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第２章 調査結果の概要 

 

１ 心配ごと・楽しみに関する事項 
 

（１）日常生活での心配ごと(Ｑ1) 

   「日常生活での心配ごと」についてみると、「心配がある」13.8％、「多少心配がある」

は 27.4％となっており、両方を合わせた『心配がある』が 41.2％となっている。一方、

「心配はない」は 58.8％となっている。 

   前回調査と比較すると、『心配がある』は 10.2 ポイント減少し、「心配はない」が 10.4

ポイント増加している。 

 

図１－１ 日常生活での心配ごと(Ｑ１) 

   年齢別にみると、『心配がある』は 75 歳以上で 40％を超え、80 歳以上で 49.1％と最も

割合が高くなっている。 

性・年齢別にみると、『心配がある』は女性の 65～74 歳(以下「前期高齢者」という。)

で 37.6％と割合が低く、男性の 75 歳以上(以下「後期高齢者」という。)で 47.2％と高くな

っている。 

親族の有無別にみると、親族がいない(15 分以内・15 分以上)は『心配がある』の割合が

高くなっている。 

健康状態別にみると、健康状態が良くないほど『心配がある』の割合が高くなっており、

健康状態が良いと答えた人では 16.0％となっているが、良くないと答えた人は 85.3％と高

くなっている。 

住宅の種類を持家・借家別にみると、『借家』は『心配がある』の割合が 50.3％と、

『持家』の 37.5％より 12.8 ポイント高くなっている。 

   外出頻度別にみると、『心配がある』は外出頻度が少なくなるほど割合が高くなっている。 

   近所づきあい別にみると、『心配がある』はつきあいはないで 53.5％と割合が高くなっ

ている。 

   日常の用事を頼む相手についてみると、『心配がある』は子供の配偶者(25.8％)、頼む人

はいない(37.5％)で割合が低くなっている。 

ｎ

平成14年度 (1,941)

平成11年度 (  699)
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15.6

27.4

35.8

58.8

48.4

-

0.3

心配が
ある 多少心配がある 心配はない (%)
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41.2

心配がある　51.4
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1,941 41.2 13.8 27.4 58.8

454 42.1 14.3 27.8 57.9

1,487 40.9 13.6 27.3 59.1

519 39.5 13.9 25.6 60.5

551 36.5 9.6 26.9 63.5

435 41.1 13.6 27.6 58.9

436 49.1 19.0 30.0 50.9

(計) 1,070 37.9 11.7 26.3 62.1

(計) 871 45.1 16.3 28.8 54.9

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 278 38.8 10.8 28.1 61.2

７ ５ 歳 以 上 (計) 176 47.2 19.9 27.3 52.8

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 792 37.6 12.0 25.6 62.4

７ ５ 歳 以 上 (計) 695 44.6 15.4 29.2 55.4

578 37.0 11.4 25.6 63.0

250 34.8 8.4 26.4 65.2

421 37.1 11.9 25.2 62.9

205 43.4 10.2 33.2 56.6

881 44.5 16.3 28.1 55.5

1,257 39.5 11.6 27.9 60.5

677 37.5 10.9 26.6 62.5

991 37.7 13.1 24.6 62.3

169 42.0 14.8 27.2 58.0

200 53.5 20.0 33.5 46.5

80 57.5 16.3 41.3 42.5

444 16.0 2.3 13.7 84.0

423 30.7 4.7 26.0 69.3

506 37.9 7.1 30.8 62.1

466 68.5 29.2 39.3 31.5

102 85.3 63.7 21.6 14.7

(計) 867 23.2 3.5 19.7 76.8

(計) 568 71.5 35.4 36.1 28.5

(計) 1,384 37.5 11.8 25.7 62.5

1,310 37.5 12.1 25.4 62.5

74 37.8 8.1 29.7 62.2

(計) 557 50.3 18.5 31.8 49.7

122 51.6 21.3 30.3 48.4

259 52.1 17.4 34.7 47.9

169 47.3 18.3 29.0 52.7

7 28.6 14.3 14.3 71.4

(計) 1,432 38.7 12.8 25.8 61.3

(計) 502 48.4 16.3 32.1 51.6

770 34.2 9.6 24.5 65.8

307 39.1 11.4 27.7 60.9
520 43.5 14.8 28.7 56.5
215 51.2 18.1 33.0 48.8
125 64.0 33.6 30.4 36.0
4 - - - 100.0

796 37.8 10.3 27.5 62.2
533 42.4 14.4 28.0 57.6
438 40.9 16.2 24.7 59.1
172 53.5 20.9 32.6 46.5
2 50.0 50.0 - 50.0

703 40.1 13.7 26.5 59.9
128 25.8 7.8 18.0 74.2
208 41.3 13.9 27.4 58.7
116 48.3 15.5 32.8 51.7
252 44.8 15.5 29.4 55.2
237 49.4 16.0 33.3 50.6
62 59.7 25.8 33.9 40.3
96 66.7 34.4 32.3 33.3
613 37.5 10.3 27.2 62.5
24 33.3 8.3 25.0 66.7

そ の 他
頼 む 人 は い な い
わ か ら な い

そ れ 以 外 の 家 族 ・ 親 族
友 人 ・ 知 人
と な り 近 所 の 人
民 生 委 員

（Ｑ14日常の用事を頼 む相手)
子 供
子 供 の 配 偶 者
兄 弟 姉 妹

わ か ら な い

週 に ２ 、 ３ 日
週 に １ 日
ほ と ん ど な い

（ Ｑ 10 近 所 づ き あ い )
お 互 いに 訪問 し あう 人 がいる
立 ち 話を する 程 度の 人 がいる
あいさつをする程度の人がいる
つ き あ い は な い

わ か ら な い

いない(15分以内・15分以上)

（ Ｑ ７ 外 出 頻 度 )

ほ と ん ど 毎 日

週 に ４ 、 ５ 日

表１－１　日常生活での心配ごと(Ｑ1)

そ の 他

借 家 ( 民 営 の 共 同 住 宅 )

借家( 公営･ 公団 の共 同住 宅)

普 通

あ ま り 良 く な い

良 い

( 親 族 の 有 無 (15 分 以 内 ))

良 く な い

（ 年 齢 別 )

