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８ その他 

 

（１）高齢者とは何歳以上か (Ｑ41) 

一般的に高齢者とは何歳以上だと思うかをみると、「70 歳以上」が 42.3％と最も高く、

次いで「75 歳以上」が 27.4％、「65 歳以上」と「80 歳以上」がともに 10.8％等の順とな

っている。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると、「75 歳以上」と答えた人が 7.7 ポイント高くなり、

「70 歳以上」が 4.4 ポイント、「65 歳以上」が 3.2 ポイント低くなっている。 

 

図 41 高齢者とは何歳以上か (Ｑ41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、「80 歳以上」は、年齢が高いほど割合が高く、80～84 歳で 21.8％、

85 歳以上で 31.8％となっている。 

同居形態別にみると、「75 歳以上」は「本人と親の世帯」で 34.6％と割合が高くなって

いる。 
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表 41 高齢者とは何歳以上か (Ｑ41) 

 

 

総数 ６０歳以
上

６５歳以
上

７０歳以
上

７５歳以
上

８０歳以
上

８５歳以
上

これ以外
の年齢

年齢では
判断でき
ない

わからな
い

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 2.1 10.8 42.3 27.4 10.8 0.7 0.1 4.5 1.3
〔都市規模〕
大都市 799 1.4 9.9 45.3 28.8 8.6 0.9 -  4.4 0.8
人口１０万以上の市 1,368 2.3 11.8 42.8 26.8 10.9 0.4 -  3.9 1.2
人口１０万未満の市 883 2.4 9.6 41.2 26.5 12.7 0.6 0.3 5.1 1.6
郡部（町村） 451 2.4 11.5 37.5 28.6 10.9 1.8 -  5.1 2.2

〔性別〕
男性 1,581 2.5 12.1 41.2 27.4 9.4 0.8 0.1 5.2 1.3
女性 1,920 1.8 9.6 43.2 27.4 12.0 0.7 0.1 3.9 1.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 3.1 11.6 47.8 25.8 8.2 0.3 -  2.8 0.3
６５～６９歳 880 1.3 13.0 47.7 26.3 5.1 0.6 0.2 5.3 0.6
７０～７４歳 723 2.2 11.6 38.5 30.4 12.3 0.4 0.1 3.5 1.0
７５～７９歳 564 1.6 9.4 39.0 30.0 11.0 0.5 -  5.7 2.8
８０～８４歳 312 2.6 6.1 34.3 24.0 21.8 1.9 -  6.7 2.6
８５歳以上 132 1.5 3.0 22.7 26.5 31.8 4.5 -  4.5 5.3

〔同居形態〕
単身世帯 413 2.2 12.6 38.3 26.4 11.4 1.5 0.5 4.8 2.4
夫婦二人世帯 1,342 1.6 11.6 41.0 29.1 10.1 0.7 0.1 4.8 0.9
本人と親の世帯 217 3.2 6.5 40.1 34.6 12.4 0.5 -  2.8 -  
本人と子の世帯 877 2.6 10.4 46.1 24.2 10.1 0.3 -  4.7 1.6
本人と子と孫の世帯 566 1.9 10.1 41.5 27.7 12.5 1.1 -  3.9 1.2
その他 84 2.4 8.3 53.6 19.0 9.5 1.2 -  2.4 3.6
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（２）支えられるべき高齢者の年齢 (Ｑ42) 

一般的に支えられるべき高齢者とは何歳以上だと思うかをみると、「80 歳以上」が

32.4％と最も高く、次いで「75 歳以上」が 24.5％、「70 歳以上」が 14.1％等の順であり、

「年齢では判断できない」は 15.5％であった。 

 

図 42 支えられるべき高齢者の年齢 (Ｑ42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、「85 歳以上」は、年齢が高いほど割合が高く、80～84 歳で 12.2％、

85 歳以上で 12.9％となっている。 
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表 42 支えられるべき高齢者の年齢 (Ｑ42) 

 

 

