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第２章 調査結果の概要 

 

１ 基本的生活 

 

（１）日常生活全般についての満足度（Ｑ１） 

日常生活全般についての満足度をみると、「満足している」が 26.4％で、「まあ満足して

いる」55.5％となっており、両方をあわせた「満足（計）」が 81.9％となっている。 

一方、「やや不満である」13.3％と、「不満である」4.7％をあわせた「不満（計）」が

18.0％となっている。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると、「満足（計）」は 0.6 ポイント低下している。 

 

図１ 日常生活全般についての満足度 (Ｑ１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居形態別にみると、「満足（計）」は「本人と子と孫」の世帯で 89.0％、「夫婦二人世

帯」で、84.8％と割合が高く、「単身世帯」で 68.0％と割合が低くなっている。 

健康状態別にみると、「満足（計）」は健康状態が良い人ほど割合が高く、「良い」で 90.6％、

「良くない」で 43.0％となっている。 

住居形態別にみると、「満足（計）」は「持家（計）」で 83.8％と割合が高く、「賃貸住

宅（計）」で 63.1％と割合が低くなっている。また、「満足（計）」は「一戸建て（計）」

で、83.3％と割合が高く、「集合住宅（計）」で 68.9％と割合が低くなっている。 

経済的状況別にみると、「満足（計）」はゆとりがある人ほど割合が高くなっている。 

現在の収入別にみると、「満足（計）」は、収入が高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、「満足（計）」は「参加している」で、90.9％と割合が

高く、「参加していない」で 76.9％と割合が低くなっている。 

 

n
満足
（計）

不満
（計）

平 成 21 年 (3,501人) 81.9 18.0

平 成 16 年 (2,862人) 82.5 17.5

平 成 11 年 (2,284人) 85.6 14.3

平 成 6 年
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(注) 平成6年は65歳以上の者が対象。
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表１ 日常生活全般についての満足度 (Ｑ１) 

 総数 満足して
いる

まあ満足
している

やや不満
である

不満であ
る

無回答 満足
（計）

不満
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 26.4 55.5 13.3 4.7 0.1 81.9 18.0
〔都市規模〕
大都市 799 25.5 57.2 12.8 4.5 -  82.7 17.3
人口１０万以上の市 1,368 28.1 54.5 12.7 4.7 -  82.6 17.4
人口１０万未満の市 883 24.2 56.1 14.3 5.2 0.2 80.3 19.5
郡部（町村） 451 27.1 54.8 14.4 3.8 -  81.8 18.2

〔性別〕
男性 1,581 24.5 56.7 13.9 4.9 0.1 81.2 18.7
女性 1,920 28.0 54.6 12.9 4.5 0.1 82.6 17.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 25.5 57.1 12.9 4.5 -  82.6 17.4
６５～６９歳 880 26.7 56.4 12.6 4.3 -  83.1 16.9
７０～７４歳 723 26.1 54.5 13.8 5.5 -  80.6 19.4
７５～７９歳 564 25.9 54.4 14.9 4.6 0.2 80.3 19.5
８０～８４歳 312 27.9 54.5 13.1 4.2 0.3 82.4 17.3
８５歳以上 132 31.1 52.3 12.1 4.5 -  83.3 16.7

〔同居形態〕
単身世帯 413 18.2 49.9 23.0 9.0 -  68.0 32.0
夫婦二人世帯 1,342 28.3 56.5 11.5 3.7 -  84.8 15.2
本人と親の世帯 217 20.7 59.0 17.1 3.2 -  79.7 20.3
本人と子の世帯 877 23.4 57.4 14.0 5.1 0.1 80.7 19.2
本人と子と孫の世帯 566 36.4 52.7 8.3 2.7 -  89.0 11.0
その他 84 16.7 59.5 11.9 10.7 1.2 76.2 22.6

〔健康状態〕
良い 1,011 42.2 48.4 6.7 2.7 -  90.6 9.4
まあ良い 844 23.6 63.4 10.9 2.1 -  87.0 13.0
普通 935 21.6 62.1 13.2 3.0 0.1 83.7 16.1
あまり良くない 590 14.1 51.0 26.8 8.0 0.2 65.1 34.7
良くない 121 11.6 31.4 21.5 35.5 -  43.0 57.0

良い（計） 1,855 33.7 55.2 8.6 2.4 -  88.9 11.1
良くない（計） 711 13.6 47.7 25.9 12.7 0.1 61.3 38.5
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3,074 27.8 56.0 12.3 3.9 0.0 83.8 16.2
持家（集合住宅） 106 32.1 50.9 16.0 0.9 -  83.0 17.0
賃貸住宅（一戸建て） 93 12.9 52.7 19.4 15.1 -  65.6 34.4
賃貸住宅（集合住宅） 212 9.9 51.9 25.0 12.7 0.5 61.8 37.7
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 -  71.4 28.6 -  -  71.4 28.6
その他 9 33.3 55.6 -  11.1 -  88.9 11.1

持家（計） 3,180 28.0 55.8 12.4 3.8 0.0 83.8 16.2
賃貸住宅（計） 312 10.6 52.6 23.4 13.1 0.3 63.1 36.5
一戸建て（計） 3,167 27.4 55.9 12.5 4.2 0.0 83.3 16.7
集合住宅（計） 318 17.3 51.6 22.0 8.8 0.3 68.9 30.8
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 569 62.2 33.4 3.3 1.1 -  95.6 4.4
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1,965 23.9 66.4 8.7 1.0 0.1 90.3 9.7
 ゆとりがなく、多少心配である 744 10.9 51.1 29.8 8.2 -  62.0 38.0
 家計が苦しく、非常に心配である 208 8.2 30.8 26.0 35.1 -  38.9 61.1
 わからない 15 26.7 33.3 13.3 20.0 6.7 60.0 33.3
〔月当たりの平均収入額〕
５万円未満 117 27.4 40.2 20.5 12.0 - 67.5 32.5
５万円～１０万円未満 356 18.3 51.1 19.1 11.2 0.3 69.4 30.3
１０万円～１５万円未満 444 18.7 55.4 17.6 8.3 - 74.1 25.9
１５万円～２０万円未満 527 24.3 55.6 15.4 4.7 - 79.9 20.1
２０万円～２５万円未満 575 28.5 58.6 11.1 1.7 - 87.1 12.9
２５万円～３０万円未満 455 22.9 61.8 12.7 2.6 - 84.6 15.4
３０万円～４０万円未満 339 34.8 53.7 10.3 1.2 - 88.5 11.5
４０万円～６０万円未満 254 36.2 54.3 7.9 1.6 - 90.6 9.4
６０万円～８０万円未満 59 40.7 55.9 1.7 1.7 - 96.6 3.4
８０万円以上 87 49.4 43.7 4.6 2.3 - 93.1 6.9
収入はない 38 21.1 57.9 15.8 5.3 - 78.9 21.1

〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 36.4 54.5 8.0 1.1 -  90.9 9.1
参加していない 2,247 20.9 56.1 16.3 6.6 0.1 76.9 23.0
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（２）どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じているか（Ｑ２） 

どの程度生きがい喜びや楽しみを感じているかをみると、「多少感じている」がほぼ半数

の 49.6％、「十分感じている」が 29.0％で、両方をあわせた「感じている（計）」が 78.6％

となった。 

一方、「あまり感じていない」が 16.9％、「まったく感じていない」が 3.2％であり、「感

じていない（計）」が 20.1％となった。 

 

図２ どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じているか (Ｑ２) 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、「感じている（計）」は、85 歳以上で 69.7％と割合が低くなってい

る。 

同居形態別にみると、「感じている（計）」は、「本人と子と孫の世帯」で 85.9％、「夫

婦二人世帯」で 81.2％と割合が高い一方で、「単身世帯」で 68.0％と低くなっている。 

健康状態別にみると、「感じている（計）」は、健康状態が良いほど割合が高く、「良い」

で 88.3％となっているが、「良くない」では 42.1％である。 

住居形態別にみると、「感じている（計）」は「持家（計）」で 80.2％、「一戸建て（計）」

で 79.6％と割合が高い一方、「賃貸住宅（計）」で 62.8％、「集合住宅（計）」で 68.2％

と低くなっている。 

現在の収入別にみると、「感じている（計）」は、収入が高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、「感じている（計）」は、「参加している」で 90.6％と

割合が高くなっている。 

近所づきあいの程度別にみると、「感じている（計）」はつきあいが多い人ほど割合が高

く、「親しくつきあっている」で 85.8％、「つきあいはほとんどない」で 51.2％となってい

る。 

親しい友人・仲間の有無別にみると、「感じている（計）」は友人・仲間を多く持ってい

るほど割合が高く、「沢山もっている」で 90.8％、「友人・仲間はもっていない」で 40.3％

となっている。 

子どもの有無別にみると、「感じている（計）」は「いる」で 79.7％と割合が高く、「い

ない」で 65.5％と割合が低くなっている。 

別居の子どもとの接触別にみると、「感じている（計）」は、「ほとんどない」で 61.2％

と割合が低くなっている。 

n

感じて
いる
（計）

感じて
いない
（計）

平 成 21 年 (3,501人) 78.6 20.129.0 49.6 16.9
3.2

1.3

あまり感じていない

十分感じている 多少感じている
わからない

まったく感じていない

(%)
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表２ どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じているか (Ｑ２) 

 総数 十分感じ
ている

多少感じ
ている

あまり感
じていな
い

まったく
感じてい
ない

わからな
い

感じてい
る（計）

感じてい
ない(計)

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 29.0 49.6 16.9 3.2 1.3 78.6 20.1
〔都市規模〕
大都市 799 30.3 49.6 16.6 3.3 0.3 79.8 19.9
人口１０万以上の市 1,368 30.0 48.4 16.9 3.1 1.7 78.4 20.0
人口１０万未満の市 883 28.0 49.5 17.4 3.6 1.5 77.5 21.1
郡部（町村） 451 25.7 53.4 16.0 2.9 2.0 79.2 18.8

〔性別〕
男性 1,581 29.2 48.5 18.0 3.3 1.1 77.7 21.3
女性 1,920 28.8 50.5 15.9 3.2 1.6 79.3 19.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 28.8 51.6 16.1 3.0 0.6 80.3 19.1
６５～６９歳 880 32.0 47.8 16.1 3.2 0.8 79.9 19.3
７０～７４歳 723 27.7 50.2 17.3 3.7 1.1 77.9 21.0
７５～７９歳 564 25.9 51.4 18.1 2.5 2.1 77.3 20.6
８０～８４歳 312 27.9 49.7 16.3 3.8 2.2 77.6 20.2
８５歳以上 132 33.3 36.4 20.5 3.8 6.1 69.7 24.2

〔同居形態〕
単身世帯 413 23.0 45.0 22.3 7.5 2.2 68.0 29.8
夫婦二人世帯 1,342 31.2 50.0 15.9 1.9 1.0 81.2 17.8
本人と親の世帯 217 25.8 52.1 19.4 1.8 0.9 77.9 21.2
本人と子の世帯 877 24.5 51.7 18.1 4.0 1.7 76.2 22.1
本人と子と孫の世帯 566 37.8 48.1 11.8 1.6 0.7 85.9 13.4
その他 84 17.9 48.8 19.0 9.5 4.8 66.7 28.6

〔健康状態〕
良い 1,011 45.9 42.4 9.8 1.4 0.5 88.3 11.2
まあ良い 844 28.9 54.9 13.7 1.4 1.1 83.8 15.2
普通 935 21.1 56.7 18.8 2.0 1.4 77.8 20.9
あまり良くない 590 16.4 46.8 26.9 7.6 2.2 63.2 34.6
良くない 121 10.7 31.4 33.1 19.0 5.8 42.1 52.1

良い（計） 1,855 38.2 48.1 11.6 1.4 0.8 86.3 13.0
良くない（計） 711 15.5 44.2 28.0 9.6 2.8 59.6 37.6
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3,074 30.2 50.0 15.6 2.9 1.3 80.2 18.5
持家（集合住宅） 106 35.8 43.4 17.9 1.9 0.9 79.2 19.8
賃貸住宅（一戸建て） 93 16.1 45.2 31.2 5.4 2.2 61.3 36.6
賃貸住宅（集合住宅） 212 14.2 48.6 27.4 8.0 1.9 62.7 35.4
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 28.6 57.1 14.3 -  -  85.7 14.3
その他 9 22.2 44.4 33.3 -  -  66.7 33.3

持家（計） 3,180 30.4 49.8 15.7 2.9 1.3 80.2 18.6
賃貸住宅（計） 312 15.1 47.8 28.2 7.1 1.9 62.8 35.3
一戸建て（計） 3,167 29.8 49.9 16.1 3.0 1.3 79.6 19.0
集合住宅（計） 318 21.4 46.9 24.2 6.0 1.6 68.2 30.2
〔月当たりの平均収入額〕
５万円未満 117 24.8 40.2 26.5 5.1 3.4 65.0 31.6
５万円～１０万円未満 356 16.9 48.0 24.4 9.3 1.4 64.9 33.7
１０万円～１５万円未満 444 20.0 51.4 20.9 5.9 1.8 71.4 26.8
１５万円～２０万円未満 527 27.3 50.7 17.8 2.5 1.7 78.0 20.3
２０万円～２５万円未満 575 27.7 53.2 16.2 1.7 1.2 80.9 17.9
２５万円～３０万円未満 455 29.5 54.1 14.5 1.8 0.2 83.5 16.3
３０万円～４０万円未満 339 38.6 47.2 12.7 0.6 0.9 85.8 13.3
４０万円～６０万円未満 254 44.5 44.1 9.8 1.2 0.4 88.6 11.0
６０万円～８０万円未満 59 57.6 39.0 3.4 -  -  96.6 3.4
８０万円以上 87 51.7 41.4 5.7 1.1 -  93.1 6.9
収入はない 38 21.1 47.4 15.8 10.5 5.3 68.4 26.3

〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 42.0 48.6 8.5 0.6 0.2 90.6 9.2
参加していない 2,247 21.7 50.2 21.5 4.7 2.0 71.9 26.2

〔近所づきあいの程度〕
親しくつきあっている 1,666 36.7 49.1 12.1 1.3 0.8 85.8 13.4
あいさつをする程度 1,620 23.1 51.7 20.2 3.5 1.4 74.9 23.7
つきあいはほとんどない 207 13.5 37.7 28.5 16.4 3.9 51.2 44.9
わからない 8 -  25.0 37.5 -  37.5 25.0 37.5
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表２ どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じているか (Ｑ２)(続き) 

 

 

 

 

総数 十分感じ
ている

多少感じ
ている

あまり感
じていな
い

まったく
感じてい
ない

わからな
い

感じてい
る（計）

感じてい
ない(計)

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 29.0 49.6 16.9 3.2 1.3 78.6 20.1
〔親しい友人・仲間の有無〕
沢山もっている 920 49.5 41.3 7.7 1.3 0.2 90.8 9.0
普通 1,700 25.9 55.6 15.5 1.6 1.3 81.6 17.1
少しもっている 696 13.2 51.9 27.4 6.0 1.4 65.1 33.5
友人・仲間はもっていない 181 14.4 26.0 35.9 17.1 6.6 40.3 53.0
わからない 4 25.0 50.0 -  -  25.0 75.0 -  

〔子どもの有無〕 
いる 3,234 29.6 50.0 16.1 3.0 1.3 79.7 19.1
いない 267 21.3 44.2 26.2 6.0 2.2 65.5 32.2

〔家族との接触頻度〕
ほとんど毎日 665 37.0 45.4 14.3 2.1 1.2 82.4 16.4
週に１回以上 876 32.9 51.0 13.2 1.9 0.9 83.9 15.2
月に１～２回 866 26.3 52.8 16.9 2.8 1.3 79.1 19.6
年に数回 426 22.5 51.6 18.1 5.4 2.3 74.2 23.5
ほとんどない 49 26.5 34.7 24.5 12.2 2.0 61.2 36.7
別居している子どもはいない 330 25.5 48.8 20.9 3.9 0.9 74.2 24.8
無回答 22 13.6 63.6 22.7 -  -  77.3 22.7
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（３）近所づきあいの程度（Ｑ３） 

近所づきあいの程度をみると、「親しくつきあっている」が 47.6％、「あいさつをする程

度」が 46.3％であった。一方で、「つきあいはほとんどない」は 5.9％であった。 

 

図３ 近所づきあいの程度 (Ｑ３) 

 

 

 

 

 

 

都市規模別にみると、「親しくつきあっている」は都市規模が小さいほど割合が高く、郡

部（町村）で 57.2％、人口 10 万未満の市で 55.2％である一方、大都市で 36.8％となってい

る。 

性別にみると、「親しくつきあっている」は、女性で 51.4％と割合が高く、男性で 42.9％

と割合が低くなっている。 

年齢階級別にみると、「あいさつをする程度」は 60～64 歳で 51.3％と割合が高く、「親

しくつきあっている」は 80～84 歳で 54.5％と高くなっている。 

健康状態別にみると、健康状態が良くない人ほど「つきあいはほとんどない」の割合が高

く、「良くない」で 19.8％となっている。 

現在の就業形態別にみると、「親しくつきあっている」は「農林漁業」で 72.4％と割合が

高く、「あいさつをする程度」は「常勤の被雇用者」で 56.5％と割合が高くなっている。 

住居形態別にみると、「親しくつきあっている」は「持家（一戸建て）」で、50.5％と割

合が高く、「あいさつをする程度」は「集合住宅（計）」で 58.5％と割合が高くなっている。 

社会参加活動の有無別にみると、「親しくつきあっている」は、「参加している」で 60.7％

と割合が高く、「あいさつをする程度」は、「参加していない」で 51.0％と割合が高くなっ

ている。また、「つきあいはほとんどない」も、「参加していない」で 8.5％と割合が高く

なっている。 

 

 

n

平 成 21 年 (3,501人) 47.6 46.3 5.9 0.2

つきあいは
ほとんどない

親しくつきあっている あいさつをする程度 (%)

わからない
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表３ 近所づきあいの程度 (Ｑ３) 

 総数 親しくつ
きあって
いる

あいさつ
をする程
度

つきあい
はほとん
どない

わからな
い

人 ％ ％ ％ ％

総数 3,501 47.6 46.3 5.9 0.2
〔都市規模〕
大都市 799 36.8 55.8 7.4 -  
人口１０万以上の市 1,368 45.8 48.2 5.6 0.3
人口１０万未満の市 883 55.2 39.6 5.1 0.1
郡部（町村） 451 57.2 36.4 5.8 0.7

〔性別〕
男性 1,581 42.9 50.8 6.0 0.3
女性 1,920 51.4 42.6 5.8 0.2

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 43.7 51.3 4.8 0.1
６５～６９歳 880 46.6 48.8 4.7 -  
７０～７４歳 723 49.4 44.8 5.5 0.3
７５～７９歳 564 49.3 44.3 6.2 0.2
８０～８４歳 312 54.5 37.5 7.7 0.3
８５歳以上 132 47.0 32.6 18.2 2.3

〔健康状態〕
良い 1,011 52.7 43.5 3.8 -  
まあ良い 844 47.2 47.6 4.7 0.5
普通 935 45.3 50.5 4.2 -  
あまり良くない 590 44.6 43.9 11.2 0.3
良くない 121 39.7 38.8 19.8 1.7

良い（計） 1,855 50.2 45.4 4.2 0.2
良くない（計） 711 43.7 43.0 12.7 0.6
〔現在の就業形態〕
農林漁業 203 72.4 25.1 1.5 1.0
自営業 406 57.4 40.6 2.0 -  
常勤の被雇用者 214 36.0 56.5 7.5 -  
会社等の役員 68 39.7 57.4 2.9 -  
契約・派遣・臨時・パート 314 40.4 53.8 5.4 0.3
シルバー人材センター業務請負 55 50.9 45.5 3.6 -  
内職 18 55.6 38.9 5.6 -  
その他 9 44.4 44.4 11.1 -  
仕事はしていない 2,214 45.8 46.9 7.1 0.2

自営（計） 609 62.4 35.5 1.8 0.3
被用者（計） 528 38.6 54.9 6.3 0.2
仕事あり（計） 1,287 50.7 45.1 3.9 0.2
仕事なし（計） 2,214 45.8 46.9 7.1 0.2
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3,074 50.5 44.6 4.6 0.2
持家（集合住宅） 106 29.2 58.5 12.3 -  
賃貸住宅（一戸建て） 93 26.9 58.1 15.1 -  
賃貸住宅（集合住宅） 212 25.0 58.5 16.5 -  
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 42.9 57.1 -  -  
その他 9 11.1 44.4 33.3 11.1

持家（計） 3,180 49.8 45.1 4.9 0.2
賃貸住宅（計） 312 26.0 58.3 15.7 -  
一戸建て（計） 3,167 49.8 45.0 4.9 0.2
集合住宅（計） 318 26.4 58.5 15.1 -  
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 60.7 37.8 1.3 0.2
参加していない 2,247 40.2 51.0 8.5 0.3

〔子どもの有無〕 

いる 3,234 48.8 45.5 5.5 0.2

いない 267 33.0 55.8 11.2 -  
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（４）親しい友人・仲間の有無（Ｑ４） 

親しい友人・仲間の有無をみると、「普通」が最も多く 48.6％であり、「沢山もっている」

が 26.3％、「少しもっている」が 19.9％、「友人・仲間はもっていない」が 5.2％であった。 

 

図４ 親しい友人・仲間の有無 (Ｑ４) 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、「友人・仲間はもっていない」は、85 歳以上で 13.6％と割合が高く

なっている。 

健康状態別にみると、「沢山もっている」は健康状態が良い人ほど割合が高く、「友人・

仲間はもっていない」は健康状態が良く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、「沢山もっている」は、「参加している」で 40.8％と割

合が高く、「少しもっている」は、「参加していない」で 25.6％と割合が高くなっている。

また、「友人・仲間はもっていない」も、「参加していない」で 7.5％と割合が高くなって

いる。 

子どもの有無別にみると、「沢山持っている」は「いない」で 19.5％と割合が低く、「少

しもっている」は「いない」で 26.6％と高くなっている。 

別居の子どもとの接触別にみると、「沢山もっている」は接触頻度が多いほど割合が高く、

「友人・仲間はもっていない」は、「ほとんどない」で 24.5％と割合が低くなっている。 

 

n

平 成 21 年 (3,501人) 26.3 48.6 19.9 5.2 0.1

少しもっている
沢山もっている 普通

(%)

わからない

友人・仲間は
もっていない
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表４ 親しい友人・仲間の有無 (Ｑ４) 

 
総数 沢山もっ

ている
普通 少しもっ

ている
友人・仲
間はもっ
ていない

わからな
い

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 26.3 48.6 19.9 5.2 0.1
〔都市規模〕
大都市 799 25.8 48.1 21.3 4.9 -  
人口１０万以上の市 1,368 26.8 47.7 19.7 5.7 0.1
人口１０万未満の市 883 27.5 47.8 19.8 4.8 0.1
郡部（町村） 451 23.1 53.4 18.2 4.9 0.4

〔性別〕
男性 1,581 26.3 48.4 18.9 6.3 0.1
女性 1,920 26.3 48.7 20.7 4.3 0.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 24.9 52.5 20.2 2.2 0.1
６５～６９歳 880 27.7 49.8 18.8 3.8 -  
７０～７４歳 723 27.8 46.9 17.3 8.0 -  
７５～７９歳 564 27.8 44.9 21.8 5.3 0.2
８０～８４歳 312 22.1 49.0 21.8 7.1 -  
８５歳以上 132 20.5 37.9 26.5 13.6 1.5

〔健康状態〕
良い 1,011 37.4 47.3 12.9 2.5 -  
まあ良い 844 26.7 50.4 19.1 3.8 0.1
普通 935 20.9 51.6 23.1 4.4 0.1
あまり良くない 590 18.0 45.1 26.1 10.7 0.2
良くない 121 13.2 40.5 28.9 16.5 0.8

良い（計） 1,855 32.5 48.7 15.7 3.1 0.1
良くない（計） 711 17.2 44.3 26.6 11.7 0.3
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 40.8 48.4 9.6 1.0 0.2
参加していない 2,247 18.2 48.6 25.6 7.5 0.1

〔子どもの有無〕 

いる 3,234 26.8 48.7 19.3 5.0 0.1

いない 267 19.5 46.8 26.6 6.7 0.4

〔家族との接触頻度〕

ほとんど毎日 665 35.2 44.8 16.2 3.8 -  

週に１回以上 876 28.5 50.5 17.1 3.9 -  

月に１～２回 866 24.1 51.8 19.1 4.8 0.1

年に数回 426 21.4 45.3 25.1 8.2 -  

ほとんどない 49 12.2 40.8 20.4 24.5 2.0

別居している子どもはいない 330 22.1 50.0 23.3 4.5 -  

子どもはいない 267 19.5 46.8 26.6 6.7 0.4

無回答 22 22.7 36.4 36.4 -  4.5
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（５）家族の中での役割（Ｑ５） 

家族の中での役割をみると、「家事を担っている」が最も高く 47.3％であり、次いで

「家族・親族の相談相手になっている」27.0％、「家族の支え手（かせぎ手）である」

20.5％、「家族や親族関係の中の長（まとめ役）である」19.7％、「小さな子どもの世

話をしている」8.7％、「病気や障害を持つ家族・親族の世話や介護をしている」7.1％

の順になっている。一方、「特に役割はない」が 20.4％となっている。 

 

図５ 家族の中での役割 (Ｑ５：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市規模別にみると、「家族・親族の相談相手になっている」は、郡部（町村）で 31.3％

と割合が高く、「家族や親族関係の中の長（まとめ役）である」は、大都市で 15.8％と割合

が低くなっている。「特に役割はない」は郡部（町村）で 24.2％と割合が高くなっている。 

性別にみると、「家族の支え手（かせぎ手）である」(男性 36.6％、女性 7.1％)、「家族

や親族関係の中の長（まとめ役）である」(男性 32.1％、女性 9.5％)、「家族・親族の相談

相手になっている」(男性 29.8％、女性 24.6％)、「特に役割はない」(男性 25.9％、女性 

15.9％)は男性の割合が高く、「家事を担っている」(男性 15.6％、女性 73.4％)は女性の割

合が高くなっている。 

年齢階級別にみると、「特に役割はない」は、年齢が高いほど割合が高くなっている。 

同居形態別にみると、「特に役割はない」は、「単身世帯」で 37.5％、「本人と子と孫の

世帯」で 26.1％と割合が高くなっている。「家族の支え手（かせぎ手）である」(37.3％)、

「家族や親族関係の中の長（まとめ役）である」(27.6％)、「病気や障害を持つ家族・親族

の世話や介護をしている」(26.7％)は、「本人と親の世帯」で割合が高くなっている。「小

さな子どもの世話をしている」は「本人と子と孫の世帯」で、20.8％と割合が高くなってい

る。 

家 事 を 担 っ て い る

家族・親族の相談相手になって
い る

家族の支え手（かせぎ手）で
あ る

家 族 や 親 族 関 係 の 中 の 長
（ ま と め 役 ） で あ る

小さな子どもの世話をしている

病気や障害を持つ家族・親族の
世 話 や 介 護 を し て い る

そ の 他

特 に 役 割 は な い

わ か ら な い

47.3

27.0

20.5

19.7

8.7

7.1

0.6

20.4

0.9 平成21年(n=3,501)
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健康状態別にみると、「特に役割はない」は健康状態が良くない人ほど割合が高くなって

