
２．生涯を安心・元気に暮らせるまちづくり 

（１）生活環境の満足度 

（全員の方に） 

問３．あなたは、お住まいの地域の生活環境について、どの程度満足していますか。 

（各々１つ） 
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ｎ＝1,436  平均

①緑の多さ (0.12)

②道路の整備 (0.32)

③公園や子どもの遊び場 (0.12)

④通勤・通学の便 (0.83)

⑤買い物の便 (0.70)

⑥家並み、町並み (0.37)

⑦交通の安全性 (0.10)

⑧災害時の安全性 (-0.11)

⑨公害の状況 (-0.10)

⑩治安のよさ (0.09)

⑪医者や病院の便 (0.56)

⑫スポーツ・レクリエーショ
   ン・文化施設の多さ

(0.00)

⑬あなたご自身の住宅
　 事情

(0.38)

⑭近所付き合い (0.54)

⑮全体としての「暮らしや
   すさ」
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・全体でみると、総合満足度といえる＜全体としての「暮らしやすさ」＞については、「満足してい

る」（12.6％）と「ほぼ満足している」（65.0％）を合わせた『満足（計）』（77.6％）が８割近く

となっている。個別の 14 項目についてみると、『満足（計）』は、＜通勤・通学の便＞が８割近く

と最も高く、＜買い物の便＞と＜医者や病院の便＞が７割を超えている。「少し不満である」と「不

満である」を合わせた『不満（計）』は、＜公害の状況＞、＜緑の多さ＞、＜交通の安全性＞、＜

災害時の安全性＞、＜治安のよさ＞で４割を超えている。 
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15 項目にわたる生活環境評価の比較をしやすくするため、それぞれの評価を点数化し、下記の計

算式で各項目の評価点を求めた。 

 

( ) ( )
回　答　者　数

＋「不満である」＋「少し不満である」」＋「ほぼ満足している「満足している」
評価点＝

2-1-12 ××××  

 

この計算によると、評価点は-2.00 から+2.00 の間に分布し、0.00 が中間値で、+2.00 に近いほど

評価が高く、-2.00 に近いほど評価が低いことになる。また、「わからない」は計算から除外した。 

 

15 項目の生活環境評価を評価点でみると、個別の 14 項目のうち評価が高いのは、＜通勤・通学

の便＞（0.83）、＜買い物の便＞（0.70）、＜医者や病院の便＞（0.56）、＜近所付き合い＞（0.54）

などの順となっている。一方、評価が低いのは、＜災害時の安全性＞（-0.11）、＜公害の状況＞（-0.10）、

＜スポーツ・レクリエーション・文化施設の多さ＞（0.00）などの順となっている。 

 

［生活環境の満足度（評価点）］ 
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以下、生活環境評価の評価点を地域行政センター管内別にみる。各管内ごとに、全体平均と比べ

て評価の高いベスト３の項目と、評価の低いワースト３の項目を表に掲げた。 

 

【大田北地域行政センター管内】 

 

 

 

１　位 ２　位 ３　位

ベ ス ト３ 医者や病院の便　  　　0.12
スポーツ・レクリエーショ
ン・文化施設の多さ  0.11

緑の多さ　　　　　 　 0.09

ワースト３ 買い物の便　　　   　-0.04 通勤・通学の便 　　-0.03 災害時の安全性　　 　-0.01

全体平均

大田北地域
行政センター

 

・他の管内に比べ、全体平均と 

大きな差がある項目は少ない。 

全体平均との比較では、＜買 

い物の便＞が 0.04 ポイント、 

＜通勤・通学の便＞が 0.03 ポ 

イント、＜災害時の安全性＞ 

が 0.01 ポイント下回っている。 

 

 

 

 

 

 

【大田西地域行政センター管内】 
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・全体平均よりも評価の高い項 

目が多く、特に評価が高いのは 

＜緑の多さ＞、＜治安のよさ＞、 

＜公害の状況＞、＜家並み、町 

並み＞、＜災害時の安全性＞、 

＜交通の安全性＞の６項目で、 

全体平均を 0.3～0.4 ポイント程 

度上回っている。一方、＜買い 

物の便＞は全体平均より 0.18 ポ 

イント下回っている。 
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【大田南地域行政センター管内】 

 １　位

 ス ト３ 買い物の便　　　 　   0.21 通勤・

ースト３ 緑の多さ　　　　　   -0.33 治安の

２　位 ３　位

通学の便　　　0.05
スポーツ・レクリエーショ
ン・文化施設の多さ 　-0.06

よさ　 　　　-0.27 交通の安全性　　 　　-0.26

 ベ

 ワ

 全体平均

大田南地域
行政センター

・＜買い物の便＞で 0.21 ポイント、 

＜通勤・通学の便＞で 0.05 ポイ 

ント全体平均より上回っているが、 

他の項目は全て全体平均を下回っ 

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大田東地域行政センター管内】 
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１　位 ２　位 ３　位

ベ ス ト３ 近所付き合い 　　　　 0.04 公園や子どもの遊び場 0.04
スポーツ・レクリエーショ
ン・文化施設の多さ 　 0.01

ワースト３ 公害の状況 　　　  　-0.42 緑の多さ　　　　 　-0.36 災害時の安全性　　 　-0.31

 全体平均

大田東地域
行政センター

・全体平均よりも評価の低い項目 

 が多く、特に＜公害の状況＞、 

＜緑の多さ＞、＜災害時の安全 

性＞の３項目で全体平均を0.3～ 

0.4ポイント程度下回っている。 
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［生活環境の満足度（全体としての「暮らしやすさ」）－地域行政センター管内別］ 
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・総合満足度を示す「全体としての『暮らしやすさ』」を地域行政センター管内別にみると、大田西

地域行政センター管内が全体平均を0.20ポイント上回って満足度が最も高く、次いで、大田北地

域行政センター管内、大田東地域行政センター管内、大田南地区行政センター管内の順となって

いる。 
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（２）子育て支援のために優先して取り組むべき施策 

（全員の方に） 

問４．今後、安心して子どもを育てるために区が優先して進めるべきだと思う施策は何ですか。 

（３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ＝1,436）

医療費や手当などの経済的支援

保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充

安全な遊び場の提供

子育てと就労の両立支援

子育てに対する相談体制の充実

ネットワークづくりのための親同士の交流の場の提供

その他

わからない
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・全体でみると、「医療費や手当などの経済的支援」（51.3％）が５割を超え最も高く、次いで「保

育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」（50.8％）、「安全な遊び場の提供」（48.7％）、「子

育てと就労の両立支援」（37.5％）などの順となっている。 
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［子育て支援のために優先して取り組むべき施策－性／年代別］ 
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男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)
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□医療費や手当などの
 　経済的支援
　
　