６ ５ ～ ７ ４ 歳

７ ５ 歳 以 上

６ ５ ～ ６ ９ 歳

７ ０ ～ ７ ４ 歳

７ ５ ～ ７ ９ 歳

８ ０ 歳 以 上

子

借 家

一 戸 建 て

集 合 住 宅

良 い

孫

そ の 他

兄 弟 姉 妹

孫

子

男
性

女
性

借 家 （ 一 戸 建 て ）

持 家 （ 共 同 住 宅 ）

持 家 （ 一 戸 建 て ）

（ 住 宅 の 種 類 ）

( 親 族 の 有 無 (15 分 以 上 ))

持 家

良 く な い

ま あ 良 い

（ 性 別 ）

【 総 数 】

（ 健 康 状 態 )

い な い

そ の 他

（ 性 ・ 年 齢 別 ）

兄 弟 姉 妹

い な い

男 性

女 性

総　　　数 心配がある 多少心配がある 心配はない心配がある(計)

(%)
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（２）日常生活での心配ごとの内容(Ｑ1ＳＱ) 

日常生活で心配ごとがある人に、「心配ごとはどのようなことか」尋ねてみると、「健康

がすぐれなかったり病気がちである」が 54.4％と過半数を超え最も割合が高く、次いで

「家事が大変である」22.9％、「生活のための収入がたりない」21.3％、「外出時の転倒や

事故」17.8％、「頼れる人がいなく一人きりである」16.8％、「寝たきりや身体が不自由で

あり介護を必要としている」9.4％、「子供や孫のこと」5.4％等の順となっている。 

   前回調査と比較すると、「頼れる人がいなく一人きりである」が 21.4 ポイントと大きく

減少し、「子供や孫のこと」も 6.6 ポイント減少している。一方、「健康がすぐれなかった

り病気がちである」は 4.3 ポイント増加している。 

  

図１－２ 日常生活での心配ごとの内容(Ｑ１ＳＱ)(複数回答) 

  

性別にみると、「家事が大変である」(男性 33.5％、女性 19.6％)、「生活のための収入

がたりない」(男性 28.3％、女性 19.１％)は男性の、「健康がすぐれなかったり病気がちで

ある」(男性 46.1％、女性 57.1％)は女性の割合が高くなっている。 

年齢別にみると、「健康がすぐれなかったり病気がちである」、「外出時の転倒や事故」

は年齢が高いほど、「家事が大変である」は後期高齢者で割合が高くなっている。一方、

「生活のための収入がたりない」は年齢が低いほど割合が高くなっている。 

健 康がすぐ れなか ったり 病気がちで ある

家 事 が 大 変 で あ る

生 活 の た め の 収 入 が た り な い

外 出 時 の 転 倒 や 事 故

頼 れ る 人 が い な く 一 人 き り で あ る

寝 たきりや 身体が 不自由 であり介護 を必
要としている

子 供 や 孫 の こ と

だ まされた り、犯 罪に巻 き込まれた （て
いる）

社 会の仕組 み（法 律、社 会保障、金 融制
度）がわからない

家業、家屋、土地、田畑な どの財産や先祖のお
墓の管理や相続のことでもめている

人 （近隣、 親戚、 友人、 仲間など） との
つきあいがうまくいっていない

そ の 他

わ か ら な い

＊平成11年度調査では「家事が大変である」「外出時の転倒や事故」の選択肢は設けられていない。

54.4

22.9

21.3

17.8

16.8

9.4

5.4

4.4

4.1

2.6

1.9

8.1

3.1

50.1

23.1

38.2

8.4

12.0

3.6

6.7

4.2

3.3

5.3

-

*

*

0 10 20 30 40 50 6 0 7 0(%)

平成1 4年度
平成1 1年度

ｎ＝799
ｎ＝359
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性・年齢別にみると、「頼れる人がいなく一人きりである」は、女性の後期高齢者で

13.5％と割合が低くなっている。 

   都市規模別にみると、「家事が大変である」は都市規模が小さいほど割合が高く、町村で

25.3％となっている。一方、「生活のための収入がたりない」は都市規模が大きくなるほど

割合が高く、大都市で 23.3％となっている。また、「頼れる人がいなく一人きりである」

は大都市で 24.3％と割合が高くなっている。 

   結婚の有無別にみると、「頼れる人がいなく一人きりである」は離別(23.6％)、未婚

(23.8％)の割合が高くなっている。 

   健康状態別にみると、「人とのつきあいがうまくいっていない」、「子供や孫のこと」、

「だまされたり、犯罪に巻き込まれた（ている）」以外の具体的に困っているとしている項

目は、『良くない』の割合が高くなっている。 

 住宅の種類を持家・借家別にみると、「頼れる人がいなく一人きりである」、「生活のた

めの収入がたりない」は『借家』で、「外出時の転倒や事故」は『持家』で割合が高くなっ

ている。 

該当数

健康がすぐ
れなかった
り病気がち
である

寝たきりや
身体が不自
由であり介
護を必要と
している

頼れる人が
いなく一人
きりである

生活のため
の収入がた
りない

家事が大変
である

外出時の転
倒や事故

799 54.4 9.4 16.8 21.3 22.9 17.8

191 46.1 9.9 19.4 28.3 33.5 16.2

608 57.1 9.2 16.0 19.1 19.6 18.3

205 49.8 4.9 20.0 27.3 18.5 11.2

201 51.7 9.5 17.9 22.9 13.9 13.4

179 57.5 6.1 14.0 20.7 29.6 17.9

214 58.9 16.4 15.0 14.5 29.9 28.0

(計) 406 50.7 7.1 19.0 25.1 16.3 12.3

(計) 393 58.3 11.7 14.5 17.3 29.8 23.4

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 108 41.7 8.3 20.4 32.4 30.6 12.0

７ ５ 歳 以 上 (計) 83 51.8 12.0 18.1 22.9 37.3 21.7

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 298 54.0 6.7 18.5 22.5 11.1 12.4