いる。 

現在の就業形態別にみると、「家事を担っている」は、「契約・派遣・臨時・パート」で

54.8％、「仕事はしていない」で 50.9％と、割合が高くなっている。 

「家族の支え手（かせぎ手）である」は、「仕事あり（計）」で、41.4％と割合が高くな

っており、特に「常勤の被雇用者」で 60.3％と高くなっている。「家族や親族関係の中の長

（まとめ役）である」は、「会社等の役員」で 48.5％と割合が高くなっている。「特に役割

はない」は、「仕事はしていない」で、25.0％と割合が高くなっている。 

現在の収入別にみると、「家族・親族の相談相手になっている」、「家族の支え手（かせ

ぎ手）である」、「家族や親族関係の中の長（まとめ役）である」は収入が高いほど割合が

高くなっている。 
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表５ 家族の中での役割 (Ｑ５：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数 家事を
担ってい
る

家族・親
族の相談
相手に
なってい
る

家族の支
え手（か
せぎ手）
である

家族や親
族関係の
中の長
（まとめ
役）であ
る

小さな子
どもの世
話をして
いる

病気や障
害を持つ
家族・親
族の世話
や介護を
している

その他 特に役割
はない

わからな
い

回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 47.3 27.0 20.5 19.7 8.7 7.1 0.6 20.4 0.9 152.2
〔都市規模〕
大都市 799 50.1 25.9 18.0 15.8 6.9 6.4 0.9 20.0 1.3 145.2
人口１０万以上の市 1,368 47.6 27.6 21.6 21.0 10.0 7.2 0.4 18.6 0.5 154.5
人口１０万未満の市 883 46.3 24.7 22.1 20.3 9.1 6.9 0.5 21.7 0.9 152.4
郡部（町村） 451 43.2 31.3 18.2 22.0 7.5 8.6 0.7 24.2 1.3 157.0

〔性別〕
男性 1,581 15.6 29.8 36.6 32.1 6.0 5.2 0.5 25.9 1.1 152.9
女性 1,920 73.4 24.6 7.1 9.5 11.0 8.7 0.6 15.9 0.7 151.6

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 54.4 30.0 32.7 22.4 10.6 10.2 0.3 10.6 0.4 171.6
６５～６９歳 880 50.6 29.0 23.0 21.8 11.4 8.6 0.7 16.1 0.6 161.7
７０～７４歳 723 48.8 27.0 15.2 18.3 9.7 6.4 0.6 18.7 1.0 145.5
７５～７９歳 564 40.4 25.2 13.7 17.9 5.9 3.7 0.2 29.3 1.1 137.2
８０～８４歳 312 34.9 22.4 9.3 16.7 2.6 3.8 1.3 36.2 1.0 128.2
８５歳以上 132 27.3 11.4 5.3 11.4 0.8 3.0 1.5 50.0 4.5 115.2

〔同居形態〕
単身世帯 413 51.3 11.9 5.8 3.1 3.6 1.5 0.5 37.5 1.7 116.9
夫婦二人世帯 1,342 47.8 29.4 23.3 21.9 7.5 6.7 0.7 15.4 0.8 153.4
本人と親の世帯 217 48.4 30.0 37.3 27.6 14.3 26.7 0.5 10.6 0.5 195.9
本人と子の世帯 877 50.3 28.4 22.1 20.9 4.1 6.3 0.5 18.2 0.2 151.0
本人と子と孫の世帯 566 38.9 29.7 15.0 21.4 20.8 5.3 0.4 26.1 1.1 158.7
その他 84 41.7 22.6 22.6 23.8 7.1 13.1 2.4 26.2 3.6 163.1

〔健康状態〕
良い 1,011 52.2 33.5 25.9 25.0 9.9 6.4 0.3 13.2 0.2 166.7
まあ良い 844 47.2 27.8 23.2 21.4 9.7 6.3 0.8 18.0 0.8 155.3
普通 935 48.1 24.7 18.6 18.3 9.0 8.8 0.6 19.5 1.2 148.8
あまり良くない 590 40.7 20.3 12.5 13.4 6.3 7.6 0.7 31.9 1.5 134.9
良くない 121 32.2 15.7 8.3 5.8 2.5 4.1 -  49.6 1.7 119.8

良い（計） 1,855 49.9 30.9 24.7 23.4 9.8 6.4 0.5 15.4 0.5 161.5
良くない（計） 711 39.2 19.5 11.8 12.1 5.6 7.0 0.6 34.9 1.5 132.3
〔現在の就業形態〕
農林漁業 203 42.9 31.5 30.5 28.1 12.3 6.4 -  11.3 1.0 164.0
自営業 406 39.9 32.3 45.1 32.3 10.6 6.4 1.2 11.3 -  179.1
常勤の被雇用者 214 23.8 30.8 60.3 25.2 2.3 7.0 0.5 13.6 0.9 164.5
会社等の役員 68 32.4 44.1 54.4 48.5 4.4 2.9 -  4.4 -  191.2
契約・派遣・臨時・パート 314 54.8 28.0 31.5 19.1 7.3 6.7 1.0 14.3 0.3 163.1
シルバー人材センター業務請負 55 36.4 23.6 34.5 20.0 3.6 3.6 -  21.8 -  143.6
内職 18 66.7 22.2 11.1 16.7 -  11.1 -  5.6 -  133.3
その他 9 22.2 66.7 22.2 33.3 -  -  -  22.2 -  166.7
仕事はしていない 2,214 50.9 24.5 8.3 15.3 9.3 7.6 0.5 25.0 1.2 142.5

自営（計） 609 40.9 32.0 40.2 30.9 11.2 6.4 0.8 11.3 0.3 174.1
被用者（計） 528 42.2 29.2 43.2 21.6 5.3 6.8 0.8 14.0 0.6 163.6
仕事あり（計） 1,287 41.0 31.2 41.4 27.4 7.8 6.3 0.7 12.5 0.4 168.8
仕事なし（計） 2,214 50.9 24.5 8.3 15.3 9.3 7.6 0.5 25.0 1.2 142.5
〔月当たりの平均収入額〕
５万円未満 117 47.9 17.1 6.8 11.1 7.7 1.7 0.9 34.2 2.6 129.9
５万円～１０万円未満 356 51.1 14.0 6.2 11.0 6.7 3.7 0.8 30.3 1.4 125.3
１０万円～１５万円未満 444 43.7 21.8 12.4 13.3 6.5 6.1 0.5 31.8 1.1 137.2
１５万円～２０万円未満 527 47.8 27.7 17.6 16.7 7.2 9.3 0.4 21.3 0.6 148.6
２０万円～２５万円未満 575 45.6 30.1 23.7 20.2 9.2 7.0 0.3 16.9 0.5 153.4
２５万円～３０万円未満 455 47.9 32.7 23.5 23.1 11.2 9.7 1.1 13.2 0.7 163.1
３０万円～４０万円未満 339 49.0 33.0 28.9 26.8 11.5 9.1 0.6 12.1 0.3 171.4
４０万円～６０万円未満 254 44.5 32.3 37.4 33.1 10.2 7.1 0.8 14.2 0.4 179.9
６０万円～８０万円未満 59 50.8 39.0 33.9 32.2 11.9 5.1 -  10.2 1.7 184.7
８０万円以上 87 40.2 35.6 44.8 40.2 6.9 5.7 1.1 9.2 1.1 185.1
収入はない 38 44.7 15.8 7.9 10.5 7.9 2.6 -  31.6 5.3 126.3
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（６）別居の子どもとの接触（Ｑ６ＳＱ） 

子どもの有無について聞いたところ、「いる」は 92.4％、「いない」は 7.6％であった。

その上で、子どものいる人に対し、別居している子どもと会ったり、電話等で連絡をとる頻

度を聞いたところ、「ほとんど毎日」が 20.6％、「週に１回以上」が 27.1％、「月に１～２

回」が 26.8％、「年に数回」が 13.2％、「ほとんどない」が 1.5％であった。 

 

図６ 別居の子どもとの接触 (Ｑ６ＳＱ) 

 

 

 

 

 

 

同居形態別にみると、「週に１回以上」は、「夫婦二人世帯」で 34.3％、「単身世帯」で

34.2％と割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「年に数回」は「あまり良くない」で 17.0％と割合が高くなってい

る。 

表６ 別居の子どもとの接触 (Ｑ６ＳＱ) 

 

n

平 成 21 年 (3,234人) 20.6 27.1 26.8 13.2
1.5

10.2

0.7

ほとんどない

ほとんど毎日週に１回以上 月に１～２回

年に数回

(%)

別居している
子どもはいない

無回答

該当者 ほとんど
毎日

週に１回
以上

月に１～
２回

年に数回 ほとんど
ない

別居して
いる子ど
もはいな
い

無回答

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,234 20.6 27.1 26.8 13.2 1.5 10.2 0.7
〔都市規模〕
大都市 722 20.2 31.2 26.6 11.4 1.2 8.7 0.7
人口１０万以上の市 1,272 20.0 25.9 27.3 13.8 2.1 10.5 0.4
人口１０万未満の市 823 22.5 25.8 24.7 13.4 1.2 11.5 1.0
郡部（町村） 417 19.2 26.1 29.7 14.1 0.7 9.1 1.0

〔性別〕
男性 1,455 17.3 26.8 28.2 13.9 1.9 11.1 1.0
女性 1,779 23.3 27.3 25.6 12.6 1.2 9.5 0.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 807 20.0 29.2 25.2 10.0 1.2 13.8 0.6
６５～６９歳 794 20.3 29.7 25.3 13.7 0.6 9.7 0.6
７０～７４歳 685 21.9 24.7 28.0 13.9 1.8 9.2 0.6
７５～７９歳 535 20.0 25.8 28.4 14.4 2.6 7.9 0.9
８０～８４歳 288 19.4 22.2 29.2 16.3 2.4 9.7 0.7
８５歳以上 125 24.0 26.4 27.2 13.6 0.8 7.2 0.8

〔同居形態〕
単身世帯 307 19.5 34.2 28.3 13.4 3.9 -  0.7
夫婦二人世帯 1,232 22.2 34.3 28.7 12.9 1.3 -  0.6
本人と親の世帯 197 21.3 27.9 27.4 10.7 1.0 10.7 1.0
本人と子の世帯 876 19.6 19.1 23.6 11.9 1.3 23.9 0.7
本人と子と孫の世帯 566 18.7 20.0 27.2 15.5 1.4 16.3 0.9
その他 56 19.6 23.2 19.6 23.2 -  14.3 -  

〔健康状態〕
良い 943 22.7 29.0 26.7 9.5 0.8 10.6 0.6
まあ良い 785 20.6 26.9 26.6 14.5 0.6 10.1 0.6
普通 855 20.0 27.0 26.3 13.6 1.8 11.0 0.4
あまり良くない 541 16.6 23.5 28.8 17.0 3.1 9.6 1.3
良くない 110 25.5 30.9 21.8 12.7 3.6 4.5 0.9

良い（計） 1,728 21.8 28.0 26.7 11.8 0.8 10.4 0.6
良くない（計） 651 18.1 24.7 27.6 16.3 3.2 8.8 1.2
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（７）将来の日常生活への不安（Ｑ７） 

将来の日常生活への不安をみると、「多少不安を感じる」が 56.3％と過半数を占め最も高

く、「とても不安を感じる」15.6％と合わせた「不安を感じる（計）」が 71.9％と、７割を

超える人が不安を感じている。一方、「不安は感じない」が 28.1％となっている。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると、「不安を感じる（計）」は 4.0 ポイント高くなって

おり、前々回調査（平成 11 年）と比較すると、8.3 ポイント高くなっている。 

 

 

図７ 将来の日常生活への不安 (Ｑ７) 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、年齢が高くなるほど「不安を感じる（計）」の割合は減少傾向となって

いる。 

同居形態別にみると、「不安を感じる（計）」は、「本人と親の世帯」で 81.1％、「単身

世帯」で 77.5％と割合が高く、「本人と子と孫の世帯」では 59.2％と低くなっている。 

健康状態別にみると、「不安を感じる（計）」は、健康状態の良くない人ほど割合が高く、

「良い」で 64.6％となっているが、「良くない」では 85.1％となっている。 

住居形態別にみると、「不安を感じる（計）」は、「賃貸住宅（計）」で 83.7％と割合が

高くなっている。 

現在の収入別にみると、「不安を感じる（計）」は、経済的に心配である人ほど割合が高

く、「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」では、43.8％となっているが、

「家計が苦しく、非常に心配である」では、92.8％と９割を超え高くなっている。 

 

n

不安を
感じる
（計）

平 成 21 年 (3,501人) 71.9

平 成 16 年 (2,862人) 67.9

平 成 11 年 (2,284人) 63.6

15.6

14.1

10.8

53.8

52.8

56.3 28.1

32.1

36.4

0.0

-

-

とても不安
を感じる 多少は不安を感じる 不安は感じない (%)

無回答
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表７ 将来の日常生活への不安 (Ｑ７) 