□保育所や学童保育
　 など子どもの預かり
　 施設の拡充

□安全な遊び場の提供
　

(%)(%)(%)

□子育てと就労の両立
　 支援

□子育てに対する相談
　 体制の充実
　
　

□ネットワークづくりの
　 ための親同士の交流
 　の場の提供

(%)(%)

□その他
　
　

□わからない
　

(%) (%)(%)

・性別にみると、「保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」では女性が男性より 7.1 ポイ

ント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「医療費や手当などの経済的支援」では女性で低い年代ほど割合が高い傾向

にあり、女性 20 代で７割近くとなっている。「保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」

でも女性で低い年代ほど割合が高い傾向にあり、女性 30 代で７割近くとなっている。また、「子

育てと就労の両立支援」では女性 30 代と 50 代で５割以上と他の年代と比べて高くなっている。 
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［子育て支援のために優先して取り組むべき施策－小学校入学前の子どもの同居の有無別］ 
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全　　体 (1,436)

小学校入学前の子ども
が同居している

( 154)

小学校入学前の子ども
が同居していない

(1,282)

ｎ

全　　体 (1,436)

小学校入学前の子ども
が同居している

( 154)

小学校入学前の子ども
が同居していない

(1,282)
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・小学校入学前の子どもの同居の有無別にみると、小学校入学前の子どもが同居している世帯の方

が同居していない世帯より「安全な遊び場の提供」で 23.2 ポイント、「医療費や手当などの経済

的支援」で 16.1 ポイント、「保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」で 12.9 ポイント、

それぞれ高くなっている。 
 

［子育て支援のために優先して取り組むべき施策－配偶者の有無／共働きの有無別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

配偶者がいる ( 887)

　共働きしている ( 367)

　共働きしていない ( 520)

配偶者がいない
（離・死別）

( 200)

配偶者がいない
（未婚）

( 349)

ｎ

全　　体 (1,436)

配偶者がいる ( 887)

　共働きしている ( 367)

　共働きしていない ( 520)

配偶者がいない
（離・死別）

( 200)

配偶者がいない
（未婚）

( 349)
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31.7

40.7
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37.5
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53.4

54.8
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51.0
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42.0

0 20 40 60

53.1

49.8

50.1

57.8

41.5

50.8

0 20 40 60

54.1

54.5

53.8

40.7

48.7

39.0

0 20 40 60

8.1

5.4

10.0

15.8

12.4

25.5

0 20 40 60

4.8

5.4

4.4

3.2

3.9

1.0

0 20 40 60

10.4

10.9

10.0

7.7

9.5

9.6

0 20 40 60

□医療費や手当などの
　 経済的支援
　
　

□保育所や学童保育
 　など子どもの預かり
　 施設の拡充

□安全な遊び場の提供
　

(%)(%)(%)

□子育てと就労の両立
 　支援

□子育てに対する相談
　 体制の充実
　
　

□ネットワークづくりの
　 ための親同士の交流
 　の場の提供

(%)(%)

□その他
　
　

□わからない
　

(%) (%)(%)

 
・配偶者の有無／共働きの有無別にみると、「保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」で

は共働きしている世帯が６割近く、「子育てと就労の両立支援」でも共働きしている世帯が５割近

くと他の世帯と比べて高くなっている。 
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［子育て支援のために優先して取り組むべき施策－ライフステージ別］ 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)
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43.7
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24.4

34.4

45.2
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59.5

55.0

43.5

51.3
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41.1

0 20 40 60 80

50.6

64.2

51.9

48.3

47.2

51.7
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43.1

64.2

78.6

45.0

39.0

48.7

56.7

42.8
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12.3

1.3

0.0

7.9

23.1

12.4

4.8

18.9

0 20 40 60 80

3.6

10.6

6.9

2.9

1.9

3.9

4.8

1.7

0 20 40 60 80

8.7

11.9

5.3

13.8

9.5

8.9

5.8

9.6

0 20 40 60 80

□医療費や手当などの
　 経済的支援
　
　

□保育所や学童保育
 　など子どもの預かり
　 施設の拡充

□安全な遊び場の提供
　

(%)(%)(%)

□子育てと就労の両立
　 支援

□子育てに対する相談
 　体制の充実
　
　

□ネットワークづくりの
　 ための親同士の交流
 　の場の提供

(%)(%)

□その他
　
　

□わからない
　

(%) (%)(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライフステージ別にみると、「安全な遊び場の提供」では家族成長前期で８割近く、家族形成期で

６割を超え高くなっている。また、「保育所や学童保育など子どもの預かり施設の拡充」では家族

形成期で６割半ば、「医療費や手当などの経済的支援」では家族形成期、家族成長前期、家族成長

後期で６割前後と高くなっている。 
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（３）中学校までの学校教育に期待すること 

（全員の方に） 

問５．あなたが、中学までの学校教育に期待することは何ですか。特に期待することをお選び

ください。（３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ＝1,436）

集団生活の中で、人との接し方や礼儀を身につける

友だちをつくる

学力を身につける

個性や才能を伸ばす

部活動・クラブ活動などで自主性を身につける

行事やイベントでいろいろな体験をする

体力を向上させる

適切な進路指導を行う

その他

特にない

77.0

39.4

32.4

30.8

27.6

21.9

16.8

6.9

2.4

7.3

0 20 40 60 80 100 （％）

 

・全体でみると、「集団生活の中で、人との接し方や礼儀を身につける」（77.0％）が８割近くと特

に高く、次いで「友だちをつくる」（39.4％）、「学力を身につける」（32.4％）、「個性や才能を伸

ばす」（30.8％）、「部活動・クラブ活動などで自主性を身につける」（27.6％）などの順となって

いる。 
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［中学校までの学校教育に期待すること－性／年代別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)
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29.5
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27.6
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75.0

77.9

76.3

72.9

75.8

76.9

77.0

79.8

80.5

75.6

78.5
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25.0
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25.3
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43.2
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28.5
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29.0
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7.2

7.4
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1.9

6.1

16.3

4.2
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5.2
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2.4
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4.2

1.5

3.1

0.7

1.6
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6.8

7.0

6.0

6.7

10.5

8.5

9.5

7.7
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8.5

5.1

4.4

4.6

4.9

7.3

0 20 40 60 80 100

17.2

16.4

11.9

14.4

18.4

17.1

7.4

10.8

16.8

17.8

13.6

16.3

23.1

27.8

16.9

0 20 40 60 80 100

19.3

24.3

25.0

15.4

17.5

20.2

35.8

30.0

15.3

19.4

17.7

20.7

31.4

17.8

21.9

0 20 40 60 80 100

□集団生活の中で、人と
　 の接し方や礼儀を身に
　 つける

□友だちをつくる
　

□学力を身につける
　

(%)(%)(%)

