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Ⅰ．調査の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１ 調査の目的 

本調査は、令和３年度を初年度とする「第８期印西市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」の策

定にあたり、高齢者の方の生活実態や要望、課題等を把握する基礎資料とすることを目的に実施しま

した。 

 

２ 調査概要 

●調査対象者：第１号被保険者（65歳以上の方） 

●調 査 期 間：令和２年２月 14日～令和２年２月 28 日 

●調 査 方 法：郵送配布・郵送回収 

 

調査名 対象 
調査対象者数 

（配布数） 
有効回収数 有効回収率 

介護予防・日常生活圏

域ニ-ズ調査 

介護保険の第１号被保険

者（65歳以上）のうち、要介

護認定を受けていない方

（無作為抽出）、要支援１又

は２及び介護予防・日常生

活支援総合事業対象者の

方全員 

5,911 3,560 60.2％ 

在宅介護実態調査 

介護保険の要介護認定者

（65 歳以上【要介護１から５

の認定を受け、自宅に住所

を有する方】） 

1,600 618 38.6％ 

 

３ 報告書の見方 

●回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で

四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっ

ても合計値が 100.0％にならない場合があります。 

●複数回答の設問の場合、選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しているため、合

計が 100.0％を超える場合があります。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が困難

なものです。 

●グラフおよび表の n 数は有効標本数（集計対象者総数）、（ＳＡ）は単数回答の設問、（ＭＡ）は複

数回答の設問、（数量）は数量回答の設問を表しています。 
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４ 圏域について 

本調査では、下記①から⑤の５つの圏域別に、データを分析しています。 

 

■地区区分図 

印西市役所

本埜支所

印旛日本医大

木下

千葉ＮＴ中央 印西牧の原

印旛支所

① 北部

④ 印旛

⑤ 本埜

③ 船穂・牧の原

② 南部

小林

◎

 
■圏域と対象地区 

圏域 対象地区 

①北部 

木下・木下南・竹袋・別所・宗甫・木下東・平岡・平岡官堤・小林・ 

小林官堤・小林官堤腹・小林北・小林浅間・小林大門下・大森・鹿黒・ 

鹿黒南・亀成・発作・相嶋・浅間前・大森官堤・浦部・浦部村新田・白幡・

浦幡新田・高西新田・小倉・和泉・牧の台  

②南部 
小倉台・大塚・牧の木戸・木刈・武西学園台・戸神台・中央北・中央南・ 

内野・原山・高花 

③船穂・牧の原 
草深・東の原・西の原・原・泉・松崎・松崎台・結縁寺・多々羅田・武西・ 

戸神・船尾・泉野・牧の原  

④印旛 
瀬戸・山田・平賀・平賀学園台・吉高・萩原・松虫・岩戸・師戸・鎌苅・ 

大廻・造谷・つくりや台・吉田・美瀬・舞姫・若萩  

⑤本埜 

中根・荒野・角田・竜腹寺・惣深新田飛地・滝・物木・笠神・行徳・川向・ 

下曽根・中・萩埜・桜野・押付・佐野屋・和泉屋・甚兵衛・立埜原・松木・ 

中田切・下井・長門屋・酒直卜杭・安食卜杭・将監・本埜小林・滝野・ 

みどり台  
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（白地） 
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Ⅱ．介護予防・日常生活圏域ニ-ズ調査結果 
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１ あなたご自身について 

 

問１ あなたの性別をお教えください。（○は１つ） 

性別についてみると、「男性」が 51.7%、「女性」が 45.8％となっています。 

年齢別でみると、〔65～79 歳〕で「男性」、80歳以上で「女性」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕を除く地区で「男性」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【性別】×年齢別／地区別 

51.7 

57.8 

57.1 

54.0 

47.6 

35.2 

35.7 

50.9 

55.4 

56.0 

47.6 

50.5 

45.8 

42.0 

42.6 

45.6 

52.2 

64.4 

64.3 

48.2 

43.8 

42.8 

52.2 

48.5 

2.5 

0.2 

0.3 

0.4 

0.2 

0.4 

0.0 

1.0 

0.8 

1.1 

0.2 

1.0 

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

全体(n=3,560)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

男性 女性 不明・無回答
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問２ あなたの年齢をお教えください。（数字を記入） 