 総数 とても不
安を感じ
る

多少不安
を感じる

不安は感
じない

無回答 不安を感
じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 15.6 56.3 28.1 0.0 71.9
〔性別〕
男性 1,581 14.4 55.6 30.0 -  70.0
女性 1,920 16.6 56.9 26.5 0.1 73.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 15.8 61.1 23.0 -  77.0
６５～６９歳 880 15.6 59.9 24.5 -  75.5
７０～７４歳 723 16.3 57.0 26.7 -  73.3
７５～７９歳 564 14.9 52.1 33.0 -  67.0
８０～８４歳 312 16.3 44.9 38.8 -  61.2
８５歳以上 132 10.6 40.9 47.7 0.8 51.5

〔同居形態〕
単身世帯 413 27.8 49.6 22.5 -  77.5
夫婦二人世帯 1,342 13.5 59.3 27.2 -  72.8
本人と親の世帯 217 17.1 64.1 18.9 -  81.1
本人と子の世帯 877 15.3 57.5 27.3 -  72.7
本人と子と孫の世帯 566 9.9 49.3 40.6 0.2 59.2
その他 84 25.0 56.0 19.0 -  81.0

〔健康状態〕
良い 1,011 10.1 54.5 35.4 -  64.6
まあ良い 844 11.4 58.9 29.6 0.1 70.3
普通 935 12.9 62.4 24.7 -  75.3
あまり良くない 590 27.6 50.8 21.5 -  78.5
良くない 121 52.1 33.1 14.9 -  85.1

良い（計） 1,855 10.7 56.5 32.8 0.1 67.2
良くない（計） 711 31.8 47.8 20.4 -  79.6
〔住居形態〕
持家（一戸建て） 3,074 14.0 56.8 29.2 0.0 70.7
持家（集合住宅） 106 11.3 57.5 31.1 -  68.9
賃貸住宅（一戸建て） 93 34.4 52.7 12.9 -  87.1
賃貸住宅（集合住宅） 212 33.5 48.1 18.4 -  81.6
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 -  100.0 -  -  100.0
その他 9 11.1 77.8 11.1 -  88.9

持家（計） 3,180 13.9 56.8 29.3 0.0 70.7
賃貸住宅（計） 312 33.0 50.6 16.3 -  83.7
一戸建て（計） 3,167 14.6 56.6 28.8 0.0 71.2
集合住宅（計） 318 26.1 51.3 22.6 -  77.4
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 569 4.4 39.4 56.2 -  43.8
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1,965 8.8 62.2 29.0 0.1 71.0
 ゆとりがなく、多少心配である 744 30.4 59.9 9.7 -  90.3
 家計が苦しく、非常に心配である 208 56.7 36.1 7.2 -  92.8
 わからない 15 20.0 26.7 53.3 -  46.7
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（８）不安を感じる理由（Ｑ７ＳＱ） 

将来に不安を感じる人の、不安を感じる理由をみると、「自分や配偶者の健康や病気のこ

と」が 77.8％と最も高く、次いで「自分や配偶者が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」52.8％、「生活のための収入のこと」33.2％、「子どもや孫などの将

来」21.3％、「頼れる人がいなくなり一人きりの暮らしになること」19.1％等の順になって

いる。 

 

図７―１ 不安を感じる理由 (Ｑ７ＳＱ：複数回答) 

 

 

 自分や配偶者の健康や病気のこと

自分や配偶者が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

子 ど も や 孫 な ど の 将 来

頼れる人がいなくなり一人きりの暮ら
し に な 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

家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓
の 管 理 や 相 続 の こ と

親 や 兄 弟 な ど の 世 話

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

家 族 と の 人 間 関 係

言葉、生活様式、人々の考え方などが
大 き く 変 わ っ て し ま う 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

無 回 答

注) *は調査時に選択肢がなく、データが存在しないもの。
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前回調査（平成 16 年）と比較すると、「子どもや孫などの将来」が 6.5 ポイント、「自分

や配偶者の健康や病気のこと」が 6.1 ポイント高くなっている。 

性別にみると、「生活のための収入のこと」は男性で 37.5％と割合が高く、「子どもや孫

などの将来」も男性で 23.7％と割合が高くなっている。 

年齢階級別にみると、「生活のための収入のこと」は 60～64 歳で 46.1％と割合が高く、

「子どもや孫などの将来」も 60～64 歳で 27.6％と割合が高くなっている。 

同居形態別にみると、「自分や配偶者の健康や病気のこと」(83.9％)、「自分や配偶者が

寝たきり等介護が必要な状態になること」(59.5％)、「頼れる人がいなくなり一人きりの暮

らしになること」(26.2％)、「社会の仕組みが大きく変わってしまうこと」(17.5％)は、「夫

婦二人世帯」で割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「自分や配偶者の健康や病気のこと」は健康状態の良くない人ほど

が高くなっている。 

住居形態別にみると、「生活のための収入のこと」は「賃貸住宅（計）」で 52.5％と高く

なっている。また、「持家（一戸建て）」で「自分や配偶者が寝たきり等介護が必要な状態

になること」が 54.5％、「家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続」が 11.0％と、

割合が高くなっている。 

経済的状況別にみると、「生活のための収入のこと」は、経済的に心配である人ほど割合

が高く、「家計が苦しく、非常に心配である」で 64.8％、「家計にゆとりがなく、多少心配

である」で 52.4％となっている。 

社会参加活動の有無別にみると、「生活のための収入のこと」は「参加していない」で、

35.2％と割合が高く、「子どもや孫などの将来」は「参加している」で 26.6％と割合が高く

なっている。 
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表７―１ 不安を感じる理由 (Ｑ７ＳＱ：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当者 自分や配偶者の
健康や病気のこ
と

自分や配偶者が
寝たきり等介護
が必要な状態に
なること

生活のための収
入のこと

子どもや孫など
の将来

頼れる人がいな
くなり一人きり
の暮らしになる
こと

社会の仕組みが
大きく変わって
しまうこと

家業、家屋、土
地・田畑や先祖
のお墓の管理や
相続

親や兄弟などの
世話

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
総数 2,516 77.8 52.8 33.2 21.3 19.1 13.7 10.1 6.0
〔性別〕
男性 1,106 76.5 52.2 37.5 23.7 18.1 15.2 11.4 7.2
女性 1,410 78.9 53.3 29.9 19.4 19.9 12.6 9.1 5.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 685 78.0 54.2 46.1 27.6 21.9 19.3 12.1 11.5
６５～６９歳 664 77.1 51.4 33.0 20.3 18.5 14.6 10.2 6.2
７０～７４歳 530 81.5 55.8 28.7 22.1 19.1 11.3 9.2 3.8
７５～７９歳 378 75.7 50.8 24.9 15.3 18.8 10.6 9.3 2.9
８０～８４歳 191 77.0 49.7 22.5 18.3 11.0 6.3 6.8 0.5
８５歳以上 68 69.1 50.0 17.6 2.9 22.1 5.9 10.3 -  

〔同居形態〕
単身世帯 320 60.6 43.8 37.2 8.4 21.3 9.1 9.1 3.1
夫婦二人世帯 977 83.9 59.5 32.5 19.9 26.2 17.5 12.3 5.2
本人と親の世帯 176 75.6 55.7 38.6 26.1 14.2 10.8 11.9 18.8
本人と子の世帯 638 78.1 50.5 36.1 29.5 15.0 13.8 8.8 5.8
本人と子と孫の世帯 335 79.1 46.9 21.5 21.2 7.5 7.8 6.9 3.9
その他 68 69.1 45.6 39.7 14.7 16.2 16.2 8.8 11.8

〔健康状態〕
良い 653 74.3 51.1 34.2 23.6 20.4 13.3 9.8 5.8
まあ良い 593 77.6 52.6 33.4 23.8 21.1 14.0 9.4 6.2
普通 704 79.3 54.8 33.0 21.2 16.9 14.9 11.8 7.2
あまり良くない 463 79.7 53.6 33.0 17.5 17.7 12.7 9.7 5.0
良くない 103 83.5 47.6 29.1 10.7 21.4 10.7 6.8 2.9
良い（計） 1,246 75.8 51.8 33.8 23.7 20.7 13.6 9.6 6.0
良くない（計） 566 80.4 52.5 32.3 16.3 18.4 12.4 9.2 4.6

〔住居形態〕
持家（一戸建て） 2,174 78.8 54.5 30.7 22.6 19.0 13.8 11.0 6.4
持家（集合住宅） 73 72.6 34.2 38.4 16.4 23.3 11.0 2.7 8.2
賃貸住宅（一戸建て） 81 71.6 46.9 48.1 8.6 21.0 8.6 6.2 -  
賃貸住宅（集合住宅） 173 71.7 43.4 54.9 13.9 19.7 15.0 4.6 3.5
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 85.7 85.7 42.9 14.3 14.3 28.6 14.3 14.3
その他 8 50.0 12.5 37.5 12.5 -  25.0 -  -  

持家（計） 2,247 78.6 53.8 31.0 22.4 19.1 13.7 10.7 6.5
賃貸住宅（計） 261 72.0 45.6 52.5 12.3 19.9 13.4 5.4 2.7
一戸建て（計） 2,255 78.5 54.2 31.4 22.1 19.0 13.6 10.8 6.2
集合住宅（計） 246 72.0 40.7 50.0 14.6 20.7 13.8 4.1 4.9
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 249 79.9 57.0 10.8 20.1 15.7 12.0 11.2 5.2
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1,395 79.4 54.4 23.8 22.1 19.0 13.1 10.4 5.8
 ゆとりがなく、多少心配である 672 74.7 50.9 52.4 22.2 21.9 15.9 10.4 7.0
 家計が苦しく、非常に心配である 193 75.1 43.0 64.8 15.0 15.0 12.4 5.7 5.7
 わからない 7 71.4 42.9 -  -  14.3 14.3 14.3 -  
〔社会参加活動の有無〕
参加している 868 79.1 54.4 29.5 26.6 19.5 18.0 11.5 7.7
参加していない 1,647 77.1 52.0 35.2 18.5 18.9 11.4 9.4 5.2

該当者 だまされたり、
犯罪に巻き込ま
れて財産を失っ
てしまう

家族との人間関
係

言葉、生活様式
などが大きく変
わってしまうこ
と

人（近隣、親
戚、友人、仲間
など）とのつき
あいのこと

その他 無回答 回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％
総数 2,516 5.5 5.1 3.9 3.5 0.8 0.4 253.3
〔性別〕
男性 1,106 5.4 5.2 4.1 4.2 0.9 0.3 261.8
女性 1,410 5.5 5.1 3.7 2.9 0.6 0.5 246.6

〔年齢別〕
６０～６４歳 685 5.0 6.0 3.6 5.8 0.3 0.3 291.7
６５～６９歳 664 6.0 4.4 3.9 3.6 0.3 0.3 249.8
７０～７４歳 530 4.7 6.4 3.8 2.6 0.8 0.4 250.2
７５～７９歳 378 6.1 4.8 4.0 2.1 1.1 0.8 227.0
８０～８４歳 191 5.8 2.1 2.6 1.0 3.7 0.5 207.9
８５歳以上 68 7.4 4.4 8.8 -  -  -  198.5

〔同居形態〕
単身世帯 320 8.8 5.3 3.4 4.7 1.3 0.3 216.3
夫婦二人世帯 977 6.0 4.8 4.7 4.2 0.3 0.2 277.3
本人と親の世帯 176 3.4 4.0 3.4 2.8 1.1 0.6 267.0
本人と子の世帯 638 4.2 4.5 2.8 2.5 0.8 0.6 253.0
本人と子と孫の世帯 335 4.8 6.3 3.0 2.4 1.5 0.6 213.1
その他 68 2.9 11.8 7.4 4.4 -  -  248.5

〔健康状態〕
良い 653 4.9 6.1 3.5 3.8 0.3 0.3 251.5
まあ良い 593 5.9 5.4 4.4 4.6 0.7 0.3 259.4
普通 704 5.7 4.3 4.0 3.3 1.0 0.6 257.8
あまり良くない 463 6.0 4.8 3.7 2.6 1.3 0.4 247.7
良くない 103 2.9 4.9 2.9 1.0 -  -  224.3
良い（計） 1,246 5.4 5.8 3.9 4.2 0.5 0.3 255.2
良くない（計） 566 5.5 4.8 3.5 2.3 1.1 0.4 243.5

〔住居形態〕
持家（一戸建て） 2,174 5.4 5.2 4.1 3.4 0.7 0.4 256.0
持家（集合住宅） 73 4.1 4.1 -  2.7 1.4 -  219.2
賃貸住宅（一戸建て） 81 4.9 3.7 1.2 3.7 1.2 -  225.9
賃貸住宅（集合住宅） 173 7.5 4.6 3.5 4.6 0.6 0.6 248.0
給与住宅（社宅・官公舎など） 7 -  -  -  14.3 -  -  314.3
その他 8 -  12.5 -  12.5 -  -  162.5

持家（計） 2,247 5.4 5.2 4.0 3.3 0.8 0.4 254.8
賃貸住宅（計） 261 6.5 4.2 2.7 4.6 0.8 0.4 242.9
一戸建て（計） 2,255 5.4 5.2 4.0 3.4 0.8 0.4 254.9
集合住宅（計） 246 6.5 4.5 2.4 4.1 0.8 0.4 239.4
〔経済的状況〕
 ゆとりがあり、心配なく暮らしている 249 4.4 5.6 5.2 4.0 0.8 1.2 233.3
 ゆとりはないが、心配なく暮らしている 1,395 5.3 4.6 3.3 3.5 0.9 0.4 245.9
 ゆとりがなく、多少心配である 672 7.1 6.4 4.8 4.2 0.3 0.1 278.3
 家計が苦しく、非常に心配である 193 2.6 4.1 3.1 0.5 1.0 0.5 248.7
 わからない 7 -  -  -  -  -  -  157.1
〔社会参加活動の有無〕
参加している 868 6.2 5.4 4.3 3.5 0.5 0.5 266.6
参加していない 1,647 5.1 5.0 3.6 3.5 0.9 0.4 246.2
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（９）日常生活を営む上で不自由を感じるときがあるか（Ｑ８） 