□個性や才能を伸ばす
　

□部活動・クラブ活動な
　 どで自主性を身につけ
　 る

□行事やイベントでいろ
　 いろな体験をする
　

(%)(%)

□体力を向上させる
　

□適切な進路指導を行う
　

□その他
　
　

□特にない
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

・性別にみると、「行事やイベントでいろいろな体験をする」では女性が男性より 5.0ポイント高く

なっている。 

・性／年代別にみると、「集団生活の中で、人との接し方や礼儀を身につける」では女性 60 代で８

割半ばとなっている。「友だちをつくる」では男女とも 20 代で５割を超え、「学力を身につける」

では男性 40 代でほぼ５割、「部活動・クラブ活動などで自主性を身につける」では男性の 20 代と

30 代で４割前後と他の年代と比べて高くなっている。また、「行事やイベントでいろいろな体験

をする」では女性 20 代で３割半ばとなっている。 
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［中学校までの学校教育に期待すること－小学校入学前の子どもの同居の有無別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

小学校入学前の子ども
が同居している

( 154)

小学校入学前の子ども
が同居していない

(1,282)

ｎ

全　　体 (1,436)

小学校入学前の子ども
が同居している

( 154)

小学校入学前の子ども
が同居していない

(1,282)
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□集団生活の中で、人と
　 の接し方や礼儀を身に
　 つける

□友だちをつくる
　

□学力を身につける
　

(%)(%)(%)

□個性や才能を伸ばす
　

□部活動・クラブ活動な
　 どで自主性を身につけ
　 る

□行事やイベントでいろ
　 いろな体験をする
　

(%)(%)

□体力を向上させる
　

□適切な進路指導を行う
　

□その他
　
　

□特にない
　

(%) (%)(%)(%) (%)

・小学校入学前の子どもの同居の有無別にみると、小学校入学前の子どもが同居している世帯の方

が同居していない世帯より「個性や才能を伸ばす」で 14.2 ポイント、「友だちをつくる」で 11.2

ポイント高くなっている。 

 

［中学校までの学校教育に期待すること－ライフステージ別］ 
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全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)
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全　　体 (1,436)
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家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)
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19.4

16.8

10.6

19.4

0 20 40 60 80 100

28.9

29.1

19.1

22.1

17.0

21.9

22.1

17.8

0 20 40 60 80 100

□集団生活の中で、人と
　 の接し方や礼儀を身に
　 つける

□友だちをつくる
　

□学力を身につける
　

(%)(%)(%)

□個性や才能を伸ばす
　

□部活動・クラブ活動な
　 どで自主性を身につけ
　 る

□行事やイベントでいろ
　 いろな体験をする
　

(%)(%)

□体力を向上させる
　

□適切な進路指導を行う
　

□その他
　
　

□特にない
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライフステージ別にみると、「集団生活の中で、人との接し方や礼儀を身につける」では家族成長

後期で８割半ばとなっている。また、「友だちをつくる」では家族形成期で５割を超え、「学力を

身につける」では家族成長前期で６割近くと他のステージと比べて高くなっている。 
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（４）運動・スポーツの実施頻度 

（全員の方に） 

問６．あなたは、この一年間に、どれくらいの頻度で運動・スポーツ活動をしましたか。 

なお、運動には 30 分程度の散歩なども含みます。（１つだけ） 

 
（％）

ｎ

1,43636.6 18.8 15.1 29.5

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

　　　週に１回以上 　　　月に１～３回 　　　年に数回 　　　運動・スポーツ
　　　はしていない

 

 

 

 

・全体でみると、「週に１回以上」（36.6％）が４割近く、「月に１～３回」（18.8％）が２割近く、

「年に数回」（15.1％）が１割半ば、「運動・スポーツはしていない」（29.5％）が３割となっている。 

 

［運動・スポーツの実施頻度－性／年代別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

n

全　　体 1,436

男性（計） 696

女性（計） 740

　 男性20代 84

　　　 　30代 135

　　　　 40代 104

　　　 　50代 114

　 　　　60代 130

　 　　　70歳以上 129

 　女性20代 95

　　　 　30代 130

　 　　　40代 118

　 　　　50代 129

　 　　　60代 144

　　 　　70歳以上 12445.2

49.3

50.4

28.0

26.2

23.2

48.8

40.0

34.2

29.8

27.4

27.4

38.0

35.2

36.6

8.1

13.9

10.9

20.3

23.8

25.3

5.4

22.3

18.4

24.0

27.4

33.3

16.6

21.1

18.8

0.8

5.6

11.6

18.6

23.1

27.4

6.2

10.0

14.9

26.9

22.2

22.6

13.8

16.5

15.1

46.0

31.3

27.1

33.1

26.9

24.2

39.5

27.7

32.5

19.2

23.0

16.7

31.6

27.2

29.5

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

　　　週に１回以上 　　　月に１～３回 　　　年に数回 　　　運動・スポーツ
　　　はしていない

・性別にみると、男女間で大きな差はみられない。 

・性／年代別にみると、「週に１回以上」では女性の 50 代と 60 代でほぼ５割、男性では高い年代ほ

ど割合が高い傾向にあり、男性 70 歳以上では５割近くとなっている。また、「運動・スポーツは

していない」では男女とも 70 歳以上で４割から４割半ばと他の年代と比べて高くなっている。 
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［運動・スポーツの実施頻度－職業別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

n

全　　体 1,436

　　自営業（計） 159

　　　 商工サービス業 103

　     農林水産業 2

　     自由業 54

    勤め人（計） 768

　     管理職 103

　     専門技術職 170

　     事務職 240

　     労務職・サービス職 255

    無職（計） 509

     　学生 24

　     主婦 245

　     その他（高齢者含む） 24045.0
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28.6
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17.5

27.3
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50.0

24.3

26.4

29.5

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

　　　週に１回以上 　　　月に１～３回 　　　年に数回 　　　運動・スポーツ
　　　はしていない

 

・職業別にみると、「週に１回以上」では『無職（計）』で４割を超え、「年に数回」では『勤め人（計）』でほ

ぼ２割となっている。 
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［運動・スポーツの実施頻度－ライフステージ別］ 

 

（％）

n

全　　体 1,436

独 身 期 253

家 族 形 成 期 151

家 族 成 長 前 期 131

家 族 成 長 後 期 104

家 族 成 熟 期 240

高 齢 期 377

そ の 他 18032.8
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34.6
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20.0
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　　　週に１回以上 　　　月に１～３回 　　　年に数回 　　　運動・スポーツ
　　　はしていない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライフステージ別にみると、「週に１回以上」では高いステージほど割合が高い傾向にあり、高齢

