⑦ 地域の防犯や交通安全、災害時の救援・支援をする活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

355 11.2

2 今後、参加したくない 638 20.2
3 わからない 1,144 36.2

不明 1,024 32.4
全体 3,161 100.0

⑧ 見守りが必要な高齢者を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

293 9.3

2 今後、参加したくない 651 20.6
3 わからない 1,213 38.4

不明 1,004 31.8
全体 3,161 100.0
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⑨ 障害のある人を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

225 7.1

2 今後、参加したくない 643 20.3
3 わからない 1,279 40.5

不明 1,014 32.1
全体 3,161 100.0

⑩ 子供の登下校の見守りや学習の支援...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

348 11.0

2 今後、参加したくない 645 20.4
3 わからない 1,162 36.8

不明 1,006 31.8
全体 3,161 100.0

⑪ 子育てを支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

232 7.3

2 今後、参加したくない 681 21.5
3 わからない 1,234 39.0

不明 1,014 32.1
全体 3,161 100.0

⑫ 外国人を支援する活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

153 4.8

2 今後、参加したくない 756 23.9
3 わからない 1,239 39.2

不明 1,013 32.0
全体 3,161 100.0

⑬ 青少年の健やかな成長・非行防止のための活動...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
今後、参加してみたい（参加し続けた
い）

219 6.9

2 今後、参加したくない 684 21.6
3 わからない 1,249 39.5

不明 1,009 31.9
全体 3,161 100.0

 ≪問32の（1．参加した）に１つでも○をした方にお聞きします≫
問33　そのような活動を始めたきっかけはどういうものでしたか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 家族のすすめ 75 5.9
2 友人・知人からの誘い 541 42.4
3 自治会からのお知らせや誘い 541 42.4

4
医師、保健師などの医療従事者のすす
め

10 0.8

5
ケアマネジャーなどの介護従事者のす
すめ

14 1.1

6 近所に自分の興味のある活動があった 259 20.3

7
広報いせさきなど市からのお知らせを
見て

174 13.6

8 その他 81 6.4
無回答 119 9.3 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 1,275 100.0 1,814 142.3
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≪問32の（1．参加した）で、①（趣味・学習・スポーツ活動）または　②（eスポ
 ーツ）のどちらかに○をした方にお聞きします≫問34　参加された活動の主体は、次の

うちどれですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 民間のスポーツクラブ等 137 19.1
2 民間のカルチャースクール等 74 10.3
3 県や市、公民館が開く教室 278 38.7
4 自治会や地域住民が開く教室 185 25.8
5 老人クラブの活動 142 19.8
6 友人や知人と行う自主的な活動 219 30.5
7 その他 29 4.0

無回答 37 5.2 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 718 100.0 1,101 153.3

 ≪問32の（2．参加していない）に全て○をした方にお聞きします≫問35　そのよ
うな活動に参加しない理由は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1
身近な地域に活動場所がないなど、通
いにくいから

113 8.9

2 興味のある活動内容がないから 211 16.6

3
一緒に活動する仲間がいないから、一
人で参加することに抵抗があるから

229 18.0

4
料金の負担がある、または料金が高い
から

28 2.2

5 時間的な余裕がないから 268 21.1
6 健康・体力面で難しいから 435 34.2
7 耳が聞こえにくいから 98 7.7
8 参加するきっかけがないから 300 23.6
9 活動の情報がないから 159 12.5

10
社会参加等の活動をしたいと思わない
から

135 10.6

11 その他 154 12.1
12 特にない 160 12.6

無回答 58 4.6 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 1,271 100.0 2,348 184.7

問36　老人クラブに加入していますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 加入している 457 14.5

2
以前は加入していたが、現在は加入し
ていない

186 5.9

3 加入したことがない 2,034 64.3
不明 484 15.3
全体 3,161 100.0

 ≪問36で2．または3．を選択した方にお聞きします≫問37　老人クラブに加入し
ていない理由は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 仕事をしているから 585 21.6
2 時間的な余裕がないから 394 14.6
3 健康・体力面で難しいから 515 19.0
4 耳が聞こえにくいから 115 4.3
5 加入するきっかけがないから 387 14.3
6 地域の人とかかわり合いたくないから 101 3.7
7 何をしているかわからないから 311 11.5
8 名称が嫌だから 104 3.8
9 別の組織・団体に所属しているから 136 5.0

10 興味のある活動内容がないから 293 10.8
11 クラブがないから（解散したから） 168 6.2
12 その他 102 3.8
13 特にない 473 17.5

無回答 320 11.8
非該当 457 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 2,704 100.0 4,004 148.1
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問38　現在、収入のある仕事をしていますか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 仕事をしている 864 27.3