総数 ６０歳以
上

６５歳以
上

７０歳以
上

７５歳以
上

８０歳以
上

８５歳以
上

これ以外
の年齢

年齢では
判断でき
ない

わからな
い

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 0.9 2.4 14.1 24.5 32.4 7.4 0.5 15.5 2.4
〔都市規模〕
大都市 799 0.6 1.9 13.3 27.2 34.3 7.3 0.4 13.6 1.5
人口１０万以上の市 1,368 1.0 2.2 14.8 24.7 32.2 7.0 0.4 15.6 2.0
人口１０万未満の市 883 0.7 3.2 14.2 23.1 30.7 7.9 0.7 17.3 2.3
郡部（町村） 451 1.3 2.2 13.1 22.0 33.0 7.5 0.7 15.1 5.1

〔性別〕
男性 1,581 1.3 3.3 15.1 25.6 29.7 7.2 0.4 15.2 2.3
女性 1,920 0.5 1.6 13.3 23.6 34.6 7.5 0.6 15.8 2.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 1.0 3.6 14.9 25.3 32.6 5.7 0.2 15.6 1.0
６５～６９歳 880 0.9 2.0 16.5 29.1 30.3 4.8 0.2 15.0 1.1
７０～７４歳 723 0.7 2.1 14.4 26.3 33.9 7.3 0.7 13.0 1.7
７５～７９歳 564 1.1 2.3 12.8 21.5 28.7 10.1 0.7 17.2 5.7
８０～８４歳 312 0.6 1.6 10.3 15.4 36.5 12.2 0.6 19.2 3.5
８５歳以上 132 0.8 -  5.3 13.6 43.2 12.9 1.5 15.9 6.8

〔健康状態〕
良い 1,011 0.7 1.6 15.4 23.8 34.3 7.9 0.6 14.8 0.8
まあ良い 844 0.8 2.1 12.6 25.2 32.8 8.5 0.6 15.8 1.5
普通 935 0.7 3.5 13.8 24.4 30.1 7.4 0.3 16.6 3.2
あまり良くない 590 0.8 2.2 14.6 23.1 34.6 4.9 0.3 15.4 4.1
良くない 121 4.1 2.5 13.2 33.1 21.5 6.6 0.8 11.6 6.6

良い（計） 1,855 0.8 1.8 14.1 24.5 33.6 8.2 0.6 15.3 1.1
良くない（計） 711 1.4 2.3 14.3 24.8 32.3 5.2 0.4 14.8 4.5

〔現在の就業形態〕

農林漁業 203 0.5 3.0 18.2 16.3 35.5 8.4 0.5 16.3 1.5

自営業 406 0.5 2.7 12.1 26.4 32.3 8.1 0.5 17.0 0.5

常勤の被雇用者 214 0.9 2.3 17.3 28.0 29.9 4.7 0.5 15.0 1.4

会社等の役員 68 -  1.5 13.2 22.1 41.2 5.9 -  14.7 1.5

契約・派遣・臨時・パート 314 1.0 3.2 14.3 24.2 36.0 5.7 0.6 13.7 1.3

シルバー人材センター業務請負 55 3.6 1.8 7.3 32.7 30.9 10.9 -  12.7 -  

内職 18 -  -  22.2 -  44.4 11.1 -  22.2 -  

その他 9 -  -  -  33.3 11.1 11.1 -  44.4 -  

仕事はしていない 2,214 0.9 2.2 13.9 24.7 31.7 7.5 0.5 15.4 3.2

自営（計） 609 0.5 2.8 14.1 23.0 33.3 8.2 0.5 16.7 0.8

被用者（計） 528 0.9 2.8 15.5 25.8 33.5 5.3 0.6 14.2 1.3

仕事あり（計） 1,287 0.8 2.6 14.4 24.2 33.7 7.1 0.5 15.7 1.0

仕事なし（計） 2,214 0.9 2.2 13.9 24.7 31.7 7.5 0.5 15.4 3.2
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（３）日々の暮らしに関し社会として重点を置くべきもの (Ｑ43) 