期では５割近くとなっている。また、「年に数回」では独身期、家族形成期、家族成長前期で２割

を超え、「運動・スポーツはしていない」では高齢期で４割近くとなっている。 

 

 －54－



（５）今後したいと思う運動・スポーツ 

（全員の方に） 

問７．あなたは、今後どんな運動・スポーツをしたいと思いますか。（いくつでも） 

 

（ｎ＝1,436）

ウォーキング

水泳

ハイキング・登山

ゴルフ

テニス

ジョギング

スキー・スケート

体操

野球

バドミントン

卓球

サッカー

バレーボール

柔道・剣道・弓道

その他

特にない

42.4

29.6

18.7

15.1

13.6

11.6

9.5

8.5

5.9

5.9

5.5

4.9

3.1

2.6

9.7

16.4

0 10 20 30 40 50 （％）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体でみると、「ウォーキング」（42.4％）が４割を超え最も高く、次いで「水泳」（29.6％）、「ハ

イキング・登山」（18.7％）、「ゴルフ」（15.1％）、「テニス」（13.6％）、「ジョギング」（11.6％）

などの順となっている。 

 

 －55－



［今後したいと思う運動・スポーツ－性／年代別（上位 10 項目）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

13.4

13.8

17.9

16.3

13.2

3.9

28.4

24.6

0.0

7.6

7.7

23.0

16.9

9.3

13.6

0 20 40 60 80

20.8

9.7

15.5

21.2

22.8

9.3

14.7

16.2

3.2

6.3

26.2

28.1

11.9

7.8

15.1

0 20 40 60 80

38.5

46.1

16.7

42.3

45.6

41.1

33.7

40.8

42.4

52.7

38.1

23.0

56.9

63.9

41.1

0 20 40 60 80

26.0

33.0

33.3

41.3

27.2

8.5

47.4

33.1

20.2

25.0

21.5

29.6

36.4

40.3

29.6

0 20 40 60 80

20.1

17.3

6.0

22.1

28.9

12.4

17.9

24.6

18.7

22.5

13.6

14.8

33.1

18.1

6.5

0 20 40 60 80

3.7

8.0

7.1

4.8

3.5

1.6

17.9

10.8

1.6

6.9

0.8

5.9

7.6

5.4

5.9

0 20 40 60 80

11.8

0.4

28.6

7.7

8.8

1.6

0.0

0.8

5.9

0.0

1.7

23.7

4.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80

5.5

11.4

3.6

3.8

4.4

12.4

4.2

4.6

8.5

15.5

11.9

1.5

6.2

17.4

12.1

0 20 40 60 80

10.5

8.5

21.4

8.7

14.0

2.3

18.9

13.8

9.5

3.9

13.6

11.9

8.5

3.5

0.8

0 20 40 60 80

14.8

8.6

19.0

13.5

13.2

10.1

12.6

7.7

4.8

9.7

14.6

19.3

9.3

8.5

11.6

0 20 40 60 80

□ウォーキング
　

□水泳
　
　

□ハイキング・登山
　

(%)(%)(%)

□ゴルフ
　
　

□テニス
　
　

□ジョギング
　

(%)(%)

□スキー・スケート
　

□体操
　
　

□野球
　
　

□バドミントン
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

・性別にみると、「野球」では男性が女性より 11.4 ポイント、「ゴルフ」でも男性が女性より 11.1

ポイント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「ウォーキング」では男女とも 60 代で６割前後と他の年代と比べて高くな

っている。また、「水泳」では男性 40 代、女性 20 代、女性 50 代で４割から５割近くと高く、「ハ

イキング・登山」では男性の 50 代と 60 代で３割前後となっている。 

 

 －56－



（６）食品の安全性について不安を感じること 

（全員の方に） 

問８．食品の安全性について不安を感じているものがありますか。（３つまで） 

 

（ｎ＝1,436）

輸入食品

残留農薬

食品添加物

表示

食中毒

牛海綿状脳症（ＢＳＥ：狂牛病）

汚染物質（カドミ・水銀等）

ウィルス

遺伝子組換え食品

いわゆる健康食品

動物用医薬品

その他

不安を感じているものはない

52.4

47.6

33.4

29.3

24.2

14.8

14.8

14.7

14.5

5.2

1.0

1.2

7.9

0 20 40 60 （％）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体でみると、「輸入食品」（52.4％）が５割を超え最も高く、次いで「残留農薬」（47.6％）、

「食品添加物」（33.4％）、「表示」（29.3％）、「食中毒」（24.2％）などの順となっている。 

 

 

 －57－



［食品の安全性について不安を感じること－性／年代別（上位 10 項目）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

24.7

23.8

38.1

26.0

20.2

23.3

38.9

28.5

28.2

17.4

22.3

23.0

20.3

14.0

24.2

0 20 40 60 80

29.3

29.3

25.0

38.5

28.1

24.0

42.1

31.5

22.6

25.7

30.0

30.4

26.3

31.0

29.3

0 20 40 60 80

51.3

53.5

44.0

48.1

49.1

56.6

44.2

46.9

52.4

61.2

59.3

53.3

53.1

52.8

54.8

0 20 40 60 80

43.5

51.5

35.7

47.1

42.1

36.4

46.3

49.2

47.6

49.3

52.3

45.2

62.7

53.5

47.6

0 20 40 60 80

29.6

36.9

23.8

28.8

29.8

28.7

27.4

30.0

33.4

43.4

39.0

28.1

36.2

43.8

34.7

0 20 40 60 80

5.5

4.9

2.4

1.0

3.5

10.1

2.1

1.5

5.6

6.9

10.8

3.0

5.9

6.2

5.2

0 20 40 60 80

15.1

13.9

13.1

16.3

20.2

13.2

9.5

13.8

14.5

19.4

16.1

13.3

14.6

12.5

11.3

0 20 40 60 80

14.4

15.0

15.5

17.3

17.5

10.9

21.1

20.8

14.7

9.3

12.7

13.3

13.1

19.4

7.3

0 20 40 60 80

16.1

13.6

16.7

23.1

12.3

11.6

16.8

10.0

14.8

17.8

17.8

21.5

12.3

11.1

9.7

0 20 40 60 80

12.9

16.6

15.5

18.3

14.0

10.1

9.5

19.2

14.5

20.1

12.3

9.6

18.6

15.5

14.8

0 20 40 60 80

□輸入食品
　

□残留農薬
　

□食品添加物
　

(%)(%)(%)

□表示
　
　

□食中毒
　
　

□牛海綿状脳症（ＢＳＥ：
   狂牛病）
　
　

(%)(%)