７ ５ 歳 以 上 (計) 310 60.0 11.6 13.5 15.8 27.7 23.9

206 53.9 9.7 24.3 23.3 20.9 16.0

245 49.8 10.2 12.2 22.0 22.4 13.9

162 57.4 8.6 16.0 19.8 23.5 22.2

186 58.6 8.6 15.1 19.4 25.3 21.0

599 55.1 9.3 14.7 17.2 24.9 18.7

110 50.0 9.1 23.6 33.6 18.2 17.3

6 83.3 16.7 - 16.7 16.7 16.7

84 53.6 9.5 23.8 34.5 15.5 11.9

71 18.3 1.4 16.9 19.7 8.5 9.9

130 29.2 3.8 16.2 15.4 16.2 13.1

192 36.5 3.1 16.7 29.2 20.3 15.6

319 76.5 13.2 17.9 19.1 25.4 22.3

87 80.5 24.1 13.8 21.8 41.4 19.5

(計) 201 25.4 3.0 16.4 16.9 13.4 11.9

(計) 406 77.3 15.5 17.0 19.7 28.8 21.7

(計) 519 52.8 9.1 14.3 15.4 22.7 20.8

491 53.6 8.8 13.6 15.5 22.4 20.8

28 39.3 14.3 25.0 14.3 28.6 21.4

(計) 280 57.5 10.0 21.4 32.1 23.2 12.1

63 66.7 9.5 15.9 38.1 23.8 6.3

135 51.9 11.9 25.9 34.1 18.5 12.6

80 58.8 7.5 17.5 25.0 31.3 16.3

2 100.0     - 50.0     -     -     -

(計) 554 55.1 8.8 13.9 18.1 22.6 19.1

(計) 243 52.7 10.7 23.0 28.8 23.9 14.8

男
性

女
性

良 く な い

（ 健 康 状 態 )

良 い

ま あ 良 い

普 通

あ ま り 良 く な い

良 く な い

良 い

一 戸 建 て

（ 性 ・ 年 齢 別 )

６ ５ ～ ６ ９ 歳

７ ０ ～ ７ ４ 歳

表１－２　日常生活での心配ごとの内容(Ｑ１ＳＱ)(複数回答)

７ ５ ～ ７ ９ 歳

（ 性 別 ）

【 総 数 】

男 性

女 性

（ 年 齢 別 )

集 合 住 宅

借 家 （ 一 戸 建 て ）

８ ０ 歳 以 上

６ ５ ～ ７ ４ 歳

７ ５ 歳 以 上

持 家

（ 都 市 規 模 別 )

（ 住 宅 の 種 類 ）

大 都 市

中 都 市

小 都 市

町 村

持 家 （ 共 同 住 宅 ）

持 家 （ 一 戸 建 て ）

そ の 他

借家 ( 民営の共同住宅)

借家(公営･公団の共同住宅)

借 家

（ 結 婚 の 有 無 )

既 婚 （ 配 偶 者 と 死 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 と 離 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 あ り ）

未 婚

(%)
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家 業 、 家
屋、土地、
田畑などの
財産や先祖
のお墓の管
理や相続の
ことでもめ
ている

人（近隣、
親 戚 、 友
人、仲間な
ど）とのつ
きあいがう
まくいって
いない

子供や孫の
こと

社会の仕組
み（法律、
社会保障、
金融制度）
がわからな
い

だまされた
り、犯罪に
巻き込まれ
た （ て い
る）

その他 わからない

2.6 1.9 5.4 4.1 4.4 8.1 3.1

1.0 2.6 3.7 4.7 1.0 6.3 3.7

3.1 1.6 5.9 3.9 5.4 8.7 3.0

3.4 1.5 5.4 2.9 3.9 11.7 2.0

2.0 2.0 7.5 3.5 5.0 7.0 4.5

3.4 2.2 2.8 4.5 5.6 5.0 3.9
1.9 1.9 5.6 5.6 3.3 8.4 2.3

(計) 2.7 1.7 6.4 3.2 4.4 9.4 3.2
(計) 2.5 2.0 4.3 5.1 4.3 6.9 3.1

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 0.9 - 5.6 2.8 1.9 5.6 2.8
７ ５ 歳 以 上 (計) 1.2 6.0 1.2 7.2 - 7.2 4.8

６ ５ ～ ７ ４ 歳 (計) 3.4 2.3 6.7 3.4 5.4 10.7 3.4
７ ５ 歳 以 上 (計) 2.9 1.0 5.2 4.5 5.5 6.8 2.6

1.5 2.9 4.9 4.4 4.9 6.8 2.4
1.6 1.2 6.5 2.0 5.3 9.0 3.7

3.7 1.2 3.1 8.0 2.5 8.0 2.5

4.3 2.2 6.5 3.2 4.3 8.6 3.8

2.8 1.3 5.8 4.0 4.0 8.7 2.8
0.9 3.6 7.3 5.5 4.5 3.6 5.5

16.7 - - - 16.7 16.7 -

2.4 3.6 - 3.6 6.0 9.5 2.4

2.8 1.4 11.3 2.8 9.9 15.5 7.0
0.8 3.1 6.9 3.1 5.4 16.2 4.6

5.2 1.6 7.8 3.6 3.1 6.3 4.7

1.3 1.3 2.5 5.6 3.1 5.3 1.3
4.6 3.4 3.4 2.3 5.7 4.6 1.1

(計) 1.5 2.5 8.5 3.0 7.0 15.9 5.5
(計) 2.0 1.7 2.7 4.9 3.7 5.2 1.2

(計) 3.7 1.9 5.8 3.7 5.8 8.9 2.9
3.9 1.4 5.7 3.7 6.1 9.0 2.9

    - 10.7 7.1 3.6     - 7.1 3.6

(計) 0.7 1.8 4.6 5.0 1.8 6.8 3.6
    - 3.2     - 9.5 1.6 7.9 1.6

1.5 1.5 5.9 5.2 0.7 7.4 3.7
    - 1.3 6.3 1.3 3.8 5.0 5.0

    -     -     -     -     -     -     -

(計) 3.4 1.6 5.1 4.3 5.6 8.8 2.7
(計) 0.8 2.5 6.2 3.7 1.6 6.6 4.1

（ 結 婚 の 有 無 )

既 婚 （ 配 偶 者 と 死 別 ）
既 婚 （ 配 偶 者 と 離 別 ）

（ 都 市 規 模 別 )

大 都 市

７ ５ 歳 以 上

６ ５ ～ ６ ９ 歳

一 戸 建 て
集 合 住 宅

表１－２　日常生活での心配ごとの内容(Ｑ１ＳＱ)(複数回答)（続き）

借 家 （ 一 戸 建 て ）

借家(民営の共同住宅)

借家(公営･公団の共同住宅)

そ の 他

持 家
持 家 （ 一 戸 建 て ）

持 家 （ 共 同 住 宅 ）

借 家

中 都 市

小 都 市

町 村

（ 住 宅 の 種 類 ）

（ 健 康 状 態 )