年齢についてみると、「65～69 歳」が 28.3％と割合が最も高く、次いで「70～74 歳」が 26.6％、

「75～79歳」が 18.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「65～69歳」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕を除く地区で「65～69歳」の割合が最も高くなっています。 

28.3 

26.6 

18.8 

11.6 

7.9 

3.6 

3.2 

0 20 40

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■【年齢】×性別／地区別 

ｎ

65～69
歳

70～74
歳

75～79
歳

80～84
歳

85～89
歳

90歳以
上

不明・
無回答

3,560 28.3 26.6 18.8 11.6 7.9  3.6  3.2  

男性 1,841 31.7 29.3 19.6 10.6 5.4  2.5  0.9  

女性 1,631 26.0 24.7 18.7 13.2 11.1 5.1  1.2  

北部 940 26.2 26.0 21.9 12.3 7.4  4.4  1.8  

南部 1,233 33.3 28.8 17.0 10.1 6.4  3.0  1.5  

船穂・牧の原 439 33.5 25.3 17.8 12.8 5.9  2.5  2.3  

印旛 498 21.5 28.1 21.3 13.1 10.6 4.8  0.6  

本埜 305 25.9 25.2 17.7 13.4 12.1 3.9  1.6  

全体

性別

％

地区別
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問３ あなたの住んでいる区域を５つの圏域からお選びください。（○は１つ） 

居住地区についてみると、「南部」が 34.6％と割合が最も高く、次いで「北部」が 26.4％、「印

旛」が 14.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「南部」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔90歳以上〕を除く年齢層で「南部」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【居住地区】×性別／年齢別 

26.4 

26.0 

27.8 

24.4 

25.8 

30.8 

28.2 

24.9 

31.8 

34.6 

37.1 

33.1 

40.7 

37.5 

31.2 

30.1 

28.1 

28.7 

12.3 

13.4 

11.5 

14.6 

11.7 

11.7 

13.6 

9.3 

8.5 

14.0 

12.9 

15.9 

10.6 

14.8 

15.8 

15.8 

18.9 

18.6 

8.6 

8.4 

9.1 

7.8 

8.1 

8.1 

10.0 

13.2 

9.3 

4.1 

2.3 

2.6 

1.9 

2.0 

2.4 

2.4 

5.7 

3.1 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部 南部 船穂・牧の原 印旛 本埜 不明・無回答
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問４ あなたの要介護度をお教えください。（○は１つ） 

要介護度についてみると、「認定は受けていない」が 83.6％と割合が最も高く、次いで「要支援１」

が 6.2％、「要支援２」が 6.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「認定は受けていない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて、「認定は受けていない」の割合は大きく低下しています。 

地区別でみると、いずれも「認定は受けていない」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【要介護度】×性別／年齢別／地区別 

6.2 

4.5 

8.2 

1.2 

2.3 

5.7 

13.8 

21.4 

22.5 

6.2 

5.1 

7.1 

8.8 

5.6 

6.0 

3.4 

9.3 

1.5 

2.4 

3.4 

12.9 

21.4 

27.9 

6.8 

5.7 

3.9 

7.4 

6.9 

83.6 

90.2 

78.9 

96.5 

93.0 

88.0 

69.4 

50.5 

40.3 

83.2 

87.4 

85.9 

79.3 

86.2 

4.2 

2.0 

3.6 

0.8 

2.2 

2.8 

3.9 

6.8 

9.3 

3.8 

1.8 

3.2 

4.4 

1.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

要支援１

要支援２

認定は受けていない（介護予防・日常生活支援総合事業対象者を含む）

不明・無回答
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２ あなたのご家族や生活状況について 

 

問５ 家族構成をお教えください。（○は１つ） 

家族構成についてみると、「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」が 42.5％と割合が最も高く、

次いで「息子・娘との２世帯」が 19.6％、「１人暮らし」が 14.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「１人暮らし」が 11.7ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、84歳以下では「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」、85 歳以上では「息子・