□汚染物質（カドミ・水
　 銀等）
　
　

□ウィルス
　

□遺伝子組換え食品
　

□いわゆる健康食品
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

・性別にみると、「残留農薬」では女性が男性より 8.0 ポイント、「食品添加物」でも女性が男性よ

り 7.3 ポイント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「輸入食品」では女性の 40 代と 50 代で６割前後となっている。「残留農薬」

では女性 40 代で６割を超え高くなっている。「食品添加物」では女性の 50 代と 60 代で４割を超

え、「表示」では女性で低い年代ほど割合が高い傾向にある。また、「食中毒」では男女とも 20

代で４割近くと他の年代と比べて高くなっている。 

 －58－



（７）高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動 

（全員の方に） 

問９．高齢者の方が住みなれた地域でいつまでも安心して暮らしていくために、地域の中でど

んな活動が必要だと思いますか。（いくつでも） 

 

（ｎ＝1,436）

高齢者への見守りや声かけ活動

高齢者のいきがいづくりへの支援

通院などの外出サポート活動

ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア

高齢者相談

高齢者向けの情報収集、発信

その他

特にない

わからない

56.1

48.7

47.6

43.5

28.6

27.0

3.3

4.6

6.9

0 20 40 60 （％）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体でみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」（56.1％）が５割半ばと最も高く、次いで「高

齢者のいきがいづくりへの支援」（48.7％）、「通院などの外出サポート活動」（47.6％）、「ひとり

暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」（43.5％）などの順となっている。 

 

 －59－



［高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動－地域行政センター管内別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

大田北
地域行政センター

( 493)

大田西
地域行政センター

( 358)

大田南
地域行政センター

( 434)

大田東
地域行政センター

( 151)

ｎ

全　　体 (1,436)

大田北
地域行政センター

( 493)

大田西
地域行政センター

( 358)

大田南
地域行政センター

( 434)

大田東
地域行政センター

( 151)

29.0

25.1

30.4

30.5

28.6

0 20 40 60 80

41.2

43.6

45.4

45.7

43.5

0 20 40 60 80

53.5

54.7

58.1

56.1

61.6

0 20 40 60 80

47.5

45.5

52.3

49.7

48.7

0 20 40 60 80

43.0

50.8

47.9

47.6

54.3

0 20 40 60 80

7.7

6.4

6.7

6.9

6.0

0 20 40 60 80

7.7

4.7

2.3

4.6

0.7

0 20 40 60 80

2.6

4.5

3.2

3.3

3.3

0 20 40 60 80

27.6

23.5

30.6

23.2

27.0

0 20 40 60 80

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□高齢者のいきがいづ
   くりへの支援
　
　

□通院などの外出サポ
   ート活動
　
　

(%)(%)(%)

□ひとり暮らしの高齢者
　 の話し相手ボランティア

□高齢者相談
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

 

・地域行政センター管内別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では大田南地域行政センタ

ーと大田東地域行政センターで６割前後、「高齢者のいきがいづくりへの支援」では大田南地域行

政センターで５割を超えている。また、「通院などの外出サポート活動」では大田西地域行政セン

ターと大田東地域行政センターで５割を超えている。 

 

 

 －60－



［高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動－性／年代別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

29.5

27.8

15.5

32.7

29.8

34.9

22.1

20.0

25.8

34.7

34.6

25.2

28.8

33.3

28.6

0 20 40 60 80

39.4

47.4

25.0

45.2

47.4

36.4

44.2

53.1

32.3

50.0

43.8

35.6

54.2

49.6

43.5

0 20 40 60 80

50.9

60.9

47.6

49.0

52.6

58.9

56.8

60.0

56.1

61.2

57.6

41.5

54.6

67.4

60.5

0 20 40 60 80

48.6

48.8

44.0

52.9

51.8

44.2

53.7

49.2

40.3

45.8

51.5

46.7

50.0

55.0

48.7

0 20 40 60 80

45.1

50.0

44.0

51.9

53.5

34.9

55.8

59.2

47.6

53.5

55.1

46.7

41.5

41.0

37.9

0 20 40 60 80

8.3

5.5

9.5

6.7

7.9

7.8

5.3

5.4

6.9

2.3

4.2

11.9

6.2

6.9

8.9

0 20 40 60 80

5.3

3.9

7.1

1.9

3.5

7.0

2.1

5.4

4.6

4.7

5.1

4.4

7.7

1.4

4.8

0 20 40 60 80

2.4

4.2

0.0

3.8

2.6

2.3

5.3

4.6

3.3

7.8

5.1

1.5

3.8

0.7

2.4

0 20 40 60 80

26.4

27.6

19.0

19.2

20.2

34.1

15.8

31.5

27.4

30.6

30.8

30.4

24.6

31.8

27.0

0 20 40 60 80

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

□通院などの外出サポ
   ート活動
　
　

(%)(%)(%)

□ひとり暮らしの高齢者
　 の話し相手ボランティア

□高齢者相談
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

・性別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では女性が男性より 10.0 ポイント、「ひとり暮

らしの高齢者の話し相手ボランティア」でも女性が男性より 8.0 ポイント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では女性 60 代で７割近くと高く、男性

では高い年代ほど割合が高い傾向にある。また、「通院などの外出サポート活動」では女性で低い

年代ほど割合が高い傾向にあり、女性 30 代ではほぼ６割となっている。 

 －61－



［高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動－65歳以上の方の同居の有無別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

31.7

26.3

28.6

0 20 40 60

41.6

45.0

43.5

0 20 40 60

58.4

54.3

56.1

0 20 40 60

46.9

50.0

48.7

0 20 40 60

41.2

52.4

47.6

0 20 40 60

6.7

7.1

6.9

0 20 40 60

5.0

4.3

4.6

0 20 40 60

2.9

3.7

3.3

0 20 40 60

29.4

25.2

27.0

0 20 40 60

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

□通院などの外出サポ
   ート活動
　
　

(%)(%)(%)

□ひとり暮らしの高齢者
　 の話し相手ボランティア

□高齢者相談
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

 

・65 歳以上の方の同居の有無別にみると、「通院などの外出サポート活動」では 65 歳以上の方が同

居していない世帯の方が同居している世帯より 11.2 ポイント高くなっている。 

 

［高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動 

－寝たきりの方や身体の不自由な方の同居の有無別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

寝たきりの方や身体の不自由
な方が同居している

( 55)

寝たきりの方や身体の不自由
な方が同居していない

(1,381)

ｎ

全　　体 (1,436)

寝たきりの方や身体の不自由
な方が同居している

( 55)

寝たきりの方や身体の不自由
な方が同居していない

(1,381)