良 い

良 い

既 婚 （ 配 偶 者 あ り ）

未 婚

７ ０ ～ ７ ４ 歳

７ ５ ～ ７ ９ 歳
８ ０ 歳 以 上

男 性
女 性

（ 年 齢 別 )

６ ５ ～ ７ ４ 歳

【 総 数 】

男
性

（ 性 ・ 年 齢 別 )

良 く な い

ま あ 良 い
普 通

あ ま り 良 く な い
良 く な い

女
性

（ 性 別 ）

(%)(%)
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（３）将来への不安(Ｑ２) 

「将来の自分の日常生活への不安」についてみると、「とても不安を感じる」(13.9％)と

「多少不安を感じる」(45.6％)を合わせた『不安を感じる』が 59.5％で６割弱が将来への

不安を感じている。一方、「不安は感じない」は 40.5％となっている。 

前回調査と比較すると、『不安を感じる』は 9.3 ポイント減少している。 

 

図１－３ 将来への不安(Ｑ２) 

 

健康状態別にみると、健康状態が良くないほど『不安を感じる』割合が高く、あまり良く

ないと答えた人（78.3％）、良くないと答えた人（82.4％）では８割前後が将来の不安を感

じている。また、「とても不安を感じる」は健康状態が良くないと答えた人では 57.8％と

６割弱を占め高い割合となっている。 

住宅の種類を持家・借家別にみると、『不安を感じる』は『持家』(55.7％)より『借家』

(68.8％)で割合が高くなっている。 

    日常の用事を頼む相手別にみると、『不安を感じる』は、子供(53.9％)、子供の配偶者

(46.9％)で割合が低く、となり近所の人(67.5％)、民生委員(69.4％)で高くなっている。 

    毎月の収入別にみると、『不安を感じる』は収入が少ないほど割合が高く、40 万円未満

で５割を超え、10 万円未満では 67.3％となっている。 

ｎ

平成14年度 (1,941)

平成11年度 (  699)

13.9

16.7

45.6

52.1

40.5

30.9

-

0.3

(%)

無回答

59.5

不安を感じる　68.8

とても不安
を感じる 多少不安を感じる 不安は感じない
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1,941 59.5 13.9 45.6 40.5

454 57.0 13.9 43.2 43.0

1,487 60.2 13.9 46.3 39.8

519 61.1 14.8 46.2 38.9

551 59.5 13.2 46.3 40.5

435 57.9 12.6 45.3 42.1

436 58.9 14.7 44.3 41.1

(計) 1,070 60.3 14.0 46.3 39.7

(計) 871 58.4 13.7 44.8 41.6

444 38.7 2.7 36.0 61.3

423 55.3 5.9 49.4 44.7

506 59.1 9.7 49.4 40.9

466 78.3 26.6 51.7 21.7

102 82.4 57.8 24.5 17.6

(計) 867 46.8 4.3 42.6 53.2

(計) 568 79.0 32.2 46.8 21.0

(計) 1,384 55.7 11.7 44.0 44.3

1,310 56.0 11.5 44.4 44.0

74 51.4 14.9 36.5 48.6

(計) 557 68.8 19.2 49.6 31.2

122 72.1 20.5 51.6 27.9

259 70.3 19.7 50.6 29.7

169 65.1 17.8 47.3 34.9

7 42.9 14.3 28.6 57.1

(計) 1,432 57.3 12.3 45.0 42.7

(計) 502 65.7 18.3 47.4 34.3

703 53.9 12.2 41.7 46.1

128 46.9 7.0 39.8 53.1

208 63.9 12.5 51.4 36.1

116 65.5 19.8 45.7 34.5

252 64.3 14.7 49.6 35.7

237 67.5 15.6 51.9 32.5

62 69.4 29.0 40.3 30.6

96 70.8 27.1 43.8 29.2

613 58.9 12.2 46.7 41.1

24 58.3 12.5 45.8 41.7

630 67.3 20.8 46.5 32.7

899 56.7 11.0 45.7 43.3

263 55.5 9.1 46.4 44.5

44 54.5 4.5 50.0 45.5

30 40.0 13.3 26.7 60.0

75 50.7 12.0 38.7 49.3

337 54.0 8.9 45.1 46.0

そ の 他

頼 む 人 は い な い

わ か ら な い

そ れ 以 外 の 家 族 ・ 親 族

友 人 ・ 知 人

と な り 近 所 の 人

民 生 委 員

（Ｑ14日常の用事を頼む相手)
子 供

子 供 の 配 偶 者

兄 弟 姉 妹

30 万 円 以 上 ～ 40 万 円 未 満

40 万 円 以 上

わ か ら な い

20 万 円 以 上 ( 計 )

（ Ｑ 18 毎 月 の 収 入 )
10 万 円 未 満

10 万 円 以 上 ～ 20 万 円 未 満

20 万 円 以 上 ～ 30 万 円 未 満

【 総 数 】

６ ５ ～ ７ ４ 歳

６ ５ ～ ６ ９ 歳

７ ０ ～ ７ ４ 歳

（ 性 別 ）

あ ま り 良 く な い

男 性

女 性

（ 年 齢 別 )

７ ５ ～ ７ ９ 歳

８ ０ 歳 以 上

７ ５ 歳 以 上

集 合 住 宅

借 家 （ 一 戸 建 て ）

持 家 （ 共 同 住 宅 ）

持 家 （ 一 戸 建 て ）

借 家

一 戸 建 て

そ の 他

借 家 ( 民 営 の 共 同住 宅)

借家(公営･公団の共同住宅)

持 家

普 通

ま あ 良 い

とても不安を感
じる

良 い

（ 健 康 状 態 )

良 く な い

（ 住 宅 の 種 類 ）

良 い

良 く な い

多少不安を感じ
る

表１－３　将来への不安(Ｑ２)

不安を感じる
(計)

総　　数 不安は感じない

(%)
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（４）将来の不安な点(Ｑ２ＳＱ) 

将来の自分の日常生活で不安を感じると答えた人に、「不安はどのようなことか」尋ねて

みると、「健康や病気のこと」が 82.5％と８割を超え最も割合が高く、以下、「寝たきり

や身体が不自由になり介護が必要な状態になること」50.3％、「生活のための収入のこと」

21.0％、「頼れる人がいなくなること」13.5％等の順となっている。 

前回調査と比較すると、「健康や病気のこと」は 17.4 ポイント、「寝たきりや身体が不

自由になり介護が必要な状態になること」は 5.2 ポイント増加し、「生活のための収入のこ

と」は 3.1 ポイント減少している。 

 