2
仕事をしたいと思っているが、していな
い

75 2.4

3 仕事をしていない 2,021 63.9
不明 201 6.4
全体 3,161 100.0

 ≪問38で1．または2．を選択した方にお聞きします≫問39　それはどのような仕
事ですか。複数の仕事をしている、またはしたいと思っている場合は、収入の最も多いも
のに○をつけてください。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自営業（家族従業者を含む。） 282 30.0
2 正規の職員・従業員 74 7.9
3 会社などの役員 63 6.7
4 契約・派遣・臨時・パート 382 40.7
5 シルバー人材センターの会員 30 3.2
6 その他 71 7.6

不明 37 3.9
全体 939 100.0

問40　仕事をしている、またはしたいと思っている理由は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 収入を得たいから 651 69.3
2 健康に良いから 463 49.3
3 持っている能力を活かしたいから 237 25.2
4 生きがいを得たいから 297 31.6
5 社会の役に立ちたいから 160 17.0
6 社会とつながっていたいから 299 31.8
7 友人がほしいから 37 3.9
8 何もしないでいると退屈だから 240 25.6
9 その他 40 4.3

無回答 51 5.4 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 939 100.0 2,475 263.6

問41　仕事をしている人、またはしたいと思っている人は、何歳頃まで働きたいですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 70歳頃まで 123 13.1
2 75歳頃まで 285 30.4
3 80歳頃まで 234 24.9
4 85歳頃まで 85 9.1
5 90歳以上で働けるまで 66 7.0
6 わからない 129 13.7

不明 17 1.8
全体 939 100.0

 ≪問38で2．または3．を選択した方にお聞きします≫問42　現在仕事をしていな
い理由は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 希望や条件に合う仕事がないから 195 9.3
2 健康・体力面で働けないから 883 42.1
3 仕事をする時間がないから 117 5.6
4 仕事をする必要がないから 473 22.6
5 仕事をしたいと思わないから 395 18.8
6 その他 290 13.8

無回答 206 9.8 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 2,096 100.0 2,559 122.1
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問43　就職の支援機関や相談窓口として知っているものはありますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 ハローワークの生涯現役支援窓口 1,021 32.3
2 群馬県シニア就業支援センター 225 7.1
3 シルバー人材センター 1,824 57.7
4 知っているものはない 422 13.4

無回答 714 22.6 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 4,206 133.1

問44　2023年中の収入の種類はどのようなものですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 公的な年金・恩給 2,504 79.2

2
私的な年金（企業年金、個人年金な
ど）

794 25.1

3 仕事による収入 754 23.9
4 家賃・地代・配当金 244 7.7
5 仕送り 14 0.4

6
手当（傷病手当金、労災保険の医療給
付など）

10 0.3

7 生活保護 35 1.1
8 その他 34 1.1
9 収入はない 59 1.9

10 わからない 26 0.8
無回答 180 5.7 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 4,654 147.2

問45　2023年中の総収入（税込み）は、おおよそいくらとなる見込みですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 収入はない 94 3.0
2 50万円未満 91 2.9
3 50万円～100万円未満 582 18.4
4 100万円～150万円未満 429 13.6
5 150万円～200万円未満 538 17.0
6 200万円～250万円未満 348 11.0
7 250万円～300万円未満 242 7.7
8 300万円～500万円未満 247 7.8
9 500万円～700万円未満 65 2.1

10 700万円～1,000万円未満 50 1.6
11 1,000万円以上 28 0.9
12 わからない 177 5.6

不明 270 8.5
全体 3,161 100.0

問46　現在の貯蓄（預貯金・信託・債権・株式・保険など）は、おおよそいくらですか。...(ＳＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 貯蓄はない 337 10.7
2 100万円未満 218 6.9
3 100～200万円未満 262 8.3
4 200～300万円未満 171 5.4
5 300～500万円未満 350 11.1
6 500～1,000万円未満 401 12.7
7 1,000～2,000万円未満 359 11.4
8 2,000～3,000万円未満 182 5.8
9 3,000万円以上 175 5.5

10 わからない 410 13.0
不明 296 9.4
全体 3,161 100.0
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問47　現在、困りごとや心配ごとがありますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自分の健康・病気 1,812 57.3

2
配偶者（パートナーを含む）や家族の健
康・病気

1,166 36.9

3 生活費や経済的なこと 797 25.2

4
年金・介護・医療など社会保障給付の
水準

736 23.3

5 自分の死後の配偶者や子供の将来 698 22.1

6
災害（地震・火災・風水害など）にあうこ
と

653 20.7

7
将来、配偶者（パートナーを含む）に先
立たれた後の生活のこと

724 22.9

8 住宅に関すること 292 9.2
9 買い物に関すること 246 7.8

10 ゴミ出しに関すること 194 6.1
11 墓の管理 362 11.5
12 財産管理や相続のこと 289 9.1
13 家族や親族との人間関係 166 5.3
14 近所や地域の人たちとの関係 110 3.5
15 詐欺などの消費者被害にあうこと 309 9.8
16 犯罪に巻き込まれること 243 7.7
17 仕事に関すること 98 3.1