41.8

28.1

28.6

0 20 40 60 80

56.4

43.0

43.5

0 20 40 60 80

70.9

55.5

56.1

0 20 40 60 80

45.5

48.8

48.7

0 20 40 60 80

60.0

47.1

47.6

0 20 40 60 80

1.8

7.1

6.9

0 20 40 60 80

1.8

4.7

4.6

0 20 40 60 80

7.3

3.2

3.3

0 20 40 60 80

34.5

26.7

27.0

0 20 40 60 80

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

□通院などの外出サポ
   ート活動
　
　

(%)(%)(%)

□ひとり暮らしの高齢者
　 の話し相手ボランティア

□高齢者相談
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

 

・寝たきりの方や身体の不自由な方の同居の有無別にみると、寝たきりの方や身体の不自由な方が

同居している世帯では「高齢者への見守りや声かけ活動」がほぼ７割、「通院などの外出サポート

活動」が６割となっている。 
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［高齢者が地域で安心して暮らしていくために必要だと思う地域活動－ライフステージ別］ 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)

21.7

19.9

23.7

33.8

30.8

36.1

31.7

28.6

0 20 40 60 80

36.8

45.0

46.6

53.8

36.1

46.1

52.9

43.5

0 20 40 60 80

49.8

55.6

48.1

63.3

58.4

56.1

55.8

56.7

0 20 40 60 80

47.0

53.6

53.4

52.1

43.8

48.9

49.0

48.7

0 20 40 60 80

49.4

55.0

55.0

49.6

36.9

47.6

59.6

46.7

0 20 40 60 80

10.3

4.0

3.8

4.2

8.5

6.9

6.7

7.2

0 20 40 60 80

4.3

5.3

4.6

2.1

5.3

4.6

6.7

5.0

0 20 40 60 80

2.0

3.3

4.6

2.9

2.7

3.3

3.8

6.1

0 20 40 60 80

24.9

25.2

22.1

21.7

32.6

28.9

29.8

27.0

0 20 40 60 80

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

□通院などの外出サポ
   ート活動
　
　

(%)(%)(%)

□ひとり暮らしの高齢者
　 の話し相手ボランティア

□高齢者相談
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライフステージ別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では家族成熟期で６割を超え、「通

院などの外出サポート活動」では家族成長後期で６割となっている。また、「ひとり暮らしの高齢

者の話し相手ボランティア」では家族成長後期と家族成熟期で５割を超え他のステージと比べて

高くなっている。 
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（８）高齢者が地域で安心して暮らしていくために協力できる地域活動 

（全員の方に） 

問10．前問の項目であなたが協力してもよいと思うものは何ですか。（いくつでも） 

 

（ｎ＝1,436）

高齢者への見守りや声かけ活動

ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア

高齢者のいきがいづくりへの支援

通院などの外出サポート活動

高齢者向けの情報収集、発信

高齢者相談

その他

特にない

わからない

44.7

23.4

20.3

13.9

9.9

6.5

1.5

17.1

16.3

0 10 20 30 40 50 （％）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体でみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」（44.7％）が４割半ばと最も高く、次いで「ひ

とり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」（23.4％）、「高齢者のいきがいづくりへの支援」

（20.3％）、「通院などの外出サポート活動」（13.9％）などの順となっている。 
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［高齢者が地域で安心して暮らしていくために協力できる地域活動－地域行政センター管内別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

大田北
地域行政センター

( 493)

大田西
地域行政センター

( 358)

大田南
地域行政センター

( 434)

大田東
地域行政センター

( 151)

ｎ

全　　体 (1,436)

大田北
地域行政センター

( 493)

大田西
地域行政センター

( 358)

大田南
地域行政センター

( 434)

大田東
地域行政センター

( 151)

9.9

9.2

11.1

7.9

9.9

0 20 40 60

12.8

13.7

15.0

14.6

13.9

0 20 40 60

42.4

44.1

45.6

44.7

51.0

0 20 40 60

21.5

23.2

27.0

19.9

23.4

0 20 40 60

18.3

22.3

21.9

20.3

17.2

0 20 40 60

17.4

12.6

17.3

16.3

18.5

0 20 40 60

21.3

19.6

11.8

17.1

12.6

0 20 40 60

0.8

2.2

2.1

1.5

0.0

0 20 40 60

6.9

6.1

6.2

6.6

6.5

0 20 40 60

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□ひとり暮らしの高齢者
 　の話し相手ボランティア

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

(%)(%)(%)

□通院などの外出サポ
 　ート活動
　
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

□高齢者相談
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

・地域行政センター管内別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では大田東地域行政センタ

ーで５割を超えている。 
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［高齢者が地域で安心して暮らしていくために協力できる地域活動－性／年代別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

11.9

8.0

10.7

10.6

7.0

13.2

7.4

12.3

4.8

6.3

13.8

14.8

7.6

9.3

9.9

0 20 40 60

13.2

14.5

15.5

15.4

14.0

10.9

15.8

13.1

5.6

13.9

13.1

11.9

20.3

18.6

13.9

0 20 40 60

40.1

49.1

36.9

39.4

46.5

31.8

44.2

49.2

44.7

59.7

51.7

36.3

49.2

57.6

29.0

0 20 40 60

16.4

30.0

16.7

16.3

21.1

12.4

35.8

25.4

18.5

36.8

20.0

12.6

29.7

34.1

23.4

0 20 40 60

22.7

18.0

21.4

26.9

28.9

19.4

20.0

13.1

20.3

22.5

21.2

17.0

23.8

18.8

12.9

0 20 40 60

17.8

14.9

15.5

18.3

16.7

21.7

17.9

18.5

16.3

7.0

15.3

23.7

10.0

13.2

18.5

0 20 40 60

19.8

14.5

20.2

17.3

12.3

28.7

8.4

13.8

17.1

11.6

9.3

17.8

21.5

9.0

33.9

0 20 40 60

1.0

1.9

0.0

0.0

0.0

1.6

2.1

3.1

1.5

1.6

1.7

2.2

1.5

0.0

3.2

0 20 40 60

6.5

6.5

0.0

9.6

4.4

8.5

9.5

3.8

3.2

7.6

10.0

4.4

5.1

10.1

6.5

0 20 40 60

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□ひとり暮らしの高齢者
 　の話し相手ボランティア

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

(%)(%)(%)

□通院などの外出サポ
 　ート活動
　
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

□高齢者相談
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

・性別にみると、「ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」では女性が男性より 13.6 ポイ

ント高く、「高齢者への見守りや声かけ活動」でも女性が男性より 9.0 ポイント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では女性の 50 代と 60 代で６割近くと高

く、「ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」では女性の 20 代、50 代、60 代で３割半ば