図１－４ 将来の不安な点(Ｑ２ＳＱ)(複数回答) 

 

性別にみると、「寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」(男性

46.7％、女性 51.3％)は女性の、「頼れる人がいなくなること」(男性 20.1％、女性

11.6％)、「生活のための収入のこと」(男性 27.0％、女性 19.2％)は男性の割合が高くなっ

ている。 

年齢別にみると、「寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になること」(前期

高齢者 45.6％、後期高齢者 56.2％)は後期高齢者の、「生活のための収入のこと」(前期高

齢者 24.5％、後期高齢者 16.5％)は前期高齢者の割合が高くなっている。 

親族の有無別にみると、「頼れる人がいなくなること」、「生活のための収入のこと」は

親族がいないで割合が高くなっている。 

健 康 や 病 気 の こ と

寝た きりや身体が不 自由になり介
護が必要な状態になること

生 活 の た め の 収 入 の こ と

頼 れ る 人 が い な く な る こ と

だま されたり、犯罪 に巻き込まれ
ること

社会の仕組み（法律、社会保障、金融
制度）が大きく変わってしまうこと

子 供 や 孫 な ど の 将 来

財 産 の 管 理 や 相 続 の こ と

人 （ 近 隣 、 親 戚 、 友 人 、 仲 間 な
ど）とのつきあいのこと

そ の 他

わ か ら な い

　　　　＊1 平成11年度調査では｢頼れる人がいなくなること｣の選択肢は設けられていない。
　　　　＊2 平成11年度調査では「だまされたり、犯罪に巻き込まれて財産を失ってしまうこと｣となっている。

82.5

50.3

21.0

13.5

6.6

5.5

4.0

3.0

2.0

2.5

0.7

65.1

45.1

24.1

3.5

6.9

6.7

5.8

1.2

1.2

-

*

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90(%)

平成14年度
平成11年度

ｎ=1,154
ｎ=　481

*1

*2
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住宅の種類を持家・借家別にみると、「頼れる人がいなくなること」(『持家』10.1％、

『借家』20.4％)、「生活のための収入のこと」(『持家』15.0％、『借家』32.9％)は『借

家』の割合が高くなっている。 

 

 

 

1,154 82.5 50.3 13.5 21.0 3.0

259 80.7 46.7 20.1 27.0 1.9
895 83.0 51.3 11.6 19.2 3.4

317 80.4 45.7 15.1 29.3 3.5
328 79.6 45.4 15.9 19.8 2.1
252 84.5 52.0 11.1 18.7 4.8
257 86.8 60.3 10.9 14.4 1.9

(計) 645 80.0 45.6 15.5 24.5 2.8
(計) 509 85.7 56.2 11.0 16.5 3.3

287 79.8 48.1 7.0 15.3 1.7
117 80.3 49.6 5.1 12.8 1.7
258 80.2 49.6 10.5 21.7 3.5
136 82.4 50.7 9.6 20.6 3.7
546 84.4 51.5 17.9 23.8 2.9

722 83.7 48.6 9.3 18.0 2.5

368 84.8 51.9 7.3 14.9 3.5
578 82.5 54.0 12.8 21.5 3.5
103 82.5 63.1 19.4 20.4 2.9
134 78.4 47.0 23.9 29.1 2.2
53 79.2 45.3 35.8 34.0 3.8

172 69.8 43.6 11.0 15.7 4.1
234 80.3 44.4 12.4 11.5 3.8
299 80.3 51.5 13.7 27.1 2.7
365 89.6 54.5 14.2 22.5 1.9
84 91.7 57.1 17.9 29.8 4.8

(計) 406 75.9 44.1 11.8 13.3 3.9
(計) 449 90.0 55.0 14.9 23.8 2.4

(計) 771 82.9 49.8 10.1 15.0 4.2
733 82.7 50.1 9.5 15.1 4.1
38 86.8 44.7 21.1 13.2 5.3

(計) 383 81.7 51.2 20.4 32.9 0.8
88 88.6 54.5 19.3 33.0 2.3

182 79.7 50.0 21.4 33.5 0.5
110 80.0 51.8 19.1 31.8     -

3 66.7     - 33.3 33.3     -

(計) 821 83.3 50.5 10.6 17.1 3.9
(計) 330 80.6 50.0 20.6 30.6 0.9

財産の管理
や相続のこ
と

頼れる人が
いなくなる
こと

健康や病気
のこと

該当数
生活のため
の収入のこ
と

借家(公営･公団の共同住宅)

持 家

良 く な い

（ 住 宅 の 種 類 ）

良 い

良 く な い

良 い

借 家 （ 一 戸 建 て ）

持 家 （ 共 同 住 宅 ）
借 家

一 戸 建 て

そ の 他

借家 (民営の共同住宅 )

（ 健 康 状 態 )

孫

い な い

持 家 （ 一 戸 建 て ）

表１－４　将来の不安な点(Ｑ２ＳＱ)(複数回答)

７ ５ ～ ７ ９ 歳
８ ０ 歳 以 上
６ ５ ～ ７ ４ 歳

６ ５ ～ ６ ９ 歳
７ ０ ～ ７ ４ 歳

寝たきりや身
体が不自由に
なり介護が必
要な状態にな
ること

【 総 数 】
（ 性 別 ）
男 性

７ ５ 歳 以 上

女 性
（ 年 齢 別 )

( 親族の有無 (15 分以上 ))

( 親族の有無 (15 分以内 ))
子
孫

兄 弟 姉 妹
そ の 他
い な い

子

兄 弟 姉 妹
そ の 他

ま あ 良 い
普 通
あ ま り 良 く な い

集 合 住 宅

いない(15分以内・15分以上)

(%)
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2.0 4.0 5.5 6.6 2.5 0.7

1.5 3.1 5.0 4.6 2.3 0.8
2.1 4.2 5.7 7.2 2.6 0.7

2.2 5.0 8.2 5.0 2.8     -
2.4 4.6 4.9 8.5 2.4 0.6
2.0 0.4 4.0 8.3 2.4 1.2
1.2 5.4 4.7 4.3 2.3 1.2