日常生活を営む上で不自由を感じるときがあるかをみると、「なんら不自由を感じない」

が 79.0％を占め、「普通だが少し不自由を感じるときがある」が 12.8％、「たびたび不自由

を感じる」が 5.1％、「不自由である」が 3.0％となっている。 

今回調査の「なんら不自由を感じない」は、前回調査（平成 16 年）の「普通にできる」よ

り 6.8 ポイント低くなっており、「普通だが少し不自由を感じるときがある」が 5.2 ポイン

ト高くなっている。 

 

図８ 日常生活を営む上で不自由を感じるときがあるか (Ｑ８) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると「不自由を感じる（計）」(男性 18.3％、女性 23.1％)は女性の割合が高く、

年齢階級別にみると、年齢が高い人ほど不自由を感じる割合が高い。 

同居形態別にみると、「不自由を感じる（計）」は、「単身世帯」で 32.2％と割合が高く

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不自由を感じる割合が高く、「不自由を感

じる（計）」は「良くない」で 76.0％、「あまり良くない」で 48.8％となっている。 

n

不自由
である
（計）

平 成 21 年 (3,501人) 20.9

平 成 16 年 (2,862人) 14.2

平 成 11 年 (2,284人) 14.3

注) *は、平成16年と平成11年時は「普通にできる」。
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表８ 日常生活を営む上で不自由を感じるときがあるか (Ｑ８) 

 
総数 なんら不

自由を感
じない

普通だが
少し不自
由を感じ
るときが
ある

たびたび
不自由を
感じる

不自由で
ある

無回答 不自由を
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 79.0 12.8 5.1 3.0 0.0 20.9
〔性別〕
男性 1,581 81.7 11.6 4.2 2.6 -  18.3
女性 1,920 76.9 13.8 5.9 3.4 0.1 23.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 88.9 8.0 2.2 0.9 -  11.1
６５～６９歳 880 87.0 8.2 3.0 1.8 -  13.0
７０～７４歳 723 79.5 13.1 5.1 2.2 -  20.5
７５～７９歳 564 69.9 16.3 8.9 5.0 -  30.1
８０～８４歳 312 59.0 25.3 9.3 6.4 -  41.0
８５歳以上 132 43.2 28.8 13.6 13.6 0.8 56.1

〔同居形態〕
単身世帯 413 67.8 17.4 9.2 5.6 -  32.2
夫婦二人世帯 1,342 82.7 11.5 3.6 2.2 -  17.3
本人と親の世帯 217 86.2 9.7 2.8 1.4 -  13.8
本人と子の世帯 877 77.9 13.5 6.0 2.6 -  22.1
本人と子と孫の世帯 566 78.8 12.0 5.3 3.7 0.2 21.0
その他 84 70.2 15.5 6.0 8.3 -  29.8

〔健康状態〕
良い 1,011 95.0 3.8 1.0 0.3 -  5.0
まあ良い 844 85.2 12.0 1.9 0.8 0.1 14.7
普通 935 81.0 13.8 3.7 1.5 -  19.0
あまり良くない 590 51.2 26.3 14.7 7.8 -  48.8
良くない 121 24.0 19.8 26.4 29.8 -  76.0

良い（計） 1,855 90.5 7.5 1.4 0.5 0.1 9.4
良くない（計） 711 46.6 25.2 16.7 11.5 -  53.4
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（10）不自由を感じるのはどんなときか（Ｑ８ＳＱ） 

日常生活で「不自由を感じる」、「不自由である」と答えた人が、どんなときに不自由を

感じるかをみると、「外出するとき（つえ、カート、車椅子などを使用している場合は、使

用した状態で）」が 57.6％と最も高く、次いで、「家の中を移動するとき（つえ、カート、

車椅子などを使用している場合は、使用した状態で）」23.7％、「読んだり、聞いたり、人

と会話をするとき」17.5％、「入浴をするとき」13.9％、「着替えや身だしなみを整えると

き」11.7％等の順になっている。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると「家の中を移動するとき」が 6.9 ポイント、「外出す

るとき」が 6.4 ポイント、「着替えや身だしなみを整えるとき」が 4.3 ポイント低くなり、

「その他」が 7.8 ポイント高くなっている。 

 

図８―１ 不自由を感じるのはどんなときか (Ｑ８ＳＱ：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外出するとき（つえ、カート、車椅子などを使
用している場合は、使用した状態で）
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などを使用している場合は、使用した状態で）
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入 浴 を す る と き

着 替 え や 身 だ し な み を 整 え る と き

排 泄 を す る と き

食 事 を と る と き

そ の 他

無 回 答
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都市規模別にみると、「読んだり、聞いたり、人と会話をするとき」は、人口 10 万未満の

市で 24.9％と割合が高くなっている。 

性別にみると、「外出するとき(つえ、カート、車椅子などを使用している場合は、使用し

た状態で)」(男性 47.6％、女性 64.1％)は女性の割合が高く、「読んだり、聞いたり、人と

会話をするとき」(男性 23.4％、女性 13.5％)と「着替えや身だしなみを整えるとき(男性 

16.2％、女性 8.8％)、「食事をとるとき」(男性 11.4％、女性 4.7%)は男性の割合が高くな

っている。 

年齢階級別にみると、全般に年齢が高いほど回答が多い傾向があり、特に 85 歳以上で割合

が高い傾向が顕著である。 

 

表８―１ 不自由を感じるのはどんなときか (Ｑ８ＳＱ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当者 外出する
とき
(つえ、カー
ト、車椅子な
どを使用して
いる場合は、
使用した状態
で)

家の中を
移動する
とき
(つえ、カー
ト、車椅子な
どを使用して
いる場合は、
使用した状態
で)

読んだ
り、聞い
たり、人
と会話を
するとき

入浴をす
るとき

着替えや
身だしな
みを整え
るとき

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 733 57.6 23.7 17.5 13.9 11.7
〔都市規模〕
大都市 150 60.0 24.0 12.0 14.0 10.7
人口１０万以上の市 296 58.4 22.6 14.5 14.9 11.1
人口１０万未満の市 177 52.0 28.8 24.9 13.6 13.6
郡部（町村） 110 60.9 18.2 20.9 11.8 11.8

〔性別〕
男性 290 47.6 22.1 23.4 14.1 16.2
女性 443 64.1 24.8 13.5 13.8 8.8

〔年齢別〕
６０～６４歳 99 44.4 7.1 22.2 7.1 10.1
６５～６９歳 114 48.2 20.2 18.4 8.8 11.4
７０～７４歳 148 50.7 24.3 16.9 17.6 9.5
７５～７９歳 170 62.9 27.1 15.3 13.5 12.9
８０～８４歳 128 70.3 26.6 10.9 14.1 10.9
８５歳以上 74 68.9 37.8 27.0 24.3 17.6

該当者 排泄をす
るとき

食事をと
るとき

その他 無回答 回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 733 8.6 7.4 12.0 4.4 156.8
〔都市規模〕
大都市 150 8.7 4.7 10.7 5.3 150.0
人口１０万以上の市 296 8.1 8.8 12.2 3.7 154.4
人口１０万未満の市 177 9.6 8.5 13.6 4.5 168.9
郡部（町村） 110 8.2 5.5 10.9 4.5 152.7

〔性別〕
男性 290 10.7 11.4 11.0 5.2 161.7
女性 443 7.2 4.7 12.6 3.8 153.5

〔年齢別〕
６０～６４歳 99 4.0 5.1 16.2 4.0 120.2
６５～６９歳 114 3.5 5.3 13.2 9.6 138.6
７０～７４歳 148 8.8 6.8 16.9 4.1 155.4
７５～７９歳 170 10.6 8.2 6.5 4.1 161.2
８０～８４歳 128 8.6 8.6 11.7 1.6 163.3
８５歳以上 74 17.6 10.8 8.1 2.7 214.9
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（11）福祉用具・器具の利用状況（Ｑ９） 

福祉用具・器具の利用状況をみると、「使っていない」が 88.2％を占め、「いつも使って

いる」が 8.1％、「ときどき使っている」は 3.6％となっている。 

 

図９ 福祉用具・器具の利用状況 (Ｑ９) 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、「いつも使っている」、「ときどき使っている」は年齢が高くなる

ほど割合が高くなり、「いつも使っている」は 85 歳以上で 34.1％となっている。 

健康状態別にみると、「いつも使っている」は健康状態の良くない人ほど割合が高くなっ

ている。 

 

表９ 福祉用具・器具の利用状況 (Ｑ９) 

 

n

平 成 21 年 (3,501人)

平 成 16 年 (2,862人)

平 成 11 年 (2,284人) 7.0

6.2

8.1

3.7

3.8

3.6

89.2

90.0

88.2

0.0

-

-

いつも使っている

ときどき使っている
使っていない

(%)
無回答

総数 いつも
使ってい
る

ときどき
使ってい
る

使ってい
ない

人 ％ ％ ％

総数 3,501 8.1 3.6 88.2
〔性別〕
男性 1,581 6.4 2.5 91.1
女性 1,920 9.6 4.5 85.9

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 2.2 1.0 96.7
６５～６９歳 880 4.2 1.4 94.4
７０～７４歳 723 6.4 3.2 90.5
７５～７９歳 564 12.4 6.0 81.6
８０～８４歳 312 21.5 8.7 69.9
８５歳以上 132 34.1 16.7 49.2

〔同居形態〕
単身世帯 413 15.3 4.6 80.1
夫婦二人世帯 1,342 4.8 2.9 92.3
本人と親の世帯 217 2.3 3.2 94.5
本人と子の世帯 877 8.8 4.1 87.1
本人と子と孫の世帯 566 11.5 3.9 84.6
その他 84 13.1 4.8 82.1

〔健康状態〕
良い 1,011 1.9 0.9 97.2
まあ良い 844 4.9 2.7 92.4
普通 935 7.4 4.1 88.6
あまり良くない 590 18.3 7.8 73.9

良くない 121 39.7 9.1 51.2
良い（計） 1,855 3.2 1.7 95.0
良くない（計） 711 21.9 8.0 70.0
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（12）日常活動の状況（Ｑ10） 

日常活動の状況について、「掃除や散歩など適度な活動」をみると、「とても難しいと感

じる」6.6％と「すこし難しいと感じる」10.5％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 17.0％

であり、「難しいと感じない」が 82.5％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 13.9％、女性 19.6％)は、女性の割合が

高くなっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合

が高くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 27.1％

と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人ほど難しいと感じる

割合が高くなっている。 

 

「少し重い物を持ち上げる、運ぶ」については、「とても難しいと感じる」9.5％、「すこ

し難しいと感じる」14.5％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 24.0％で、「難しいと感

じない」が 75.6％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 16.6％、女性 30.1％)は、女性の割合が

高くなっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合

が高くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 37.3％

と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人ほど難しいと感じる

割合が高くなっている。 

 

「階段を階上までのぼる」については、「とても難しいと感じる」6.6％、「すこし難しい

と感じる」12.3％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 18.9％で、「難しいと感じない」

が 80.6％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 13.3％、女性 23.5％)は、女性の割合が

高くなっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合

が高くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 30.3％

と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人ほど難しいと感じる

割合が高くなっている。 

 

「体を前に曲げる、ひざまずく」については、「とても難しいと感じる」6.0％、「すこし

難しいと感じる」11.9％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 17.9％で、「難しいと感じ

ない」が 81.7％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 12.8％、女性 22.1％)は、女性の割合が

高くなっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合

が高くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 28.8％

と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人ほど難しいと感じる

割合が高くなっている。 
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「数百メートルくらい歩く」については、「とても難しいと感じる」5.3％、「すこし難し

いと感じる」8.4％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 13.7％で、「難しいと感じない」

が 85.9％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 10.4％、女性 16.4％)は、女性の割合が

高くなっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合

が高くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 19.9％

と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人ほど、難しいと感じ

る割合が高くなっている。 

 

「自分でお風呂に入る、着替える」については、「とても難しいと感じる」2.5％、「すこ

し難しいと感じる」4.6％をあわせた「難しいと感じる（計）」が 7.1％で、「難しいと感じ

ない」が 92.4％であった。 

性別にみると、「難しいと感じる（計）」(男性 5.6％、女性 8.4％)は女性の割合が高く

なっている。年齢階級別にみると、「難しいと感じる（計）」は、年齢が高いほど割合が高

くなっている。同居形態別にみると、「難しいと感じる（計）」は、「単身世帯」で 11.4％

と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人ほど、難しいと感じ

る割合が高くなっている。 

 

図 10 日常活動の状況 (Ｑ10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

難しいと
感じる
（計）

適度な活動、例えば家や庭の掃除
をする、１～２時間散歩するなど

(3,501人) 17.0
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だりする(例えば、買い物袋など)

(3,501人) 24.0
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(１つ上の階にのぼる)

(3,501人) 18.9

体を前に曲げる、ひざまずく、
かがむ

(3,501人) 17.9

数百メートルくらい歩く (3,501人) 13.7

自分でお風呂に入ったり、着替え
たりする

(3,501人) 7.1

81.7
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92.4
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0.4

0.5
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0.5
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表 10 日常活動の状況＜掃除や散歩など適度な活動＞ (Ｑ10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 日常活動の状況＜少し重い物を持ち上げる、運ぶ＞(Ｑ10) 

 

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 6.6 10.5 82.5 0.5 17.0
〔性別〕
男性 1,581 5.9 8.0 85.5 0.6 13.9
女性 1,920 7.1 12.5 80.1 0.3 19.6