と他の年代と比べて高くなっている。また、「特にない」では男女とも 70 歳以上で３割前後とな

っている。 
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［高齢者が地域で安心して暮らしていくために協力できる地域活動－65歳以上の方の同居の有無別］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

8.4

11.0

9.9

0 10 20 30 40 50

10.7

16.2

13.9

0 10 20 30 40 50

42.4

46.5

44.7

0 10 20 30 40 50

19.8

26.1

23.4

0 10 20 30 40 50

18.5

21.6

20.3

0 10 20 30 40 50

18.7

14.5

16.3

0 10 20 30 40 50

20.5

14.5

17.1

0 10 20 30 40 50

1.8

1.2

1.5

0 10 20 30 40 50

7.5

5.7

6.5

0 10 20 30 40 50

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□ひとり暮らしの高齢者
 　の話し相手ボランティア

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

(%)(%)(%)

□通院などの外出サポ
 　ート活動
　
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

□高齢者相談
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

・65 歳以上の方の同居の有無別にみると、「ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」では

65 歳以上の方が同居していない世帯の方が同居している世帯より 6.3 ポイント高くなっている。 

 

［高齢者が地域で安心して暮らしていくために協力できる地域活動－ライフステージ別］ 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)

ｎ

全　　体 (1,436)

独身期 ( 253)

家族形成期 ( 151)

家族成長前期 ( 131)

家族成長後期 ( 104)

家族成熟期 ( 240)

高齢期 ( 377)

その他 ( 180)

11.1

13.2

8.4

7.9

10.1

11.1

5.8

9.9

0 20 40 60

15.0

11.3

22.9

15.8

9.8

13.3

14.4

13.9

0 20 40 60

37.5

48.3

48.1

57.9

37.7

44.7

52.9

41.7

0 20 40 60

22.5

19.9

24.4

30.0

19.6

22.2

29.8

23.4

0 20 40 60

18.2

19.2

19.1

28.3

16.4

20.3

21.2

21.7

0 20 40 60

21.3

15.9

13.7

8.3

18.6

16.3

15.4

17.8

0 20 40 60

14.6

14.6

14.5

10.0

26.0

17.1

15.4

16.1

0 20 40 60

1.6

2.0

2.3

0.4

2.1

1.5

0.0

1.1

0 20 40 60

5.9

4.0

5.3

7.9

5.8

10.6

4.8

6.5

0 20 40 60

□高齢者への見守りや
　 声かけ活動
　
　

□ひとり暮らしの高齢者
 　の話し相手ボランティア

□高齢者のいきがいづ
    くりへの支援
　
　

(%)(%)(%)

□通院などの外出サポ
 　ート活動
　
　

□高齢者向けの情報
 　収集、発信
　
　

□高齢者相談
　

(%)(%)

□その他
　
　

□特にない
　

□わからない
　

(%) (%)(%)(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ライフステージ別にみると、「高齢者への見守りや声かけ活動」では家族成熟期で６割近くと高く

なっている。また、「ひとり暮らしの高齢者の話し相手ボランティア」では家族成長後期と家族成

熟期で３割、「高齢者のいきがいづくりへの支援」では家族成熟期で３割近くとなっている。 

 －67－



（９）高齢者支援のために優先して取り組むべき施策 

（全員の方に） 

問11．高齢者の方が住みなれた地域で安心して暮らしていくために、特に必要だと思う施策は

何ですか。（３つまで） 

 
（ｎ＝1,436）

在宅の寝たきり高齢者を介護している家
族等への支援

ひとり暮らし高齢者に対する見守りや引
きこもりの防止

特別養護老人ホームや老人保健施設など
の施設の整備

ホームヘルプやデイサービスなどの在宅
の介護保険サービス

老人クラブへの活動支援や生涯学習の充
実などの生きがい・仲間づくり

シルバー人材センターなどによる働く機
会や場の提供

バリアフリー化のための住宅改善助成や
高齢者向け住宅の提供

高齢者を地域で支えるボランティアやＮ
ＰＯ団体の育成・支援

健診や介護予防事業による健康づくり

段差の解消など高齢者も活動しやすい
「福祉のまちづくり」の推進

認知症高齢者のための成年後見制度や高
齢者に対する虐待防止対策

その他

わからない

54.9

34.5

28.5

28.4

19.5

19.2

15.0

12.5

11.3

10.7

8.8

1.7

8.1

0 20 40 60 （％）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体でみると、「在宅の寝たきり高齢者を介護している家族等への支援」（54.9％）が５割半ばと

最も高く、次いで「ひとり暮らし高齢者に対する見守りや引きこもりの防止」（34.5％）、「特別養

護老人ホームや老人保健施設などの施設の整備」（28.5％）、「ホームヘルプやデイサービスなどの

在宅の介護保険サービス」（28.4％）などの順となっている。 
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［高齢者支援のために優先して取り組むべき施策－性／年代別（上位 10 項目）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

ｎ

全　　体 (1,436)

男 性 （ 計 ） ( 696)

女 性 （ 計 ） ( 740)

　男性20代 ( 84)

　　　30代 ( 135)

　　　40代 ( 104)

　　　50代 ( 114)

　　　60代 ( 130)

　　　70歳以上 ( 129)

　女性20代 ( 95)

　　　30代 ( 130)

　　　40代 ( 118)

　　　50代 ( 129)

　　　60代 ( 144)

　　　70歳以上 ( 124)

20.8

18.2

20.2

23.1

15.8

17.8

23.2

14.6

20.2

17.4

20.0

27.4

20.3

15.5

19.5

0 20 40 60 80

23.9

32.7

26.2

30.8

21.1

23.3

28.4

40.0

20.2

35.4

24.6

19.3

32.2

38.0

28.4

0 20 40 60 80

52.9

56.9

58.3

68.3

54.4

41.1

62.1

69.2

54.9

53.5

52.5

49.6

50.8

54.2

50.8

0 20 40 60 80

33.5

35.5

28.6

29.8

31.6

35.7

35.8

37.7

33.9

31.3

39.2

33.3

42.4

33.3

34.5

0 20 40 60 80

25.7

31.1

13.1

24.0

32.5

32.6

17.9

27.7

28.5

40.3

31.4

17.0

31.5

36.1

29.0

0 20 40 60 80

11.9

9.5

6.0

9.6

14.9

13.2

16.8

9.2

8.9

7.6

10.0

15.6

6.8

9.3

10.7

0 20 40 60 80

12.5

10.1

7.1

8.7

9.6

20.2

14.7

10.0

11.3

10.1

8.5

13.3

13.1

11.8

6.5

0 20 40 60 80

12.4

12.7

13.1

16.3

14.0

5.4

14.7

10.0

12.5

13.2

13.6

15.6

10.8

13.9

11.3

0 20 40 60 80

14.7

15.4

19.0

15.4

14.9

13.2

24.2

10.8

15.0

15.5

16.1

14.8

12.3

15.3

12.9

0 20 40 60 80

22.0

16.6

17.9

27.9

24.6

10.1

15.8

16.2

8.1

22.9

27.7

23.7

19.5

16.3

19.2

0 20 40 60 80

□在宅の寝たきり高齢者
　 を介護している家族等
　 への支援

□ひとり暮らし高齢者に
　 対する見守りや引きこ
　 もりの防止
　
　

□特別養護老人ホーム
   や老人保健施設など
   の施設の整備

(%)(%)(%)