娘との２世帯」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が高く、特に〔南部〕

で５割を超えています。 

 

■ＳＡ【家族構成】×性別／年齢別／地区別 

14.0 

8.7 

20.4 

7.6 

11.9 

16.0 

21.1 

27.4 

22.5 

17.0 

13.9 

12.8 

13.3 

10.2 

42.5 

48.9 

36.5 

40.8 

55.1 

46.6 

38.1 

22.4 

14.0 

39.0 

51.3 

37.6 

37.8 

38.7 

5.8 

9.9 

1.2 

15.8 

3.1 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

4.8 

6.4 

9.6 

3.0 

5.2 

19.6 

16.3 

23.9 

15.0 

15.9 

21.7 

23.1 

33.1 

40.3 

21.3 

13.5 

23.5 

24.7 

28.9 

15.1 

15.0 

15.5 

20.0 

13.0 

12.4 

14.3 

11.7 

20.2 

16.0 

14.1 

14.4 

18.5 

14.4 

3.0 

1.0 

2.6 

0.8 

1.1 

2.2 

2.4 

5.3 

3.1 

1.9 

0.9 

2.3 

2.8 

2.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

１人暮らし
夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）
夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下）
息子・娘との２世帯
その他
不明・無回答
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問６ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか。（○は１つ） 

介護・介助の必要性についてみると、「介護・介助は必要ない」が 80.3％と割合が最も高く、次い

で「現在、何らかの介護を受けている」が 6.9％、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けて

いない」が 6.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「現在、何らかの介護を受けている」が 5.4ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて、「現在、何らかの介護を受けている」の割合が高くなっ

ています。 

地区別でみると、いずれも「介護・介助は必要ない」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【介護・介助の必要性】×性別／年齢別／地区別 

80.3 

86.3 

75.5 

93.7 

90.9 

84.2 

64.6 

42.0 

39.5 

80.4 

83.8 

82.9 

77.1 

78.7 

6.0 

4.8 

7.4 

1.0 

2.3 

6.1 

15.3 

21.7 

7.8 

6.4 

5.8 

4.3 

7.0 

6.2 

6.9 

4.5 

9.9 

2.4 

2.4 

4.2 

10.2 

26.0 

38.8 

7.6 

5.8 

5.2 

8.2 

10.2 

6.9 

4.4 

7.1 

3.0 

4.3 

5.5 

10.0 

10.3 

14.0 

5.6 

4.5 

7.5 

7.6 

4.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）

不明・無回答
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問６で「介護・介助は必要ない」以外の方のみ 

問６-１ 介護・介助が必要になった主な原因は何ですか。（○はいくつでも） 

介護・介助が必要になった主な原因についてみると、「高齢による衰弱」が 24.3％と割合が最も高

く、次いで「骨折・転倒」が 21.4％、「心臓病」が 12.5％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「高齢による衰弱」、〔女性〕で「骨折・転倒」の割合が最も高くなって

います。 

年齢別でみると、65～74 歳で「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」、〔75～79歳〕で「骨折・転倒」、

85 歳以上で「高齢による衰弱」の割合が最も高くなっています。また、〔80～84 歳〕では「骨折・

転倒」「高齢による衰弱」が同率となっています。 

地区別でみると、〔北部〕で「骨折・転倒」、その他の地区で「高齢による衰弱」の割合が高くなっ

ています。 

10.7 

12.5 

9.2 

6.1 

9.0 

3.9 

3.3 

9.4 

1.5 

9.0 

21.4 

10.1 

24.3 

15.5 

0.4 

12.7 

0 10 20 30

脳卒中(脳出血・脳梗塞等)

心臓病

がん(悪性新生物)

呼吸器の病気(肺気腫 肺炎等)

関節の病気(リウマチ等)

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

糖尿病

腎疾患(透析)