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 1.7 4.6 93.4 0.3 6.3
６５～６９歳 880 2.6 5.5 91.7 0.2 8.1
７０～７４歳 723 6.2 10.5 82.8 0.4 16.7
７５～７９歳 564 10.5 16.0 72.9 0.7 26.4
８０～８４歳 312 13.8 25.6 60.3 0.3 39.4
８５歳以上 132 34.1 23.5 40.2 2.3 57.6

〔同居形態〕
単身世帯 413 10.9 16.2 71.9 1.0 27.1
夫婦二人世帯 1,342 4.5 7.8 87.5 0.2 12.3
本人と親の世帯 217 2.8 9.7 87.6 -  12.4
本人と子の世帯 877 7.1 11.4 80.8 0.7 18.5
本人と子と孫の世帯 566 8.7 11.5 79.3 0.5 20.1
その他 84 9.5 9.5 81.0 -  19.0

〔健康状態〕
良い 1,011 1.1 2.2 96.1 0.6 3.3
まあ良い 844 3.0 8.4 88.5 0.1 11.4
普通 935 4.0 11.1 84.3 0.6 15.1
あまり良くない 590 17.8 23.1 58.6 0.5 40.8
良くない 121 43.0 27.3 29.8 -  70.2

良い（計） 1,855 1.9 5.0 92.7 0.4 7.0
良くない（計） 711 22.1 23.8 53.7 0.4 45.9

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 9.5 14.5 75.6 0.4 24.0
〔性別〕
男性 1,581 6.3 10.3 82.9 0.6 16.6
女性 1,920 12.2 17.9 69.6 0.3 30.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 2.6 8.1 89.0 0.3 10.7
６５～６９歳 880 4.5 8.1 87.2 0.2 12.6
７０～７４歳 723 9.1 15.5 75.1 0.3 24.6
７５～７９歳 564 13.1 22.9 63.3 0.7 36.0
８０～８４歳 312 24.4 26.9 48.7 -  51.3
８５歳以上 132 41.7 28.8 27.3 2.3 70.5

〔同居形態〕
単身世帯 413 17.2 20.1 62.0 0.7 37.3
夫婦二人世帯 1,342 5.8 12.7 81.1 0.3 18.6
本人と親の世帯 217 5.1 8.8 86.2 -  13.8
本人と子の世帯 877 10.5 14.4 74.7 0.5 24.9
本人と子と孫の世帯 566 12.9 16.6 70.0 0.5 29.5
その他 84 10.7 15.5 73.8 -  26.2

〔健康状態〕
良い 1,011 1.1 6.8 91.7 0.4 7.9
まあ良い 844 4.7 12.4 82.6 0.2 17.2
普通 935 7.0 16.6 75.9 0.5 23.5
あまり良くない 590 26.6 25.1 47.8 0.5 51.7
良くない 121 50.4 24.0 25.6 -  74.4

良い（計） 1,855 2.7 9.4 87.5 0.3 12.1
良くない（計） 711 30.7 24.9 44.0 0.4 55.6
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表 10 日常活動の状況＜階段を１階上までのぼる＞ (Ｑ10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 日常活動の状況＜体を前に曲げる、ひざまずく＞ (Ｑ10) 

 

 

 

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 6.6 12.3 80.6 0.5 18.9
〔性別〕
男性 1,581 5.3 8.0 86.0 0.7 13.3
女性 1,920 7.7 15.8 76.1 0.4 23.5

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 1.7 4.5 93.5 0.3 6.2
６５～６９歳 880 2.8 6.7 90.2 0.2 9.5
７０～７４歳 723 6.6 14.1 79.0 0.3 20.7
７５～７９歳 564 9.0 17.6 72.2 1.2 26.6
８０～８４歳 312 17.3 28.2 54.2 0.3 45.5
８５歳以上 132 29.5 31.8 36.4 2.3 61.4

〔同居形態〕
単身世帯 413 10.2 20.1 69.0 0.7 30.3
夫婦二人世帯 1,342 4.0 9.9 85.7 0.4 13.9
本人と親の世帯 217 3.7 6.0 90.3 -  9.7
本人と子の世帯 877 7.3 13.6 78.6 0.6 20.9
本人と子と孫の世帯 566 10.2 12.7 76.1 0.9 23.0
その他 84 7.1 11.9 81.0 -  19.0

〔健康状態〕
良い 1,011 1.1 2.7 95.8 0.4 3.8
まあ良い 844 3.4 9.8 86.3 0.5 13.3
普通 935 4.7 12.8 81.9 0.5 17.5
あまり良くない 590 16.8 28.0 54.6 0.7 44.7
良くない 121 40.5 28.9 29.8 0.8 69.4

良い（計） 1,855 2.2 5.9 91.5 0.4 8.1
良くない（計） 711 20.8 28.1 50.4 0.7 48.9

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 6.0 11.9 81.7 0.4 17.9
〔性別〕
男性 1,581 4.2 8.5 86.5 0.7 12.8
女性 1,920 7.5 14.6 77.8 0.2 22.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 1.6 5.1 92.9 0.4 6.6
６５～６９歳 880 2.6 6.8 90.2 0.3 9.4
７０～７４歳 723 5.5 12.9 81.3 0.3 18.4
７５～７９歳 564 9.0 17.0 73.4 0.5 26.1
８０～８４歳 312 14.7 26.3 59.0 -  41.0
８５歳以上 132 28.0 29.5 40.9 1.5 57.6

〔同居形態〕
単身世帯 413 10.4 18.4 70.7 0.5 28.8
夫婦二人世帯 1,342 3.4 10.0 86.4 0.2 13.3
本人と親の世帯 217 3.7 4.6 91.2 0.5 8.3
本人と子の世帯 877 6.3 13.2 79.9 0.6 19.5
本人と子と孫の世帯 566 9.4 11.8 78.3 0.5 21.2
その他 84 8.3 14.3 77.4 -  22.6

〔健康状態〕
良い 1,011 1.1 3.4 95.2 0.4 4.5
まあ良い 844 4.1 9.2 86.4 0.2 13.4
普通 935 4.0 11.6 84.0 0.5 15.5
あまり良くない 590 14.1 26.9 58.5 0.5 41.0
良くない 121 37.2 29.8 33.1 -  66.9

良い（計） 1,855 2.5 6.0 91.2 0.3 8.5
良くない（計） 711 18.0 27.4 54.1 0.4 45.4
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表 10 日常活動の状況＜数百メートルくらい歩く＞ (Ｑ10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 10 日常活動の状況＜自分でお風呂に入る、着替える＞ (Ｑ10) 

 

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 5.3 8.4 85.9 0.4 13.7
〔性別〕
男性 1,581 4.6 5.8 88.9 0.7 10.4
女性 1,920 5.8 10.6 83.4 0.2 16.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 1.5 2.8 95.4 0.3 4.3
６５～６９歳 880 1.8 4.3 93.5 0.3 6.1
７０～７４歳 723 5.9 8.4 85.3 0.3 14.4
７５～７９歳 564 7.4 12.8 79.1 0.7 20.2
８０～８４歳 312 10.6 22.1 67.0 0.3 32.7
８５歳以上 132 28.8 22.0 47.7 1.5 50.8

〔同居形態〕
単身世帯 413 8.5 11.4 79.7 0.5 19.9
夫婦二人世帯 1,342 3.4 6.8 89.6 0.2 10.1
本人と親の世帯 217 2.8 3.2 94.0 -  6.0
本人と子の世帯 877 6.3 9.5 83.7 0.6 15.7
本人と子と孫の世帯 566 7.2 9.9 82.2 0.7 17.1
その他 84 3.6 11.9 83.3 1.2 15.5

〔健康状態〕
良い 1,011 1.0 1.4 97.2 0.4 2.4
まあ良い 844 2.5 5.7 91.6 0.2 8.2
普通 935 3.6 7.7 88.2 0.4 11.3
あまり良くない 590 13.4 21.2 64.6 0.8 34.6
良くない 121 33.9 28.9 37.2 -  62.8

良い（計） 1,855 1.7 3.3 94.7 0.3 5.0
良くない（計） 711 16.9 22.5 59.9 0.7 39.4

総数 とても難
しいと感
じる

すこし難
しいと感
じる

難しいと
感じない

わからな
い

難しいと
感じる
（計）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 2.5 4.6 92.4 0.5 7.1
〔性別〕
男性 1,581 2.4 3.2 93.7 0.7 5.6
女性 1,920 2.6 5.8 91.4 0.3 8.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 0.8 1.2 97.6 0.3 2.0
６５～６９歳 880 1.1 1.4 97.2 0.3 2.5
７０～７４歳 723 2.6 4.6 92.5 0.3 7.2
７５～７９歳 564 3.2 8.5 87.6 0.7 11.7
８０～８４歳 312 3.8 11.2 84.9 -  15.1
８５歳以上 132 16.7 16.7 63.6 3.0 33.3

〔同居形態〕
単身世帯 413 3.9 7.5 87.7 1.0 11.4
夫婦二人世帯 1,342 1.9 3.1 94.7 0.2 5.1
本人と親の世帯 217 1.8 2.3 95.9 -  4.1
本人と子の世帯 877 2.4 6.3 90.6 0.7 8.7
本人と子と孫の世帯 566 3.4 4.2 91.9 0.5 7.6
その他 84 2.4 4.8 92.9 -  7.1

〔健康状態〕
良い 1,011 0.9 0.4 98.3 0.4 1.3
まあ良い 844 1.4 1.7 96.7 0.2 3.1
普通 935 1.4 3.9 94.2 0.5 5.2
あまり良くない 590 5.1 12.7 81.4 0.8 17.8
良くない 121 19.8 26.4 53.7 -  46.3

良い（計） 1,855 1.1 1.0 97.6 0.3 2.1
良くない（計） 711 7.6 15.0 76.7 0.7 22.6
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（13）通所・在宅の福祉サービスの利用経験（Ｑ11） 

通所・在宅の福祉サービスの利用経験をみると、「利用したことがない」が 95.0％を占め、

利用しているサービスでは「デイサービス」が 3.3％、「ホームヘルプサービス（訪問介護）」

が 1.7％で、このほかのサービスの利用は１％未満となっている。 

 

図 11 通所・在宅の福祉サービスの利用経験 (Ｑ11：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢階級別にみると、各サービスについて年齢が高い人ほど利用したことがある割合が高

く、「デイサービス」は 85 歳以上で 25.0％、「ホームヘルプサービス（訪問介護）」は 85

歳以上で 12.9％となっている。 

同居形態別にみると、「単身世帯」で、「デイサービス」(5.1％)と「ホームヘルプサービ

ス（訪問介護）」(5.8％)の割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「利用していない」は健康状態が良い人ほど割合が高くなっている。

「デイサービス」は「良くない」で 19.0％、同じく「ホームヘルプサービス（訪問介護）」

も「良くない」で 13.2％と高い割合となっている。 

デ イ サ ー ビ ス

ホ ー ム ヘ ル プ サ ー ビ ス
（ 訪 問 介 護 ）

配 食 サ ー ビ ス

入 浴 サ ー ビ ス

シ ョ ー ト ス テ イ サ ー ビ ス
（ 短 期 入 所 介 護 ）

在 宅 リ ハ ビ リ サ ー ビ ス

そ の 他

利 用 し た こ と は な い
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表 11 通所・在宅の福祉サービスの利用経験 (Ｑ11：複数回答) 

総数 デイサー
ビス

ホームヘ
ルプサー
ビス（訪
問介護）

入浴サー
ビス

配食サー
ビス

ショート
ステイ
サービス
（短期入
所介護）

人 ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 3.3 1.7 0.7 0.6 0.5
〔性別〕
男性 1,581 2.7 1.1 0.8 0.6 0.5
女性 1,920 3.7 2.2 0.6 0.7 0.5

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 0.2 0.1 -  -  -  
６５～６９歳 880 1.1 0.1 0.1 -  0.1
７０～７４歳 723 2.9 1.4 1.1 0.6 0.3
７５～７９歳 564 3.9 2.3 0.7 1.2 0.7
８０～８４歳 312 8.3 5.4 1.0 1.9 1.0
８５歳以上 132 25.0 12.9 6.1 3.8 5.3

〔同居形態〕
単身世帯 413 5.1 5.8 1.0 2.4 0.5
夫婦二人世帯 1,342 2.4 1.3 0.6 0.5 0.4
本人と親の世帯 217 0.5 -  -  -  -  
本人と子の世帯 877 3.3 1.0 0.7 0.1 0.2
本人と子と孫の世帯 566 4.2 0.9 0.7 0.4 1.2
その他 84 8.3 4.8 2.4 2.4 1.2

〔健康状態〕
良い 1,011 0.8 0.2 -  0.2 -  
まあ良い 844 2.4 0.6 0.5 0.4 0.5
普通 935 2.8 1.1 0.5 0.2 0.2
あまり良くない 590 6.3 4.4 1.5 1.9 0.8
良くない 121 19.0 13.2 5.0 3.3 5.0

良い（計） 1,855 1.5 0.4 0.2 0.3 0.2
良くない（計） 711 8.4 5.9 2.1 2.1 1.5

総数 在宅リハ
ビリサー
ビス

その他 利用した
ことがな
い

回答計

人 ％ ％ ％ ％

総数 3,501 0.3 0.4 95.0 102.5
〔性別〕
男性 1,581 0.2 0.6 96.2 102.6
女性 1,920 0.4 0.3 94.0 102.3

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 -  -  99.7 100.0
６５～６９歳 880 0.2 0.2 98.4 100.3
７０～７４歳 723 0.7 0.7 95.3 102.9
７５～７９歳 564 0.4 0.7 93.6 103.5
８０～８４歳 312 -  1.0 85.9 104.5
８５歳以上 132 0.8 0.8 66.7 121.2