(計) 2.3 4.8 6.5 6.8 2.6 0.3
(計) 1.6 2.9 4.3 6.3 2.4 1.2

2.4 4.9 4.2 6.3 2.4 1.4
0.9 7.7 3.4 5.1 1.7 2.6
0.4 3.9 5.4 6.6 2.7 0.4

    - 5.1 6.6 8.1 5.1     -
2.7 3.3 6.4 6.2 2.2 0.5

1.5 5.3 5.0 6.1 1.8 0.8
0.5 4.9 4.1 5.2 1.4 0.8
1.9 3.8 6.6 6.6 2.9 0.5
1.9 4.9 8.7 6.8 1.0     -
3.7 0.7 3.7 6.7 3.7 1.5
5.7 - 7.5 3.8 3.8 -

2.3 5.2 5.8 6.4 3.5 1.2
1.3 3.4 5.1 8.5 2.1 0.9
2.3 5.0 7.0 6.0 2.3 1.0
1.4 3.0 4.7 5.8 3.0 0.3
4.8 3.6 4.8 7.1     -     -

(計) 1.7 4.2 5.4 7.6 2.7 1.0
(計) 2.0 3.1 4.7 6.0 2.4 0.2

(計) 1.8 3.0 5.1 7.4 2.1 0.9
1.6 3.1 4.8 7.2 1.9 1.0
5.3     - 10.5 10.5 5.3     -

(計) 2.3 6.0 6.5 5.0 3.4 0.3

2.3 2.3 5.7 2.3 3.4 1.1
3.3 6.6 6.0 4.4 4.4     -
0.9 8.2 8.2 8.2 1.8     -

    -     -     -     -     -     -
(計) 1.7 3.0 4.9 6.7 2.1 1.0
(計) 2.7 6.4 7.3 6.4 3.6     -

８ ０ 歳 以 上

男 性

その他

あ ま り 良 く な い

（ 健 康 状 態 )

子
孫

兄 弟 姉 妹
そ の 他
い な い
( 親族の有無 (15 分以上 ))

子
孫

だまされた
り、犯罪に
巻き込まれ
ること

人とのつき
あいのこと

表１－４　将来の不安な点(Ｑ２ＳＱ)(複数回答)(続き)

７ ０ ～ ７ ４ 歳
７ ５ ～ ７ ９ 歳

子供や孫な
どの将来

社会の仕組
みが大きく
変わってし
まうこと

女 性
（ 年 齢 別 )

【 総 数 】
（ 性 別 ）

６ ５ ～ ６ ９ 歳

ま あ 良 い
普 通

６ ５ ～ ７ ４ 歳

７ ５ 歳 以 上

兄 弟 姉 妹

( 親族の有無 (15 分以内 ))

わからない

借 家 （ 一 戸 建 て ）
借家 (民営の共同住宅 )
借家(公営･公団の共同住宅)

持 家
持 家 （ 一 戸 建 て ）
持 家 （ 共 同 住 宅 ）

そ の 他
い な い

借 家

いない(15分以内・15分以上)

一 戸 建 て
集 合 住 宅

そ の 他

良 く な い
良 い
良 く な い
（ 住 宅 の 種 類 ）

良 い

(%)
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（５）心配ごとの相談相手(Ｑ３) 
   「心配ごとや悩みごとの話し相手や相談相手」についてみると、「子供」が 60.2％と最

も割合が高く、以下、「兄弟姉妹」25.7％、「友人・知人」18.4％、「それ以外の家族・親

族」7.5％、「となり近所の人」7.0％等の順となっている。一方、「相談したりする人はい

ない」は 8.0％で 1 割未満となっている。 

   前回及び前々回調査と比較すると、「兄弟姉妹」、「友人・知人」、「それ以外の家族・

親族」、「となり近所の人」は減少傾向となっている。 

 

図１－５ 心配ごとの相談相手(Ｑ３)(複数回答) 

子 供

兄 弟 姉 妹

友 人 ・ 知 人

そ れ 以 外 の 家 族 ・ 親 族

と な り 近 所 の 人

民 生 委 員

子 供 の 配 偶 者

市 区 町 村 や 都 道 府 県 の 相 談 窓 口

高齢者総合相談センター、在宅介護支援
センター

そ の 他

相 談 し た り す る 人 は い な い

わ か ら な い

＊平成６年度調査では「高齢者総合相談センター、在宅介護支援センター」の選択肢はない。

60.2

25.7

18.4

7.5

7.0

6.8

6.1

2.9

2.6

1.5

8.0

0.8

59.9

27.6

19.5

8.2

10.9

8.4

10.0

2.7

2.6

2.0

9.0

58.2

28.1

21.9

9.5

11.4

7.4

6.6

1.9

2.0

7.4

-
-

*

0 10 20 30 40 50 60 70 80(%)

平成14年度
平成11年度
平成 6年度

ｎ＝1,941
ｎ＝　699
ｎ＝　748

 

   

 

性別にみると、「子供」(男性 48.7％、女性 63.7％)は女性の割合が高く、一方、「相談

したりする人はいない」(男性 15.6％、女性 5.7％)は男性の割合が高くなっている。 
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年齢別にみると、「子供」は年齢の高い人ほど割合が高く、80 歳以上では 70.6％となっ

ている。一方、「兄弟姉妹」、「友人・知人」は年齢の低い人ほど割合が高く、65～69 歳

で「兄弟姉妹」が 30.8％、「友人・知人」が 27.4％と３割前後となっている。 

   都市規模別にみると、「子供」は都市規模が小さくなるほど割合が高くなっており、最も

高い町村(66.1％)と最も低い大都市(57.3％)では 8.8 ポイントの差となっている。 

   結婚の有無別にみると、「相談したりする人はいない」は離別(14.8％)、未婚(18.0％)の

割合が高くなっている。 

親族の有無別にみると、「友人・知人」は親族がいない(32.5％)で割合が高くなっている。 

 

 