視覚・聴覚障害

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

不明・無回答

(MA) n=457
%
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■ＭＡ【介護・介助が必要になった主な原因】×性別／年齢別／地区別 

n

脳
卒
中
（

脳

出
血
・
脳
梗
塞
等
）

心
臓
病

が
ん
（

悪
性

新
生
物
）

呼
吸
器
の
病

気

(

肺
気
腫
 
肺
炎

等

)

関
節
の
病
気
（

リ
ウ
マ
チ
等
）

認
知
症

(

ア

ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

病
等

)

パ
ー

キ
ン
ソ

ン
病

糖
尿
病

腎
疾
患
（

透

析
）

視
覚
・
聴
覚

障
害

骨
折
・
転
倒

脊
椎
損
傷

高
齢
に
よ
る

衰
弱

そ
の
他

不
明

不
明
・
無
回

答

457  10.7 12.5 9.2  6.1  9.0  3.9  3.3  9.4  1.5  9.0  21.4 10.1 24.3 15.5 0.4  12.7 

男性 171  17.5 15.8 14.0 9.9  5.8  5.3  4.7  12.9 2.3  12.3 12.9 11.7 22.2 12.9 0.6  11.1 

女性 283  6.7  10.6 6.4  3.9  11.0 3.2  2.5  7.4  1.1  7.1  26.9 9.2  25.8 17.3 0.4  12.7 

65～69歳 34   23.5 2.9  8.8  2.9  11.8 2.9  8.8  8.8  5.9  2.9  17.6 2.9  8.8  14.7 -    14.7 

70～74歳 45   26.7 11.1 13.3 8.9  11.1 4.4  11.1 8.9  2.2  -    15.6 13.3 4.4  11.1 -    17.8 

75～79歳 69   14.5 14.5 10.1 8.7  8.7  4.3  2.9  15.9 1.4  4.3  23.2 18.8 14.5 11.6 2.9  8.7  

80～84歳 105  6.7  14.3 12.4 6.7  10.5 5.7  4.8  8.6  -    13.3 20.0 12.4 20.0 15.2 -    13.3 

85～89歳 134  6.0  13.4 8.2  6.0  9.7  3.7  -    8.2  2.2  11.2 25.4 5.2  33.6 18.7 -    11.9 

90歳以上 60   6.7  13.3 -    3.3  3.3  1.7  -    8.3  -    13.3 18.3 8.3  48.3 18.3 -    10.0 

北部 131  6.9  11.5 7.6  6.1  10.7 3.1  1.5  7.6  2.3  7.6  26.7 10.7 23.7 13.0 -    13.7 

南部 144  11.8 11.8 11.1 6.9  9.7  5.6  4.9  13.9 1.4  12.5 22.9 13.2 25.7 15.3 0.7  7.6  

船穂・牧の原 42   16.7 23.8 14.3 4.8  2.4  2.4  4.8  11.9 -    7.1  19.0 9.5  28.6 23.8 -    7.1  

印旛 76   9.2  13.2 5.3  5.3  9.2  3.9  3.9  6.6  1.3  10.5 14.5 5.3  25.0 14.5 1.3  19.7 

本埜 50   14.0 8.0  10.0 4.0  8.0  4.0  2.0  2.0  2.0  2.0  16.0 8.0  20.0 16.0 -    16.0 

全体

性別

％

年齢別

地区別
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問６で「介護・介助は必要ない」以外の方のみ 

問６-２ 主にどなたの介護・介助を受けていますか。（○はいくつでも） 

主な介護者についてみると、「配偶者（夫・妻）」が 28.4％と割合が最も高く、次いで「娘」が 27.1％、

「息子」が 21.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「配偶者（夫・妻）」、〔女性〕で「娘」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、79 歳以下で「配偶者（夫・妻）」、80 歳以上で「娘」の割合が最も高くなって

います。また、〔90 歳以上〕では「息子」「介護サービスのヘルパー」も同率となっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕で「娘」、その他の地区で「配偶者（夫・妻）」の割合が高くなっ

ています。 

28.4 

21.9 

27.1 

8.1 

3.9 

1.3 

15.5 

6.3 

21.4 

0 10 20 30

配偶者(夫・妻)

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

不明・無回答

(MA) n=457 %

 