本格的な高齢社会の到来に備え、日々の暮らしに関し、社会として重点を置くべき対策を

みると、「老後を安心して生活できるような収入の保障」が 55.3％と最も高く、次いで、

「介護サービスが必要な時に利用できる体制の整備」43.2％、「移動手段など高齢者に配慮

したまちづくりの推進」27.2％、「高齢者の体が不自由になっても生活できる住宅の整備」

27.0％等の順になっている。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると、「介護サービスが必要な時に利用できる体制の整

備」と答えた人が 9.4 ポイント高くなり、「高齢者に対する犯罪（窃盗、詐欺）の防止対策

の推進」は 8.6 ポイント低くなっている。 

 

図 43 日々の暮らしに関し社会として重点を置くべきもの (Ｑ43：複数回答) 
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年齢階級別にみると、「老後を安心して生活できるような収入の保障」と「老後を健康で

生きがいを持って生活するための多様なスポーツ、趣味、文化活動などの普及と情報提供」

は、年齢が低い人ほど割合が高い。 

同居形態別にみると、「高齢者の各種相談について身近に対応してくれる相談体制の整

備」は、単身世帯で 24.0％と割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「高齢者が慣れ親しんできた習慣・言葉・制度・環境などに配慮し

た社会づくり」と「老後を健康で生きがいを持って生活するための多様なスポーツ、趣味、

文化活動などの普及と情報提供」は、健康状態が良い人ほど割合が高い。 

現在の就業形態別にみると、「老後を安心して生活できるような収入の保障」は「被用者

(計)」で 65.2％と割合が高くなっている。 

住居形態別にみると、「高齢者の体が不自由になっても生活できる住宅の整備」は、「賃

貸住宅(計)」で 43.3％、「集合住宅(計)」で 38.7％と割合が高く、「老後を安心して生活

できるような収入の保障」も「賃貸住宅(計)」で 66.0％、「集合住宅(計)」で 67.0％と高

くなっている。 

経済的状況別にみると、「老後を安心して生活できるような収入の保障」は経済的に心配

がある人ほど割合が高く、「経済的にゆとりがなく、多少心配である」で 67.7％、「家計

が苦しく、非常に心配である」で 66.8％となっている。また、「高齢者の体が不自由にな

っても生活できる住宅の整備」も、「家計が苦しく、非常に心配である」で 34.1％と割合

が高くなっている。一方、「高齢者の外出・利用に配慮した移動手段・公共交通の整備を含

む高齢者に配慮したまちづくりの推進」、「高齢者が慣れ親しんできた習慣・言葉・制度・

環境などに配慮した社会づくり」、「老後を健康で生きがいを持って生活するための多様な

スポーツ、趣味、文化活動などの普及と情報提供」は、経済的に心配がない人ほど割合が高

くなっている。 

社会参加活動の有無別にみると、「高齢者の外出・利用に配慮した移動手段・公共交通の

整備を含む高齢者に配慮したまちづくりの推進」(30.8％)、「老後を健康で生きがいを持っ

て生活するための多様なスポーツ、趣味、文化活動などの普及と情報提供」(18.8％)は、

「参加している」で割合が高くなっている。 
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表 43 日々の暮らしに関し社会として重点を置くべきもの (Ｑ43：複数回答) 

 総数 老後を安心
して生活で
きるような
収入の保障

介護サービ
スが必要な
時に利用で
きる体制の
整備

高齢者の外
出・利用に
配慮した移
動手段・公
共交通の整
備を含む高
齢者に配慮
したまちづ
くりの推進

高齢者の体
が不自由に
なっても生
活できる住
宅の整備

高齢者が慣
れ親しんで
きた習慣・
言葉・制
度・環境な
どに配慮し
た社会づく
り

高齢者の各
種相談につ
いて身近に
対応してく
れる相談体
制の整備

老後を健康
で生きがい
を持って生
活するため
の多様なス
ポーツ、趣
味、文化活
動などの普
及と情報提
供

体が不自由
になって
も、残存機
能を利用し
自立して生
活できるよ
うな高齢者
用の用具や
器具の開
発・普及

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3501 55.3 43.2 27.2 27.0 20.7 20.2 13.1 12.5
〔都市規模〕
大都市 799 55.3 45.2 25.3 28.2 21.0 18.4 13.9 10.8
人口１０万以上の市 1368 52.6 43.2 28.7 24.1 21.5 21.4 12.9 13.3
人口１０万未満の市 883 58.7 42.6 27.6 30.6 18.9 22.5 13.9 12.5
郡部（町村） 451 56.5 40.6 25.3 27.1 20.8 15.3 10.6 13.5