□ホームヘルプやデイ
   サービスなどの在宅
   の介護保険サービス
　
　

□老人クラブへの活動支
 　援や生涯学習の充実な
　 どの生きがい・仲間づ
 　くり

□シルバー人材センター
　 などによる働く機会や
　 場の提供

(%)(%)

□バリアフリー化のため
　 の住宅改善助成や高
   齢者向け住宅の提供
　
　

□高齢者を地域で支え
   るボランティアやＮＰＯ
　 団体の育成・支援
　
　

□健診や介護予防事業
    による健康づくり
　
　

□段差の解消など高齢者
　 も活動しやすい「福祉
　 のまちづくり」の推進
　
　

(%) (%)(%)(%) (%)

・性別にみると、「ホームヘルプやデイサービスなどの在宅の介護保険サービス」では女性が男性よ

り 8.8 ポイント高くなっている。 

・性／年代別にみると、「在宅の寝たきり高齢者を介護している家族等への支援」では男性 40 代と

女性 30 代で７割近くと高く、「ひとり暮らし高齢者に対する見守りや引きこもりの防止」では女

性 40 代で４割を超えている。また、「特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設の整備」で

は女性 50 代で４割、「ホームヘルプやデイサービスなどの在宅の介護保険サービス」では女性 30

代で４割と他の年代と比べて高くなっている。 
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［高齢者支援のために優先して取り組むべき施策－65 歳以上の方の同居の有無別（上位 10 項目）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

ｎ

全　　体 (1,436)

65歳以上の方が
同居している

( 616)

65歳以上の方が
同居していない

( 820)

18.8

20.0

19.5

0 20 40 60

28.1

28.7

28.4

0 20 40 60

52.1

57.1

54.9

0 20 40 60

33.8

35.1

34.5

0 20 40 60

31.2

26.5

28.5

0 20 40 60

10.4

10.9

10.7

0 20 40 60

11.5

11.1

11.3

0 20 40 60

10.2

14.3

12.5

0 20 40 60

14.8

15.2

15.0

0 20 40 60

17.4

20.6

19.2

0 20 40 60

□在宅の寝たきり高齢者
　 を介護している家族等
　 への支援

□ひとり暮らし高齢者に
　 対する見守りや引きこ
　 もりの防止
　
　

□特別養護老人ホーム
   や老人保健施設など
   の施設の整備

(%)(%)(%)

□ホームヘルプやデイ
   サービスなどの在宅
   の介護保険サービス
　
　

□老人クラブへの活動支
 　援や生涯学習の充実な
　 どの生きがい・仲間づ
 　くり

□シルバー人材センター
　 などによる働く機会や
　 場の提供

(%)(%)

□バリアフリー化のため
　 の住宅改善助成や高
   齢者向け住宅の提供
　
　

□高齢者を地域で支え
   るボランティアやＮＰＯ
　 団体の育成・支援
　
　

□健診や介護予防事業
    による健康づくり
　
　

□段差の解消など高齢者
　 も活動しやすい「福祉
　 のまちづくり」の推進
　
　

(%) (%)(%)(%) (%)

・65 歳以上の方の同居の有無別にみると、「在宅の寝たきり高齢者を介護している家族等への支援」

では 65 歳以上の方が同居していない世帯の方が、同居している世帯と比べて 5.0 ポイント高くな

っている。 

 

［高齢者支援のために優先して取り組むべき施策－寝たきりの方や身体の不自由な方の同居の有無別］ 
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□在宅の寝たきり高齢者
　 を介護している家族等
　 への支援

□ひとり暮らし高齢者に
　 対する見守りや引きこ
　 もりの防止
　
　

□特別養護老人ホーム
   や老人保健施設など
   の施設の整備

(%)(%)(%)

□ホームヘルプやデイ
   サービスなどの在宅
   の介護保険サービス
　
　

□老人クラブへの活動支
 　援や生涯学習の充実な
　 どの生きがい・仲間づ
 　くり

□シルバー人材センター
　 などによる働く機会や
　 場の提供

(%)(%)

□バリアフリー化のため
　 の住宅改善助成や高
   齢者向け住宅の提供
　
　

□高齢者を地域で支え
   るボランティアやＮＰＯ
　 団体の育成・支援
　
　

□健診や介護予防事業
    による健康づくり
　
　

□段差の解消など高齢者
　 も活動しやすい「福祉
　 のまちづくり」の推進
　
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

・寝たきりの方や身体の不自由な方の同居の有無別にみると、「在宅の寝たきり高齢者を介護してい

る家族等への支援」では寝たきりの方や身体の不自由な方が同居している世帯で６割半ばとなっ

ている。 
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［高齢者支援のために優先して取り組むべき施策－ライフステージ別］ 
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□在宅の寝たきり高齢者
　 を介護している家族等
　 への支援

□ひとり暮らし高齢者に
　 対する見守りや引きこ
　 もりの防止
　
　

□特別養護老人ホーム
   や老人保健施設など
   の施設の整備

(%)(%)(%)

□ホームヘルプやデイ
   サービスなどの在宅
   の介護保険サービス
　
　

□老人クラブへの活動支
 　援や生涯学習の充実な
　 どの生きがい・仲間づ
 　くり

□シルバー人材センター
　 などによる働く機会や
　 場の提供

(%)(%)

□バリアフリー化のため
　 の住宅改善助成や高
   齢者向け住宅の提供
　
　

□高齢者を地域で支え
   るボランティアやＮＰＯ
　 団体の育成・支援
　
　

□健診や介護予防事業
    による健康づくり
　
　

□段差の解消など高齢者
　 も活動しやすい「福祉
　 のまちづくり」の推進
　
　

(%) (%)(%)(%) (%)

 

・ライフステージ別にみると、「在宅の寝たきり高齢者を介護している家族等への支援」では家族成

長前期で６割半ば、「ひとり暮らし高齢者に対する見守りや引きこもりの防止」では家族成長前期

と家族成長後期で４割前後となっている。また、「特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設

の整備」では家族成熟期で４割近くと他の年代と比べて高くなっている。 
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