■ＭＡ【主な介護・介助者】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

(

夫

・

妻

)

息
子

娘 子
の
配
偶
者

孫 兄
弟
・
姉
妹

介
護
サ
ー

ビ

ス
の

ヘ
ル
パ
ー

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

457 28.4 21.9 27.1 8.1  3.9  1.3  15.5 6.3  21.4 

男性 171 40.4 18.1 17.5 1.8  2.3  1.2  15.8 9.4  21.6 

女性 283 21.6 24.4 33.2 12.0 4.9  1.4  15.5 4.6  20.5 

65～69歳 34 44.1 5.9  20.6 -    -    2.9  11.8 11.8 23.5 

70～74歳 45 53.3 17.8 11.1 -    -    -    8.9  6.7  28.9 

75～79歳 69 43.5 15.9 18.8 2.9  2.9  -    10.1 7.2  23.2 

80～84歳 105 27.6 22.9 28.6 4.8  1.9  2.9  15.2 4.8  23.8 

85～89歳 134 17.9 29.1 38.8 12.7 7.5  0.7  16.4 7.5  17.9 

90歳以上 60 10.0 26.7 26.7 21.7 6.7  -    26.7 3.3  13.3 

北部 131 25.2 20.6 27.5 6.1  4.6  1.5  19.8 6.1  21.4 

南部 144 36.1 20.1 24.3 6.9  3.5  0.7  15.3 6.3  20.8 

船穂・牧の原 42 31.0 21.4 28.6 14.3 4.8  -    14.3 4.8  19.0 

印旛 76 19.7 26.3 30.3 10.5 6.6  2.6  6.6  7.9  19.7 

本埜 50 32.0 26.0 30.0 8.0  -    2.0  16.0 8.0  18.0 

％

性別

全体

年齢別

地区別
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問７ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。（○は１つ） 

経済的な暮らしの状況についてみると、「ふつう」が 66.9％と割合が最も高く、次いで「やや苦し

い」が 16.6%、「ややゆとりがある」が 8.3％となっています。また、「大変苦しい」「やや苦しい」

を合わせた『苦しい』は、21.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「ふつう」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「ふつう」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「ふつう」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【経済的な暮らしの状況】×性別／年齢別／地区別 

4.4 

4.3 

4.5 

4.1 

4.3 

4.6 

4.6 

5.0 

2.3 

5.1 

3.2 

4.8 

4.0 

7.2 

16.6 

18.5 

14.8 

16.4 

17.5 

17.5 

18.4 

12.5 

16.3 

16.6 

16.2 

19.8 

15.5 

18.4 

66.9 

66.6 

69.1 

67.0 

66.9 

68.0 

65.5 

72.6 

73.6 

68.8 

67.1 

64.9 

70.7 

64.9 

8.3 

8.1 

8.7 

10.2 

9.1 

7.0 

7.5 

6.4 

5.4 

7.6 

10.9 

7.7 

6.6 

6.2 

1.7 

1.8 

1.6 

1.9 

1.4 

1.6 

2.9 

0.4 

1.6 

1.2 

1.9 

1.4 

1.8 

2.3 

2.2 

0.7 

1.3 

0.5 

0.7 

1.2 

1.0 

3.2 

0.8 

0.7 

0.6 

1.4 

1.4 

1.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

大変苦しい やや苦しい ふつう ややゆとりがある 大変ゆとりがある 不明・無回答
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問８ お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか。（○は１つ） 

住まいの形態についてみると、「持家（一戸建て）」が 65.4％と割合が最も高く、次いで「持家（集

合住宅）」が 25.2％、「民間賃貸住宅（集合住宅）」が 2.9％となっています。 

性別でみると、男女とも「持家（一戸建て）」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「持家（一戸建て）」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「持家（一戸建て）」、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で「持

家（集合住宅）」の割合が最も高くなっています。 

65.4 

25.2 

2.8 

0.3 

2.9 

0.3 

1.3 

1.9 

0 20 40 60 80

持家(一戸建て)

持家(集合住宅)

公営賃貸住宅

民間賃貸住宅(一戸建て)