〔性別〕
男性 1581 54.8 40.8 28.0 24.9 21.9 20.1 14.8 11.0
女性 1920 55.7 45.1 26.6 28.9 19.6 20.3 11.7 13.8

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 62.1 43.3 30.8 28.3 19.1 20.1 16.7 12.8
６５～６９歳 880 57.5 46.6 24.4 26.6 22.6 20.9 14.2 13.8
７０～７４歳 723 54.2 42.9 29.6 27.4 20.7 21.7 11.3 11.8
７５～７９歳 564 51.8 40.6 25.2 26.4 20.7 19.3 10.5 9.9
８０～８４歳 312 44.2 40.4 26.3 22.4 19.6 20.5 10.3 14.4
８５歳以上 132 40.9 38.6 18.9 33.3 19.7 11.4 8.3 13.6

〔同居形態〕
単身世帯 413 53.5 43.8 23.5 27.6 16.2 24.0 8.5 10.4
夫婦二人世帯 1342 53.9 44.8 26.9 27.0 21.9 21.5 14.5 12.7
本人と親の世帯 217 59.4 44.2 30.4 25.8 17.5 16.6 15.7 10.6
本人と子の世帯 877 59.2 40.8 28.3 29.0 20.2 19.4 13.3 12.2
本人と子と孫の世帯 566 51.4 42.0 27.6 24.6 22.3 16.8 12.5 14.5
その他 84 60.7 42.9 27.4 25.0 25.0 22.6 8.3 16.7

〔健康状態〕
良い 1011 52.6 44.4 27.4 25.5 23.0 20.5 16.7 12.3
まあ良い 844 57.0 42.4 27.5 25.7 21.0 19.0 14.7 13.3
普通 935 57.0 41.9 28.4 27.7 19.7 20.0 12.7 11.7
あまり良くない 590 55.8 43.1 25.4 30.5 19.2 20.8 6.4 12.7
良くない 121 49.6 47.9 22.3 27.3 13.2 25.6 6.6 15.7

良い（計） 1855 54.6 43.5 27.4 25.6 22.1 19.8 15.8 12.7
良くない（計） 711 54.7 43.9 24.9 30.0 18.1 21.7 6.5 13.2
〔現在の就業形態〕
農林漁業 203 57.1 33.0 27.6 24.1 30.0 15.3 12.8 14.8
自営業 406 57.4 41.9 27.1 26.4 23.2 21.4 12.6 13.1
常勤の被雇用者 214 65.4 42.1 27.1 27.6 22.9 19.2 17.8 12.6
会社等の役員 68 39.7 42.6 25.0 19.1 23.5 19.1 33.8 8.8
契約・派遣・臨時・パート 314 65.0 44.6 27.1 25.2 18.2 20.7 15.3 12.1
シルバー人材センター業務請負 55 52.7 40.0 45.5 34.5 27.3 20.0 18.2 3.6
内職 18 72.2 50.0 16.7 33.3 5.6 11.1 5.6 27.8
その他 9 44.4 33.3 55.6 22.2 -  11.1 33.3 11.1
仕事はしていない 2214 52.8 44.3 26.8 27.7 19.4 20.6 11.7 12.5