　総　数 子　　供
子供の配偶
者

兄弟姉妹
それ以外の
家族・親族

友人･知人
となり近所
の人

1,941 60.2 6.1 25.7 7.5 18.4 7.0

454 48.7 2.9 23.3 5.3 15.9 4.0

1,487 63.7 7.1 26.4 8.2 19.2 7.9

519 51.1 4.8 30.8 4.2 27.4 7.3

551 56.4 4.2 29.2 6.9 20.0 7.1

435 65.3 6.0 25.1 9.0 15.4 5.5

436 70.6 10.3 15.6 10.8 8.9 8.0

(計) 1,070 53.8 4.5 30.0 5.6 23.6 7.2

(計) 871 68.0 8.2 20.3 9.9 12.2 6.8

489 57.3 5.7 21.1 4.9 20.7 3.9

645 57.4 3.6 26.8 5.0 19.4 5.6

371 62.0 7.5 28.8 9.2 16.2 10.5

436 66.1 9.2 26.4 12.8 16.5 9.6

1,480 71.4 7.4 22.1 7.1 16.9 7.6

257 37.7 1.9 28.4 7.0 23.0 6.2

21 71.4 19.0 14.3 4.8 19.0 -

183 - - 51.9 12.0 24.6 3.8

578 87.5 11.6 16.8 2.2 14.2 5.0

250 88.0 18.4 22.0 5.2 16.8 6.8

421 50.1 6.9 56.3 8.8 14.0 5.9

205 47.8 2.9 28.3 35.6 14.6 11.2

881 52.1 3.7 20.0 4.5 23.3 7.6

1,257 80.7 7.6 20.1 5.3 16.1 8.1

677 78.0 10.0 20.5 8.6 16.0 8.1

991 55.1 6.2 42.5 6.2 18.5 6.9

169 38.5 3.6 29.0 36.1 25.4 13.0

200 29.0 4.0 9.5 4.5 24.0 6.0

80 - - - - 32.5 8.8

未 婚

（ 結 婚 の 有 無 )

既 婚 （ 配 偶 者 と 死 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 と 離 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 あ り ）

表１－５　心配ごとの相談相手(Ｑ３)(複数回答)

（ 性 別 ）

【 総 数 】

（ 都 市 規 模 別 )

大 都 市

男 性

女 性

（ 年 齢 別 )

６ ５ ～ ７ ４ 歳

７ ５ 歳 以 上

６ ５ ～ ６ ９ 歳

町 村

兄 弟 姉 妹

子

いない(15分以内・15分以上)

い な い

そ の 他

( 親 族 の 有 無 (15 分以 内 ))

兄 弟 姉 妹

孫

７ ０ ～ ７ ４ 歳

７ ５ ～ ７ ９ 歳

８ ０ 歳 以 上

小 都 市

中 都 市

孫

子

そ の 他

( 親 族 の 有 無 (15 分以 上 ))

い な い

(%)
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民生委員

高齢者総合
相 談 セ ン
ター、在宅
介護支援セ
ンター

市区町村や
都道府県の
相談窓口

その他
相談したり
する人はい
ない

わからない

6.8 2.6 2.9 1.5 8.0 0.8

8.1 3.3 5.9 2.9 15.6 1.3

6.4 2.4 2.0 1.1 5.7 0.6

5.6 1.0 3.1 1.3 11.0 1.3

7.6 3.3 2.2 1.3 8.9 0.5

6.7 2.3 3.0 2.5 5.7 0.7

7.3 4.1 3.4 0.9 5.7 0.5

(計) 6.6 2.1 2.6 1.3 9.9 0.9

(計) 7.0 3.2 3.2 1.7 5.7 0.6

4.3 2.7 2.5 1.4 9.8 0.4

5.9 1.6 2.0 1.9 10.2 1.1

8.4 4.6 4.3 1.6 5.4 1.3

9.6 2.5 3.4 0.9 5.0 0.2

5.9 2.3 2.2 0.9 5.6 0.7

11.7 3.9 5.8 2.3 14.8 1.6

4.8 - 4.8 19.0 9.5 -

7.7 3.8 3.8 2.7 18.0 0.5

3.8 2.2 1.0 0.7 3.5 0.7

3.6 0.4 1.2 1.2 2.0     -

5.0 2.1 1.7 1.0 7.1 0.5

6.8 2.4 1.5 0.5 6.8 0.5

9.1 3.1 4.5 2.3 11.4 1.0

6.1 1.8 2.2 1.3 4.7 0.9

6.5 1.5 2.4 0.9 4.7 0.6

6.9 2.5 2.4 1.5 6.5 0.8

5.9 4.1 4.1 3.0 6.5 0.6

10.0 5.5 6.0 3.0 24.0 0.5

18.8 11.3 15.0 5.0 30.0 1.3

そ の 他

孫

兄 弟 姉 妹

そ の 他

い な い

小 都 市

町 村

( 親 族 の 有 無 (15 分以 内 ))

子

いない(15分以内・15分以上)

( 親 族 の 有 無 (15 分以 上 ))

子

孫

兄 弟 姉 妹

い な い

（ 都 市 規 模 別 )

大 都 市

中 都 市

６ ５ ～ ７ ４ 歳

７ ５ 歳 以 上

表１－５　心配ごとの相談相手(Ｑ３)(複数回答)(続き)

８ ０ 歳 以 上

（ 年 齢 別 )

６ ５ ～ ６ ９ 歳

７ ０ ～ ７ ４ 歳

男 性

７ ５ ～ ７ ９ 歳

【 総 数 】

（ 性 別 ）

女 性

未 婚

（ 結 婚 の 有 無 )

既 婚 （ 配 偶 者 と 死 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 と 離 別 ）

既 婚 （ 配 偶 者 あ り ）

(%)
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（６）現在の楽しみ(Ｑ４) 

   「普段の生活の中での楽しみ」についてみると、「テレビを見たり、ラジオを聞いたりす

ること」が 54.5％と最も割合が高く過半数を超え、以下、「友人や知人と食事、雑談をす

ること」34.6％、「趣味やスポーツに身を入れること」34.5％、「旅行に行くこと」23.2％、

「孫など家族と会ったりすること」20.2％、「おいしいものを食べること」18.6％等の順と

なっている。 

 

図１－６ 現在の楽しみ(Ｑ４)(複数回答) 