民間賃貸住宅(集合住宅)

借家

その他

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【住まいの形態】×性別／年齢別／地区別 

n

持
家
（

一
戸

建
て
）

持
家
（

集
合

住
宅
）

公
営
賃
貸
住

宅

民
間
賃
貸
住

宅

（

一
戸
建
て
）

民
間
賃
貸
住

宅

（

集
合
住
宅
）

借
家

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

3,560 65.4 25.2 2.8  0.3  2.9  0.3  1.3  1.9  

男性 1,841 66.1 27.2 2.5  0.2  2.2  0.5  1.0  0.3  

女性 1,631 66.4 23.7 3.1  0.4  3.6  0.2  1.6  1.0  

65～69歳 1,009 64.3 31.0 1.7  -    2.0  0.2  0.6  0.2  

70～74歳 946 68.1 25.9 1.9  0.3  2.1  0.2  0.7  0.7  

75～79歳 669 68.8 22.7 2.2  0.4  3.0  1.0  1.2  0.6  

80～84歳 412 63.1 23.8 5.6  0.2  3.9  0.2  2.4  0.7  

85～89歳 281 64.4 17.1 6.4  0.7  5.3  -    3.6  2.5  

90歳以上 129 69.8 18.6 3.1  -    6.2  -    2.3  -    

北部 940 93.5 0.6  -    0.9  3.3  0.5  0.7  0.4  

南部 1,233 41.0 46.7 6.7  -    3.6  0.2  1.1  0.6  

船穂・牧の原 439 40.5 51.7 1.8  -    3.4  -    1.6  0.9  

印旛 498 88.4 8.0  -    -    0.6  0.6  1.4  1.0  

本埜 305 85.6 8.2  1.3  0.3  1.6  -    2.0  1.0  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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３ からだを動かすことについて 

 

問９ 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか。（○は１つ） 

階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているかについてみると、「できるし、している」が 63.9％

と割合が最も高く、次いで「できるけどしていない」が 16.9％、「できない」が 16.3％となってい

ます。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」が 14.3 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか】×性別／年齢別／地区別 

63.9 

72.6 

54.6 

80.5 

74.9 

61.9 

43.7 

26.3 

17.8 

62.9 

67.3 

68.3 

58.2 

62.0 

16.9 

15.5 

18.5 

13.2 

15.6 

20.0 

22.3 

19.2 

16.3 

17.7 

14.7 

17.3 

19.3 

19.0 

16.3 

9.6 

23.9 

4.6 

7.6 

14.9 

30.3 

49.5 

59.7 

16.9 

14.9 

13.4 

19.1 

17.7 

2.9 

2.3 

3.1 

1.8 

1.8 

3.1 

3.6 

5.0 

6.2 

2.6 

3.1 

0.9 

3.4 

1.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 10 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。（○は１つ） 

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているかについてみると、「できるし、してい

る」が 75.8％と割合が最も高く、次いで「できない」が 11.5％、「できるけどしていない」が 10.3％

となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」の割合が 11.3 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか】×性別／年齢別／地区別 

75.8 

81.5 

69.8 

88.2 

83.7 

77.1 

61.9 

44.8 

32.6 

73.6 

79.3 

79.5 

72.1 

73.1 

10.3 

10.2 

10.4 

6.5 

9.8 

11.1 

14.1 

14.6 

16.3 

12.4 

8.2 

8.9 

11.8 

11.1 

11.5 

6.1 

17.4 

3.4 

4.7 

8.7 

21.8 

37.4 

48.1 

11.6 

9.9 

10.3 

14.1 

13.8 

2.4 

2.1 

2.4 

1.9 

1.8 

3.1 

2.2 

3.2 

3.1 

2.3 

2.6 

1.4 

2.0 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 11 １５分位続けて歩いていますか。（○は１つ） 

15 分位続けて歩いているかについてみると、「できるし、している」が 76.9％と割合が最も高く、

次いで「できるけどしていない」が 12.3％、「できない」が 8.5％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」の割合が 6.7 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【15分位続けて歩いているか】×性別／年齢別／地区別 