〔同居形態〕
単身世帯 413 -  1.7 87.9 104.4
夫婦二人世帯 1,342 0.4 0.3 96.6 102.5
本人と親の世帯 217 0.5 -  99.5 100.5
本人と子の世帯 877 0.3 0.3 95.6 101.6
本人と子と孫の世帯 566 0.2 -  94.7 102.3
その他 84 -  1.2 88.1 108.3

〔健康状態〕
良い 1,011 0.1 0.2 98.6 100.1
まあ良い 844 0.2 0.4 96.7 101.5
普通 935 0.2 0.3 96.4 101.7
あまり良くない 590 0.3 0.8 89.0 105.1
良くない 121 2.5 1.7 71.9 121.5

良い（計） 1,855 0.2 0.3 97.7 100.8
良くない（計） 711 0.7 1.0 86.1 107.9
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（14）日ごろ特に心がけていること（Ｑ12） 

日ごろ特に心がけていることをみると、「健康管理（睡眠、運動、健康診断、早期治療な

ど）」が 58.8％、「食事（食べ物、回数、時間など）」が 56.5％と、ともに半数を上回り割

合が高く、次いで「近隣、友人、仲間とのつきあい」18.6％、「家族・親戚とのつきあい」

15.7％、「衣服（時候、場所、目的にあった服、おしゃれなど）」15.2％等の順となってい

る。 

前回調査（平成 16 年）と比較すると、「近隣、友人、仲間とのつきあい」が 7.3 ポイント、

「家族・親戚とのつきあい」が 1.7 ポイント低くなり、「衣服（時候、場所、目的にあった

服、おしゃれなど）」が 7.0 ポイント高くなっている。 

図 12 日ごろ特に心がけていること (Ｑ12：３つまでの複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康管理（睡眠、運動、健康診断、
早 期 治 療 な ど ）

食事（食べ物、回数、時間など）

近隣、友人、仲間とのつきあい

家 族 ・ 親 戚 と の つ き あ い

衣服（時候、場所、目的にあった服、
お し ゃ れ な ど ）

住まい（清掃、補修、庭や外周の
管 理 、 温 度 調 節 な ど ）

外 に 出 る こ と

家事（掃除、洗濯など家の中、
家 の ま わ り の 仕 事 ）

仕 事 （ 職 業 、 家 業 ）

教養、学習、趣味、スポーツ活動

社 会 奉 仕 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動

そ の 他

特 に な い
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都市規模別にみると、「健康管理（睡眠、運動、健康診断、早期治療など）」と「食事（食

べ物、回数、時間など）」、「衣服（時候、場所、目的にあった服、おしゃれなど）」、「外

に出ること」は、都市規模が大きいほど割合が高くなっている。「家族・親せきとのつきあ

い」は都市規模が小さいほど割合が低く、大都市では 16.3％であるが郡部では 13.3％となっ

ている。 

性別にみると、女性で「食事（食べ物、回数、時間など）」と「衣服（時候、場所、目的

にあった服、おしゃれなど）」、「家事（掃除、洗濯など家の中、家のまわりの仕事）」の

割合が高い。一方、「仕事（職業、家業）」、「教養、学習、趣味、スポーツ活動」、「社

会奉仕、ボランティア活動」は男性の割合が高くなっている。また、「特にない」は、男性

で 13.1％と割合が高くなっている。 

年齢階級別にみると、「健康管理（睡眠、運動、健康診断、早期治療など）」と「食事（食

べ物、回数、時間など）」は年齢が低いほどと割合が高く、「仕事（職業、家業）」は 60 歳

代で割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「食事（食べ物、回数、時間など）」、「衣服（時候、場所、目的

にあった服、おしゃれなど）」、「住まい（清掃、補修、庭や外周の管理、温度調節など）」、

「仕事（職業、家業）」、「教養、学習、趣味、スポーツ活動」、「社会奉仕、ボランティ

ア活動」は健康状態が良いほど割合が高くなっている。また、「特にない」は、健康状態が

「良くない」で 15.7％と割合が高くなっている。 

社会参加活動の有無別にみると、「近隣、友人、仲間とのつきあい」、「衣服（時候、場

所、目的にあった服、おしゃれなど）」、「教養、学習、趣味、スポーツ活動」、「社会奉

仕、ボランティア活動」は、「参加している」で割合が高くなっている。 
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表 12 日ごろ特に心がけていること (Ｑ12：３つまでの複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数 健康管理
（睡眠、
運動、健
康診断、
早期治療
など）

食事（食
べ物、回
数、時間
など）

近隣、友
人、仲間
とのつき
あい

家族・親
戚とのつ
きあい

衣服（時
候、場
所、目的
にあった
服、お
しゃれな
ど）

住まい
（清掃、
補修、庭
や外周の
管理、温
度調節な
ど）

外に出る
こと

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 58.8 56.5 18.6 15.7 15.2 13.3 12.5
〔都市規模〕
大都市 799 63.5 61.6 16.9 16.3 17.4 13.1 14.8
人口１０万以上の市 1,368 58.3 58.2 17.3 16.6 15.9 12.6 12.9
人口１０万未満の市 883 58.7 53.3 22.0 14.8 13.8 13.6 11.3
郡部（町村） 451 52.8 48.8 18.8 13.3 11.8 15.1 9.8

〔性別〕
男性 1,581 57.4 49.1 19.2 16.3 10.8 13.8 12.3
女性 1,920 60.0 62.7 18.1 15.2 18.8 12.9 12.7

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 60.7 59.4 19.4 17.8 16.0 15.5 8.2
６５～６９歳 880 62.7 59.2 17.8 14.9 17.0 14.0 13.2
７０～７４歳 723 58.5 59.2 19.9 16.2 14.8 11.2 15.1
７５～７９歳 564 55.1 52.5 19.3 14.9 13.1 13.5 13.3
８０～８４歳 312 55.4 48.1 16.3 12.8 13.1 11.5 14.7
８５歳以上 132 46.2 41.7 12.9 13.6 12.9 8.3 14.4

〔健康状態〕
良い 1,011 57.5 59.3 20.9 16.5 18.1 15.9 11.7
まあ良い 844 60.8 56.3 20.7 15.4 16.4 14.7 11.7
普通 935 58.1 56.6 17.9 16.5 12.5 12.0 13.0
あまり良くない 590 60.0 54.2 14.1 13.9 13.1 10.0 13.7
良くない 121 57.0 45.5 12.4 12.4 13.2 7.4 14.9

良い（計） 1,855 59.0 58.0 20.8 16.0 17.3 15.4 11.7
良くない（計） 711 59.5 52.7 13.8 13.6 13.1 9.6 13.9
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 61.9 59.8 25.3 16.8 18.6 12.5 12.1
参加していない 2,247 57.1 54.7 14.9 15.0 13.3 13.7 12.7

総数 家事（掃
除、洗濯
など家の
中、家の
まわりの
仕事）

仕事（職
業、家
業）

教養、学
習、趣
味、ス
ポーツ活
動

社会奉
仕、ボラ
ンティア
活動

その他 特にない 回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 11.7 11.4 10.0 4.9 0.5 10.5 239.6
〔都市規模〕
大都市 799 11.8 12.5 12.9 4.0 0.9 6.8 252.3
人口１０万以上の市 1,368 11.4 11.1 10.2 5.1 0.3 10.2 240.0
人口１０万未満の市 883 11.4 11.3 8.4 5.4 0.8 11.9 236.8
郡部（町村） 451 12.9 10.6 7.5 4.7 0.2 15.5 221.7

〔性別〕
男性 1,581 5.1 16.8 12.2 6.8 0.3 13.1 233.1
女性 1,920 17.1 7.0 8.2 3.3 0.7 8.4 245.1

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 13.0 19.4 11.3 5.5 0.3 7.9 254.5
６５～６９歳 880 12.8 13.6 10.1 6.0 0.3 7.7 249.5
７０～７４歳 723 11.2 7.2 10.7 4.8 0.4 9.8 239.0
７５～７９歳 564 9.8 6.9 8.9 4.1 0.4 14.2 225.9
８０～８４歳 312 9.6 5.1 8.0 3.5 1.0 15.1 214.4
８５歳以上 132 10.6 -  6.8 -  3.8 24.2 195.5

〔健康状態〕
良い 1,011 10.3 13.8 12.1 7.6 0.6 8.2 252.5
まあ良い 844 12.9 15.5 11.7 5.3 0.5 8.5 250.5
普通 935 12.0 9.4 9.0 3.6 -  12.4 232.9
あまり良くない 590 13.1 6.4 7.3 2.4 1.2 13.2 222.5
良くない 121 5.8 2.5 2.5 0.8 1.7 15.7 191.7

良い（計） 1,855 11.5 14.6 11.9 6.6 0.5 8.4 251.6
良くない（計） 711 11.8 5.8 6.5 2.1 1.3 13.6 217.3
〔社会参加活動の有無〕
参加している 1,253 10.6 10.0 17.2 10.6 0.2 5.7 261.5
参加していない 2,247 12.3 12.2 6.0 1.7 0.7 13.2 227.5
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（15）参加した活動（Ｑ13） 

１年間に参加した活動について聞いたところ、「活動・参加したものはない」が最も多く

46.4％であった。次いで「健康・スポーツ（体操、歩こう会、ゲートボール等）」26.0％、

「地域行事（祭りなどの地域の催しものの世話等）」19.2％、「趣味（俳句、詩吟、陶芸等）」

18.5％等が続く。 

図 13 参加した活動 (Ｑ13：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市規模別にみると、「趣味（俳句、詩吟、陶芸等）」は大都市で 22.3％、人口 10 万以

上の市で 20.4％と、都市部で割合が高くなっている。 

性別にみると、男性で、「地域行事（祭りなどの地域の催しものの世話等）」、「生活環

境改善（環境美化、緑化推進、まちづくり等）」、「教育関連・文化啓発活動（学習会、子

ども会の育成、郷土芸能の伝承等）」、「安全管理（交通安全、防犯・防災等）」、「生産・

就業（生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等）」の割合が高くなっている。

女性は、「趣味（俳句、詩吟、陶芸等）」の割合が高くなっている。 

年齢階級別にみると、「健康・スポーツ（体操、歩こう会、ゲートボール等）」、「地域

行事（祭りなどの地域の催しものの世話等）」は 60 歳代の割合が高くなっている。「活動・

参加したものはない」は年齢が高いほど割合が高く、85歳以上で75.8％、80～84歳代で59.6％

となっている。 

現在の収入別にみると、「健康・スポーツ（体操、歩こう会、ゲートボール等）」、「地

域行事（祭りなどの地域の催しものの世話等）」は、収入が高い人ほど割合が高くなってい

る。 

親しい友人・仲間の有無別にみると、いずれの活動も、友人・仲間を多く持っているほど

参加した割合が高くなっている。 

健康・スポーツ（体操、歩こう会、
ゲートボール等）

地域行事（祭りなどの地域の催しも
のの世話等）

趣味（俳句、詩吟、陶芸等）

生活環境改善（環境美化、緑化推
進、まちづくり等）

教育関連・文化啓発活動（学習会、
子ども会の育成、郷土芸能の伝承
等）

安全管理（交通安全、防犯・防災
等）

生産・就業（生きがいのための園
芸・飼育、シルバー人材センター
等）

高齢者の支援（家事援助、移送等）

子育て支援（保育への手伝い等）

その他

活動・参加したものはない

(%)
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6.5
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5.1

4.9

3.1

2.2

2.1

46.4
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表 13 参加した活動 (Ｑ13：複数回答) 

 
総数 健康・スポー

ツ（体操、歩
こう会、ゲー
トボール等）

地域行事（祭
りなどの地域
の催しものの
世話等）

趣味（俳句、
詩吟、陶芸
等）

生活環境改善
（環境美化、
緑化推進、ま
ちづくり等）

教育関連・文
化啓発活動
（学習会、子ども
会の育成、郷土芸
能の伝承等）

安全管理（交
通安全、防
犯・防災等）

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 26.0 19.2 18.5 6.5 5.6 5.1
〔都市規模〕
大都市 799 25.3 15.0 22.3 3.1 4.5 3.1
人口１０万以上の市 1,368 28.3 18.9 20.4 6.9 5.3 5.2
人口１０万未満の市 883 23.9 22.1 14.5 7.1 6.3 6.0
郡部（町村） 451 24.2 21.7 14.2 9.5 7.1 6.4

〔性別〕
男性 1,581 27.5 23.8 14.4 9.3 6.5 8.3
女性 1,920 24.7 15.4 21.9 4.1 4.9 2.4

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 29.8 24.8 19.7 8.0 6.7 6.2
６５～６９歳 880 30.8 21.5 19.0 6.9 6.7 5.6
７０～７４歳 723 27.8 18.7 18.0 7.7 6.1 5.4
７５～７９歳 564 20.7 15.1 19.0 5.1 4.3 5.0
８０～８４歳 312 14.4 10.6 17.0 2.6 3.2 1.9
８５歳以上 132 7.6 6.1 12.9 0.8 -  0.8

〔健康状態〕
良い 1,011 34.3 25.3 22.5 7.6 7.4 7.0
まあ良い 844 28.8 19.9 22.0 8.3 6.3 6.4
普通 935 24.9 18.4 17.4 5.8 5.5 4.0
あまり良くない 590 13.4 11.4 11.4 3.7 2.4 2.7
良くない 121 5.8 6.6 5.0 2.5 3.3 -  