自営（計） 609 57.3 38.9 27.3 25.6 25.5 19.4 12.6 13.6
被用者（計） 528 65.2 43.6 27.1 26.1 20.1 20.1 16.3 12.3
仕事あり（計） 1287 59.5 41.2 27.9 26.0 22.8 19.5 15.5 12.6
仕事なし（計） 2214 52.8 44.3 26.8 27.7 19.4 20.6 11.7 12.5
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3074 54.0 43.7 28.0 25.3 21.3 20.3 13.6 12.8
持家（集合住宅） 106 61.3 51.9 23.6 30.2 17.0 20.8 15.1 9.4
賃貸住宅（一戸建て） 93 59.1 33.3 28.0 43.0 12.9 22.6 8.6 11.8
賃貸住宅（集合住宅） 212 69.8 36.3 18.9 42.9 16.5 18.4 7.1 10.8
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 42.9 42.9 14.3 57.1 14.3 14.3 -  -  
その他 9 55.6 33.3 -  22.2 11.1 11.1 -  11.1

持家（計） 3180 54.2 43.9 27.8 25.5 21.2 20.3 13.7 12.7
賃貸住宅（計） 312 66.0 35.6 21.5 43.3 15.4 19.6 7.4 10.9
一戸建て（計） 3167 54.1 43.4 28.0 25.8 21.1 20.4 13.5 12.8
集合住宅（計） 318 67.0 41.5 20.4 38.7 16.7 19.2 9.7 10.4
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 569 39.2 46.0 29.2 23.6 22.5 20.7 15.5 14.8
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1965 54.1 43.2 28.2 26.4 22.3 20.0 13.4 12.1
 ゆとりがなく、多少心配である 744 67.7 41.4 25.8 29.3 16.4 22.7 12.0 11.8
 家計が苦しく、非常に心配である 208 66.8 41.8 18.3 34.1 15.4 12.5 8.2 12.0
 わからない 15 33.3 40.0 6.7 40.0 13.3 13.3 -  33.3
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1253 54.5 46.0 30.8 24.8 23.6 20.6 18.8 12.4
参加していない 2247 55.7 41.6 25.1 28.3 19.0 20.0 9.9 12.6
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表 43 日々の暮らしに関し社会として重点を置くべきもの (Ｑ43：複数回答)(続き) 

 

 

総数 高齢者に対
する犯罪
（窃盗、詐
欺）の防止
対策の推進

若い世代と
の同居が可
能となる住
宅の整備

高齢者が利
用しやすく
安全性を確
保した製品
の開発

高齢者の嗜
好に応じた
衣服、お
しゃれがで
きるような
多様な製品
の販売

成年後見制
度や虐待防
止などの高
齢者の権利
擁護の推進

その他 無回答 回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3501 11.5 7.1 5.3 2.3 2.2 3.0 3.0 253.5
〔都市規模〕
大都市 799 12.6 6.5 4.6 3.5 3.0 3.9 1.6 253.8
人口１０万以上の市 1368 12.5 7.1 6.2 2.0 2.5 2.7 3.0 253.7
人口１０万未満の市 883 9.2 7.4 4.6 2.2 1.5 2.3 3.3 257.6
郡部（町村） 451 11.1 7.3 4.9 1.1 1.6 3.8 4.7 244.1

〔性別〕
男性 1581 11.6 7.2 5.5 1.3 3.2 3.7 3.4 252.1
女性 1920 11.4 6.9 5.1 3.1 1.5 2.4 2.7 254.6

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 11.9 7.9 5.7 2.5 2.5 1.7 1.5 266.9
６５～６９歳 880 11.9 7.2 5.0 1.5 2.0 3.0 1.9 259.1
７０～７４歳 723 12.6 7.2 5.5 2.5 2.8 3.5 2.8 256.4
７５～７９歳 564 12.1 6.2 4.6 2.3 1.8 3.7 3.7 238.8
８０～８４歳 312 7.4 5.8 4.8 3.5 2.2 3.8 7.1 232.7
８５歳以上 132 7.6 6.8 6.8 2.3 0.8 4.5 8.3 222.0

〔同居形態〕
単身世帯 413 14.3 5.1 4.8 2.9 1.5 5.3 3.6 245.0
夫婦二人世帯 1342 11.9 6.8 5.5 2.2 3.0 2.8 2.1 257.5
本人と親の世帯 217 12.0 6.5 6.9 3.2 1.4 3.7 4.1 258.1
本人と子の世帯 877 10.7 7.2 5.2 1.6 2.1 2.4 2.9 254.4
本人と子と孫の世帯 566 9.9 9.2 4.2 2.8 1.8 2.8 4.2 246.6
その他 84 9.5 7.1 7.1 2.4 -  -  3.6 258.3