76.9 

80.8 

73.2 

83.7 

84.0 

78.3 

65.3 

59.1 

46.5 

69.7 

83.0 

83.1 

73.1 

75.1 

12.3 

12.0 

12.7 

12.2 

11.2 

13.3 

14.3 

10.3 

15.5 

16.7 

9.2 

8.4 

14.9 

13.4 

8.5 

5.3 

12.0 

2.6 

3.3 

5.5 

18.0 

27.8 

33.3 

11.4 

5.7 

7.7 

9.4 

9.5 

2.3 

2.0 

2.1 

1.5 

1.5 

2.8 

2.4 

2.8 

4.7 

2.2 

2.2 

0.7 

2.6 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 12 過去１年間に転んだ経験がありますか。（○は１つ） 

過去１年間に転んだ経験があるかについてみると、「ない」が 68.2％と割合が最も高く、次いで「１

度ある」が 21.2％、「何度もある」が 8.4％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「ない」の割合が 6.7ポイント低くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「ない」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕〔本埜〕で「ない」の割合が全体を下回っています。 

 

■ＳＡ【過去１年間に転んだ経験】×性別／年齢別／地区別 

8.4 

7.9 

9.0 

5.2 

5.7 

6.9 

16.0 

16.0 

19.4 

8.3 

6.4 

8.4 

10.2 

12.8 

21.2 

18.7 

24.5 

18.0 

17.7 

20.9 

26.5 

35.6 

31.8 

20.6 

22.1 

17.5 

23.1 

22.0 

68.2 

71.4 

64.7 

75.2 

74.9 

69.5 

55.1 

46.6 

46.5 

69.1 

69.3 

73.1 

64.7 

63.0 

2.2 

2.0 

1.9 

1.6 

1.7 

2.7 

2.4 

1.8 

2.3 

1.9 

2.2 

0.9 

2.0 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

何度もある １度ある ない 不明・無回答
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問 13 転倒に対する不安は大きいですか。（○は１つ） 

転倒に対する不安についてみると、「やや不安である」が 30.2％と割合が最も高く、次いで「あま

り不安でない」が 27.7％、「不安でない」が 25.7％となっています。 

「とても不安である」「やや不安である」を合わせた『不安である』が 44.1％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「とても不安である」の割合が 11.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「とても不安である」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕を除く地域で「とても不安である」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【転倒に対する不安】×性別／年齢別／地区別 
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問 14 週に１回以上は外出していますか。（○は１つ） 

週に１回以上は外出しているかについてみると、「週５回以上」が 41.0％と割合が最も高く、次い

で「週２～４回」が 40.4％、「週１回」が 10.8％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「週５回以上」の割合が 18.7 ポイント低くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「ほとんど外出しない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「ほとんど外出しない」の割合が全体を上回っていま

す。 

 

■ＳＡ【週に１回以上は外出しているか】×性別／年齢別／地区別 

5.4 

4.0 

6.9 

1.9 

1.8 

4.6 

10.0 

15.7 

24.8 

6.5 

3.9 

4.1 

7.0 

6.9 

10.8 

8.1 

13.7 

5.2 

7.2 

11.7 

17.5 

25.6 

21.7 

12.1 

8.2 

7.5 

15.1 

12.8 

40.4 

35.8 

45.9 

33.2 

43.1 

44.7 

47.6 

38.8 

38.8 

42.9 

37.0 

43.5 

43.0 

41.0 

41.0 

50.0 

31.3 

58.1 

46.1 

36.5 

22.1 

17.1 

10.9 

36.5 

48.7 

43.1 

32.1 

37.0 

2.4 

2.1 

2.3 

1.7 

1.8 

2.5 

2.9 

2.8 

3.9 

2.0 

2.2 

1.8 

2.8 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 不明・無回答
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問 15 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つ） 

昨年と比べた外出の回数についてみると、「減っていない」が 44.7％と割合が最も高く、次いで「あ

まり減っていない」が 28.9％、「減っている」が 20.1％となっています。 

「とても減っている」「減っている」を合わせた『減っている』が 24.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「減っていない」の割合が 15.2 ポイント低くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「とても減っている」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕で「とても減っている」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【昨年と比べた外出回数】×性別／年齢別／地区別 