良い（計） 1,855 31.8 22.9 22.3 7.9 6.9 6.7
良くない（計） 711 12.1 10.5 10.3 3.5 2.5 2.3
〔月当たりの平均収入額〕
５万円未満 117 12.8 8.5 13.7 2.6 0.9 3.4
５万円～１０万円未満 356 13.5 10.4 11.0 3.1 2.2 1.1
１０万円～１５万円未満 444 17.8 12.4 14.0 4.1 2.3 3.2
１５万円～２０万円未満 527 25.8 19.5 16.1 6.3 4.4 4.2
２０万円～２５万円未満 575 29.0 21.2 17.9 7.0 5.9 5.7
２５万円～３０万円未満 455 32.7 24.2 23.7 9.0 5.9 8.4
３０万円～４０万円未満 339 33.9 25.7 24.2 8.3 12.4 7.7
４０万円～６０万円未満 254 35.8 26.8 26.4 13.0 11.8 7.5
６０万円～８０万円未満 59 39.0 30.5 32.2 11.9 8.5 8.5
８０万円以上 87 33.3 27.6 21.8 6.9 9.2 3.4
収入はない 38 7.9 13.2 7.9 -  2.6 -  

〔親しい友人・仲間の有無〕
沢山もっている 920 40.1 30.2 28.3 10.7 10.1 9.1
普通 1,700 24.9 19.0 17.9 6.7 5.0 4.8
少しもっている 696 16.1 8.3 10.8 1.9 2.7 1.9
友人・仲間はもっていない 181 2.8 6.1 5.0 0.6 -  -  
わからない 4 -  25.0 -  -  -  -  

総数 生産・就業
（生きがいのため

の園芸・飼育、シ
ルバー人材セン
ター等）

高齢者の支援
（家事援助、
移送等）

子育て支援
（保育への手
伝い等）

その他 活動・参加し
たものはない

回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 3,501 4.9 3.1 2.2 2.1 46.4 139.4
〔都市規模〕
大都市 799 3.1 3.1 2.3 2.3 48.1 132.2
人口１０万以上の市 1,368 4.8 3.2 2.1 2.3 45.0 142.5
人口１０万未満の市 883 4.8 3.1 2.0 1.4 47.3 138.5
郡部（町村） 451 8.4 2.7 2.7 2.7 45.5 145.0

〔性別〕
男性 1,581 6.1 2.8 1.7 1.8 43.4 145.7
女性 1,920 3.9 3.3 2.6 2.3 48.8 134.3

〔年齢別〕
６０～６４歳 890 4.0 4.9 2.6 1.1 41.3 149.2
６５～６９歳 880 6.3 3.6 2.4 1.8 41.0 145.6
７０～７４歳 723 5.9 2.2 2.5 2.8 45.2 142.3
７５～７９歳 564 3.7 2.5 2.3 3.0 49.8 130.5
８０～８４歳 312 4.5 0.6 0.6 1.6 59.6 116.7
８５歳以上 132 1.5 -  -  3.8 75.8 109.1

〔健康状態〕
良い 1,011 6.1 4.8 3.4 1.5 35.1 155.1
まあ良い 844 4.4 3.1 1.9 2.5 41.2 144.8
普通 935 5.1 3.0 1.4 2.0 47.7 135.2
あまり良くない 590 3.1 0.7 2.0 2.7 64.4 117.8
良くない 121 5.0 0.8 1.7 1.7 77.7 109.9

良い（計） 1,855 5.3 4.0 2.7 1.9 37.9 150.4
良くない（計） 711 3.4 0.7 2.0 2.5 66.7 116.5
〔月当たりの平均収入額〕
５万円未満 117 5.1 -  2.6 4.3 61.5 115.4
５万円～１０万円未満 356 2.8 1.1 1.7 2.2 65.2 114.3
１０万円～１５万円未満 444 3.8 2.5 0.9 2.0 57.4 120.3
１５万円～２０万円未満 527 4.6 2.5 2.8 2.5 47.2 135.9
２０万円～２５万円未満 575 5.0 3.3 1.4 2.3 43.5 142.3
２５万円～３０万円未満 455 7.0 3.3 1.5 3.5 33.2 152.5
３０万円～４０万円未満 339 7.4 6.8 2.9 1.5 32.7 163.4
４０万円～６０万円未満 254 5.5 5.5 3.5 0.8 35.4 172.0
６０万円～８０万円未満 59 3.4 3.4 11.9 -  23.7 172.9
８０万円以上 87 2.3 3.4 2.3 1.1 35.6 147.1
収入はない 38 2.6 2.6 2.6 -  71.1 110.5

〔親しい友人・仲間の有無〕
沢山もっている 920 7.1 6.6 3.2 3.2 25.2 173.7
普通 1,700 4.9 2.2 2.3 2.0 45.9 135.6
少しもっている 696 2.6 1.3 0.7 1.3 65.5 113.1
友人・仲間はもっていない 181 2.2 0.6 1.7 0.6 84.5 103.9
わからない 4 -  -  25.0 -  50.0 100.0
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（16）活動に参加しなかった理由（Ｑ13ＳＱ） 

活動・参加したものはないと答えた人の参加しなかった理由をみると、「健康・体力に自

信がないから」29.2％、「家庭の事情（病院、家事、仕事）があるから」20.8％が２割以上

であった。次いで、「気軽に参加できる活動が少ないから」6.9％、「同好の友人・仲間がい

ないから」6.2％、「どのような活動が行われているか知らないから」5.6％等が続く。 

図 13―1 活動に参加しなかった理由 (Ｑ13ＳＱ：複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別にみると、「健康・体力に自信がないから」(男性 24.5％、女性 32.7％)と「家庭の

事情（病院、家事、仕事）があるから」(男性 17.8％、女性 23.1％)は女性で割合が高くな

っている。一方、「気軽に参加できる活動が少ないから」(男性 8.6％、女性 5.7％)、「特

に理由はない」(男性 38.9％、女性 29.6％)は男性で割合が高くなっている。 

年齢階級別にみると、「健康・体力に自信がないから」は年齢が高いほど割合が高く、「家

庭の事情（病院、家事、仕事）があるから」は年齢が低いほど割合が高い。 

同居形態別にみると、「健康・体力に自信がないから」は、「本人と子と孫の世帯」で 38.9％、

「単身世帯」で 36.1％と割合が高くなっている。「家庭の事情（病院、家事、仕事）がある

から」は、「本人と親の世帯」で 41.1％と割合が高くなっている。 

健康状態別にみると、「健康・体力に自信がないから」は健康状態が良くない人ほど割合

が高く、「特に理由はない」は健康状態が良い人ほど割合が高くなっている。 

健康・体力に自信がないから

家庭の事情（病院、家事、
仕事）があるから

気軽に参加できる活動が少ない
から

同好の友人・仲間がいないから

どのような活動が行われている
か知らないから

活動場所に近くないから

経費や手間がかかりすぎるから

活動に必要な技術、経験がない
から

過去に参加したが期待はずれ
だったから

そ の 他

特 に 理 由 は な い

無 回 答
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現在の就業形態別にみると、「健康・体力に自信がないから」は「仕事はしていない」で、

38.3％と割合が高く、「家庭の事情（病院、家事、仕事）があるから」は「仕事あり（計）」

で 37.4％と割合が高くなっている。 

親しい友人・仲間の有無別にみると、親しい友人をもっている人ほど、「特に理由はない」

の割合が高い。 

 

表 13―1 活動に参加しなかった理由 (Ｑ13ＳＱ：複数回答) 

 

 

 

 

該当者 健康・体
力に自信
がないか
ら

家庭の事
情（病
院、家
事、仕
事）があ
るから

気軽に参
加できる
活動が少
ないから

同好の友
人・仲間
がいない
から

どのよう
な活動が
行われて
いるか知
らないか
ら

活動場所
に近くな
いから

経費や手
間がかか
りすぎる
から

活動に必
要な技
術、経験
がないか
ら

過去に参
加したが
期待はず
れだった
から

その他 特に理由
はない

無回答 回答計

人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

総数 1,623 29.2 20.8 6.9 6.2 5.6 2.5 2.4 2.0 1.3 4.3 33.5 1.0 115.8
〔性別〕
男性 686 24.5 17.8 8.6 5.4 6.1 2.0 2.3 2.9 1.7 4.5 38.9 1.2 116.0
女性 937 32.7 23.1 5.7 6.8 5.2 2.8 2.5 1.3 1.0 4.2 29.6 1.0 115.6

〔年齢別〕
６０～６４歳 368 13.0 34.0 6.8 7.9 7.6 3.5 3.8 2.2 0.8 4.6 33.2 1.4 118.8
６５～６９歳 361 15.8 21.9 9.4 6.4 6.6 2.2 2.2 1.7 1.7 4.4 40.2 1.1 113.6
７０～７４歳 327 29.7 21.7 8.3 8.0 4.9 2.4 3.4 2.4 2.4 4.6 30.3 0.9 119.0
７５～７９歳 281 40.2 14.2 6.0 3.9 4.3 1.8 1.1 2.5 0.4 3.9 33.8 1.8 113.9
８０～８４歳 186 51.1 10.8 2.7 3.8 4.8 2.2 0.5 1.6 1.1 4.3 30.6 -  113.4
８５歳以上 100 64.0 3.0 4.0 5.0 2.0 2.0 2.0 -  1.0 3.0 26.0 -  112.0

〔同居形態〕

単身世帯 238 36.1 16.0 5.5 6.7 5.0 2.1 3.4 2.1 1.3 3.8 31.1 1.3 114.3

夫婦二人世帯 541 22.2 22.0 8.5 7.6 5.7 2.4 2.4 1.8 2.2 4.8 36.4 0.9 117.0

本人と親の世帯 90 16.7 41.1 11.1 8.9 6.7 4.4 4.4 4.4 -  4.4 27.8 -  130.0

本人と子の世帯 430 30.5 20.5 6.3 5.1 5.1 1.9 1.9 1.9 0.9 5.1 32.6 1.4 113.0

本人と子と孫の世帯 270 38.9 16.7 5.9 5.2 5.6 2.6 1.1 1.5 0.7 2.2 34.4 0.4 115.2

その他 54 31.5 20.4 -  -  9.3 5.6 5.6 1.9 -  5.6 27.8 3.7 111.1
〔健康状態〕
良い 355 8.2 28.7 8.7 7.0 6.5 2.5 3.4 2.3 2.0 5.1 40.6 1.1 116.1
まあ良い 348 18.1 24.1 7.8 8.3 5.5 2.6 2.6 2.6 2.0 5.7 33.9 1.4 114.7
普通 446 22.2 18.2 7.0 6.3 8.3 2.7 1.6 2.7 0.4 4.5 39.5 0.9 114.1
あまり良くない 380 56.3 17.9 5.0 4.7 3.2 2.4 2.6 0.5 0.8 2.6 23.4 0.5 120.0
良くない 94 73.4 3.2 4.3 1.1 -  1.1 1.1 1.1 2.1 2.1 18.1 2.1 109.6

良い（計） 703 13.1 26.5 8.3 7.7 6.0 2.6 3.0 2.4 2.0 5.4 37.3 1.3 115.4
良くない（計） 474 59.7 15.0 4.9 4.0 2.5 2.1 2.3 0.6 1.1 2.5 22.4 0.8 117.9
〔現在の就業形態〕
農林漁業 90 22.2 21.1 3.3 2.2 10.0 1.1 4.4 3.3 -  5.6 37.8 1.1 112.2
自営業 172 10.5 47.7 6.4 3.5 6.4 1.7 4.1 1.2 0.6 3.5 28.5 0.6 114.5
常勤の被雇用者 107 3.7 38.3 6.5 7.5 7.5 4.7 3.7 4.7 -  3.7 36.4 2.8 119.6
会社等の役員 26 15.4 30.8 3.8 7.7 3.8 -  -  -  3.8 7.7 42.3 -  115.4
契約・派遣・臨時・パート 129 8.5 38.8 6.2 11.6 7.8 3.1 3.1 3.1 2.3 7.8 27.1 1.6 120.9
シルバー人材センター業務請負 7 14.3 -  14.3 14.3 -  -  -  -  -  -  57.1 -  100.0
内職 5 20.0 20.0 -  -  -  -  -  -  -  -  40.0 20.0 100.0
その他 4 -  25.0 -  -  -  -  -  -  -  -  75.0 -  100.0
仕事はしていない 1,083 38.3 12.6 7.5 6.2 4.8 2.5 1.8 1.7 1.5 4.0 33.9 0.8 115.5

自営（計） 262 14.5 38.5 5.3 3.1 7.6 1.5 4.2 1.9 0.4 4.2 31.7 0.8 113.7
被用者（計） 236 6.4 38.6 6.4 9.7 7.6 3.8 3.4 3.8 1.3 5.9 31.4 2.1 120.3
仕事あり（計） 540 10.9 37.4 5.7 6.3 7.2 2.4 3.5 2.6 0.9 5.0 32.8 1.5 116.3
仕事なし（計） 1,083 38.3 12.6 7.5 6.2 4.8 2.5 1.8 1.7 1.5 4.0 33.9 0.8 115.5

〔親しい友人・仲間の有無〕

沢山もっている 232 22.0 22.0 5.2 3.9 5.2 2.6 3.4 2.2 2.6 4.3 38.4 1.7 113.4

普通 780 26.4 22.1 6.7 4.7 5.6 2.2 1.8 1.8 0.9 4.0 36.3 0.9 113.3

少しもっている 456 31.4 20.2 8.8 8.8 5.7 2.4 2.0 2.6 0.9 4.8 29.8 1.1 118.4

友人・仲間はもっていない 153 47.7 15.0 5.2 9.8 5.9 3.9 5.2 0.7 2.6 4.6 22.9 0.7 124.2

わからない 2 50.0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  50.0 -  100.0