18
相談したり、頼れたりする人がいなくて
一人きりであること

98 3.1

19 その他 81 2.6
20 困りごとや心配ごとはない 391 12.4

無回答 217 6.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 9,682 306.3

問48　困りごとや心配ごとができた場合、誰に話を聞いてもらったり、相談したりしていますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 同居家族 2,008 63.5
2 別居の親族 1,230 38.9
3 友人・知人 926 29.3
4 高齢者相談センター 65 2.1

5
高齢者相談センター以外の行政機関
の相談窓口

44 1.4

6 民生委員 97 3.1

7
ケアマネジャー・ホームヘルパーなどの
介護従事者

221 7.0

8 医師、看護師などの医療従事者 234 7.4

9
4～8以外の専門家（弁護士・税理士な
ど）

44 1.4

10 その他 80 2.5
11 相談する人はいない 132 4.2

無回答 182 5.8 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 5,263 166.5

問49　現在利用している、または今後利用してみたい買い物サービスはありますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 インターネット通販 539 17.1
2 食材や日用品などの宅配 794 25.1
3 移動スーパー 491 15.5

4
シルバー人材センターなどの買い物代
行

122 3.9

5 その他 39 1.2
6 特にない 1,182 37.4
7 わからない 325 10.3

無回答 323 10.2 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 3,815 120.7
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問50　可燃ゴミ・びん・缶などのゴミ出しを誰がしていますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 自分 2,137 67.6
2 同居家族 1,438 45.5
3 別居親族 82 2.6
4 近所の人・友人・知人 18 0.6
5 ホームヘルパーなどの介護職員 53 1.7
6 地域の役員・ボランティア 5 0.2
7 その他 30 0.9
8 ゴミを出していない 34 1.1

無回答 129 4.1 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 3,926 124.2

問51　ゴミ出しへの支援として、どんなことを期待しますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 行政による自宅へのゴミ収集 775 24.5
2 地域住民による自宅へのゴミ収集 239 7.6
3 ゴミ出し用カートなどの貸出 278 8.8
4 その他 96 3.0
5 特にない 1,389 43.9
6 わからない 413 13.1

無回答 313 9.9 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 3,503 110.8

問52　高齢者が行うボランティア活動・地域活動・NPO活動をより盛んにするため
には、どのような行政の支援が必要だと思いますか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 活動に関する情報を提供する 1,185 37.5

2
活動のための場所（公的施設など）を提
供する

662 20.9

3 活動団体に資金的援助を行う 604 19.1

4
誰でもどんなことでも相談できる場をつく
る

816 25.8

5
ボランティアをしたい人が登録できる制
度を充実させる

462 14.6

6
活動者のための保険制度を普及する
（ボランティア保険など）

317 10.0

7
活動の中心となるリーダーを養成する
講座を開く

254 8.0

8
自主グループなどの立ち上げ支援のた
めのアドバイスを行う

198 6.3

9
参加者にポイントが貯まるなど、参加し
たくなるような制度を充実させる

476 15.1

10 その他 62 2.0
11 特にない 517 16.4
12 わからない 709 22.4

無回答 285 9.0 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 6,547 207.1
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調査名 [伊勢崎市　高齢者実態調査] （SA）：○が１つの設問（MA）：○が複数の設問

問53　あなたが大切だと思う、高齢者に対する施策や支援は何ですか。...(ＭＡ)
No. カテゴリー名 ｎ %

1 年金や医療など国の社会保障制度 2,166 68.5

2
要介護高齢者への介護サービスの充
実

1,474 46.6

3
特別養護老人ホームなどの介護施設
の充実

1,263 40.0

4
認知症予防・認知症高齢者に対する
支援

974 30.8

5
ひとり暮らしなど見守りが必要な高齢者
に対する支援

1,319 41.7

6 加齢性難聴者への支援 419 13.3
7 高齢者虐待への対策 384 12.1
8 介護予防・健康づくりへの支援 737 23.3

9
ボランティアなどの社会参加・社会貢献
活動や生涯学習への支援

396 12.5

10 働く場所や機会の確保・提供 389 12.3
11 高齢者向け住宅の充実 407 12.9

12
高齢者に配慮したまちづくり（交通機
関、道路、建物などのバリアフリー化）

992 31.4

13 成年後見制度など権利擁護施策 196 6.2
14 高齢者をねらった犯罪の防止 826 26.1

15
地震、火災、風水害などに対する防災
対策

710 22.5

16 若い世代との交流の促進 316 10.0

17
外出しやすくするための交通サービスの
充実

1,295 41.0

18
住み慣れた地域で自立した生活を送る
ための生活支援サービスの充実

1,141 36.1

19 特にない 132 4.2
20 わからない 170 5.4

無回答 244 7.7 累計 　(n) 累計 　(%)
全体 3,161 100.0 15,950 504.6
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