   性別にみると、「友人や知人と食事、雑談をすること」(男性 18.9％、女性 39.3％)、

「趣味やスポーツに身を入れること」(男性 29.5％、女性 36.0％)、「旅行に行くこと」(男

性 17.4％、女性 25.0％)、「孫など家族と会ったりすること」(男性 14.3％、女性 22.0％)、

「おいしいものを食べること」(男性 9.3％、女性 21.5％)は女性の割合が高く、「お酒をの

むこと」(男性 21.6％、女性 1.7％)、「タバコを吸うこと」(男性 12.1％、女性 1.4％)は男

性の割合が高くなっている。 

   年齢別にみると、「友人や知人と食事、雑談をすること」、「趣味やスポーツに身を入れ

ること」、「旅行に行くこと」、「おいしいものを食べること」、「仕事をすること」は前

テ レ ビ を 見 た り 、 ラ ジ オ を 聞 い たり す る
こ と

友 人 や 知 人 と 食 事 、 雑 談 を す る こ と

趣 味 や ス ポ ー ツ に 身 を 入 れ る こ と

旅 行 に 行 く こ と

孫 な ど 家 族 と 会 っ た り す る こ と

お い し い も の を 食 べ る こ と

勉 強 し た り 教 養 な ど を 身 に つ け る こ と

仕 事 を す る こ と

お 酒 を の む こ と

社 会 奉 仕 や 地 域 活 動 を す る こ と

犬 や 猫 な ど の ペ ッ ト と 過 ご す こ と

タ バ コ を 吸 う こ と

若 い 世 代 と 交 流 す る こ と

競 馬 や パ チ ン コ な ど の 賭 け 事 を する こ と

そ の 他

わ か ら な い

54.5

34.6

34.5

2 3 . 2

20.2

18.6

9 . 2

7.6

6 . 4

5.0

5.0

3 . 9

3 . 6

1 . 5

6.5

4 . 8

0 1 0 20 3 0 40 5 0 60 7 0 ( % )

(ｎ＝1, 9 4 1 )
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期高齢者の割合が高く、「テレビを見たり、ラジオを聞いたりすること」は後期高齢者の割

合が高くなっている。 

 健康状態別にみると、「テレビを見たり、ラジオを聞いたりすること」は、健康状態が

『良くない』で 59.7％と割合が高くなっている。健康状態が『良い』では、「テレビを見

たり、ラジオを聞いたりすること」と「タバコを吸うこと」以外の具体的に楽しみとしてい

る項目で割合が高くなっている。特に、「趣味やスポーツに身を入れること」(『良い』

43.6％、『良くない』22.5％)、「友人や知人と食事、雑談をすること」(『良い』40.6％、

『良くない』23.9％)では差が大きくなっている。 

 

総　数 仕事をする
こと

勉強したり
教養などを
身につける
こと

趣 味 や ス
ポーツに身
を入れるこ
と

孫など家族
と会ったり
すること

友人や知人
と食事、雑
談をするこ
と

テレビを見
たり、ラジ
オを聞いた
りすること

社会奉仕や
地域活動を
すること

旅行に行く
こと

1,941 7.6 9.2 34.5 20.2 34.6 54.5 5.0 23.2

454 9.0 8.1 29.5 14.3 18.9 53.7 4.2 17.4
1,487 7.2 9.5 36.0 22.0 39.3 54.7 5.3 25.0

519 10.8 9.1 39.5 18.7 36.4 53.2 6.7 31.4
551 9.8 8.9 37.0 21.2 38.1 51.9 5.3 27.0
435 4.8 9.7 33.8 19.1 37.7 57.5 5.7 17.2
436 3.9 9.2 25.9 21.8 24.8 56.2 2.1 14.7

(計) 1,070 10.3 9.0 38.2 20.0 37.3 52.5 6.0 29.2
(計) 871 4.4 9.4 29.9 20.4 31.2 56.8 3.9 16.0

444 14.0 11.9 46.4 23.0 41.7 47.7 8.8 35.1
423 7.1 10.9 40.7 24.1 39.5 54.4 6.4 28.4
506 7.3 7.7 32.2 19.8 36.2 54.5 3.6 20.8
466 3.6 7.3 23.6 16.1 25.1 62.2 2.4 13.3
102 2.0 5.9 17.6 12.7 18.6 48.0 2.9 7.8

(計) 867 10.6 11.4 43.6 23.5 40.6 51.0 7.6 31.8
(計) 568 3.3 7.0 22.5 15.5 23.9 59.7 2.5 12.3

競馬やパチ
ンコなどの
賭け事をす
ること

おいしいも
のを食べる
こと

タバコを吸
うこと

お酒をのむ
こと

犬や猫など
のペットと
過ごすこと

若い世代と
交流するこ
と

その他 わからない

1.5 18.6 3.9 6.4 5.0 3.6 6.5 4.8

5.7 9.3 12.1 21.6 3.7 2.9 7.3 6.6
0.3 21.5 1.4 1.7 5.4 3.8 6.3 4.3

2.7 21.8 5.6 8.9 5.8 4.6 4.2 3.9
1.5 21.1 4.2 7.4 6.5 4.9 5.4 4.7
1.6 14.9 3.4 5.3 5.3 2.3 7.4 4.1
0.2 15.4 2.1 3.2 2.1 1.8 9.6 6.9

(計) 2.1 21.4 4.9 8.1 6.2 4.8 4.9 4.3
(計) 0.9 15.2 2.8 4.2 3.7 2.1 8.5 5.5

2.3 20.0 4.1 5.9 5.9 5.2 5.6 2.3
1.9 19.6 3.5 8.3 5.0 2.8 5.2 3.3
1.6 20.4 3.8 7.5 4.9 2.6 7.3 5.1
0.9 16.3 3.9 4.5 5.2 4.1 7.1 5.4

    - 9.8 5.9 3.9 2.0 2.0 8.8 18.6
(計) 2.1 19.8 3.8 7.0 5.4 4.0 5.4 2.8
(計) 0.7 15.1 4.2 4.4 4.6 3.7 7.4 7.7

良 く な い
良 い
良 く な い

良 い
ま あ 良 い
普 通
あ ま り 良 く な い

（ 健 康 状 態 )

７ ５ ～ ７ ９ 歳
８ ０ 歳 以 上
６ ５ ～ ７ ４ 歳
７ ５ 歳 以 上

女 性
（ 年 齢 別 )
６ ５ ～ ６ ９ 歳
７ ０ ～ ７ ４ 歳

男 性

ま あ 良 い
普 通
あ ま り 良 く な い
良 く な い

良 く な い

８ ０ 歳 以 上
６ ５ ～ ７ ４ 歳

【 総 数 】
（ 性 別 ）

７ ５ 歳 以 上

良 い

（ 健 康 状 態 )
良 い

６ ５ ～ ６ ９ 歳
７ ０ ～ ７ ４ 歳

表１－６　現在の楽しみ(Ｑ４)(複数回答)

７ ５ ～ ７ ９ 歳

（ 性 別 ）
【 総 数 】

男 性
女 性
（ 年 齢 別 )

(%)