〔健康状態〕
良い 1011 11.5 7.3 5.1 2.7 2.1 3.0 2.7 256.8
まあ良い 844 14.6 8.2 5.9 2.3 2.7 2.3 3.3 259.7
普通 935 10.9 6.2 5.2 1.8 2.4 2.1 3.2 251.0
あまり良くない 590 8.6 6.4 4.9 2.0 1.7 5.3 2.7 245.6
良くない 121 9.1 6.6 4.1 4.1 1.7 4.1 2.5 240.5

良い（計） 1855 12.9 7.7 5.5 2.5 2.4 2.6 3.0 258.1
良くない（計） 711 8.7 6.5 4.8 2.4 1.7 5.1 2.7 244.7
〔現在の就業形態〕
農林漁業 203 10.3 7.4 3.9 2.0 0.5 3.0 4.9 246.8
自営業 406 12.3 7.6 5.4 1.7 3.0 2.2 2.5 257.6
常勤の被雇用者 214 13.1 9.3 7.5 2.3 2.3 0.9 0.9 271.0
会社等の役員 68 17.6 4.4 8.8 5.9 5.9 4.4 2.9 261.8
契約・派遣・臨時・パート 314 12.4 8.9 5.4 2.5 2.2 1.9 0.6 262.1
シルバー人材センター業務請負 55 12.7 5.5 5.5 -  1.8 1.8 1.8 270.9
内職 18 22.2 11.1 -  -  -  5.6 5.6 266.7
その他 9 11.1 -  -  11.1 -  -  -  233.3
仕事はしていない 2214 10.9 6.5 5.1 2.3 2.2 3.5 3.4 249.7

自営（計） 609 11.7 7.6 4.9 1.8 2.1 2.5 3.3 254.0
被用者（計） 528 12.7 9.1 6.3 2.5 2.3 1.5 0.8 265.7
仕事あり（計） 1287 12.6 7.9 5.6 2.3 2.3 2.2 2.2 260.0
仕事なし（計） 2214 10.9 6.5 5.1 2.3 2.2 3.5 3.4 249.7
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3074 11.3 6.8 5.3 2.3 2.2 3.0 3.1 252.9
持家（集合住宅） 106 11.3 9.4 5.7 3.8 3.8 3.8 -  267.0
賃貸住宅（一戸建て） 93 12.9 7.5 5.4 -  1.1 2.2 4.3 252.7
賃貸住宅（集合住宅） 212 13.7 9.0 4.7 2.4 1.9 2.8 2.8 258.0
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 -  14.3 -  -  14.3 14.3 -  228.6
その他 9 22.2 11.1 11.1 11.1 -  11.1 -  211.1

持家（計） 3180 11.3 6.9 5.3 2.3 2.3 3.0 3.0 253.4
賃貸住宅（計） 312 13.1 8.7 4.8 1.6 1.9 2.9 3.2 255.8
一戸建て（計） 3167 11.4 6.8 5.3 2.2 2.2 2.9 3.1 252.9
集合住宅（計） 318 12.9 9.1 5.0 2.8 2.5 3.1 1.9 261.0
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 569 13.2 7.4 5.6 4.0 3.3 3.5 3.9 252.4
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1965 11.6 6.9 5.3 2.2 2.2 3.0 2.6 253.5
 ゆとりがなく、多少心配である 744 10.8 7.4 4.6 1.6 1.2 2.6 2.7 257.9
 家計が苦しく、非常に心配である 208 10.1 7.2 6.7 1.0 2.9 3.8 3.8 244.7
 わからない 15 -  -  -  -  -  -  20.0 200.0
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1253 12.1 6.5 5.1 2.4 2.6 2.6 2.0 265.0
参加していない 2247 11.2 7.3 5.4 2.2 2.0 3.2 3.5 247.1