3.9 

2.4 

5.4 

1.5 

1.8 

2.7 

7.0 

11.7 

15.5 

4.7 

3.6 

3.4 

3.4 

3.0 

20.1 

16.4 

24.6 

12.3 

16.0 

19.3 

31.1 

40.9 

36.4 

20.9 

20.2 

16.9 

20.7 

21.6 

28.9 

26.8 

31.1 

25.1 

30.4 

33.3 

29.1 

25.3 

28.7 

30.2 

25.9 

28.0 

33.5 

31.5 

44.7 

52.1 

36.9 

59.5 

50.1 

41.9 

29.9 

19.9 

14.7 

42.2 

47.9 

50.1 

40.2 

41.6 

2.4 

2.3 

2.0 

1.7 

1.7 

2.8 

2.9 

2.1 

4.7 

2.0 

2.4 

1.6 

2.2 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 不明・無回答
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問 16 外出を控えていますか。（○は１つ） 

外出を控えているかについてみると、「はい」が 18.0％、「いいえ」が 79.3％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」の割合が 14.5ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【外出を控えているか】×性別／年齢別／地区別 

18.0 

11.2 

25.7 

8.3 

10.3 

16.3 

31.1 

47.3 

52.7 

20.7 

15.7 

14.8 

20.1 

19.3 

79.3 

86.4 

71.8 

89.7 

87.6 

80.6 

65.8 

49.8 

44.2 

76.4 

81.9 

82.7 

77.3 

78.7 

2.7 

2.4 

2.5 

2.0 

2.1 

3.1 

3.2 

2.8 

3.1 

2.9 

2.4 

2.5 

2.6 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 16で「はい」（外出を控えている）の方のみ 

問 16-1 外出を控えている理由は、次のどれですか。（○はいくつでも） 

外出を控えている理由についてみると、「足腰などの痛み」が 50.9％と割合が最も高く、次いで「交

通手段がない」が 21.4％、「トイレの心配（失禁など）」が 18.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「足腰などの痛み」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「足腰などの痛み」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「足腰などの痛み」の割合が最も高くなっています。 

12.6 

4.5 

50.9 

18.3 

8.9 

9.5 

16.4 

8.3 

21.4 

14.8 

6.7 

0 20 40 60

病気

障害(脳卒中の後遺症など)

足腰などの痛み

トイレの心配(失禁など)

耳の障害(聞こえの問題など)

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

その他

不明・無回答

(MA) n=641 %

 

■ＭＡ【外出を控えている理由】×性別／年齢別／地区別 

n

病
気

障
害

(

脳
卒

中

の
後
遺
症
な

ど

)

足
腰
な
ど
の

痛

み ト
イ
レ
の
心

配

(

失
禁
な
ど

)

耳
の
障
害
（

聞

こ
え
の
問
題

な

ど
）

目
の
障
害

外
で
の
楽
し

み

が
な
い

経
済
的
に
出

ら

れ
な
い

交
通
手
段
が

な

い そ
の
他

不
明
・
無
回

答

641 12.6 4.5  50.9 18.3 8.9  9.5  16.4 8.3  21.4 14.8 6.7  

男性 206 17.5 8.3  42.7 20.9 11.2 12.1 21.8 6.8  16.5 12.6 8.3  

女性 419 10.3 2.6  54.7 16.7 7.6  8.4  13.6 9.1  23.4 15.8 6.0  

65～69歳 84 16.7 8.3  28.6 13.1 2.4  6.0  15.5 14.3 13.1 25.0 10.7 

70～74歳 97 12.4 4.1  42.3 11.3 -    6.2  22.7 15.5 17.5 19.6 8.2  

75～79歳 109 13.8 4.6  39.4 11.9 4.6  7.3  22.0 11.0 20.2 15.6 5.5  

80～84歳 128 12.5 4.7  59.4 22.7 18.0 10.2 14.1 5.5  18.0 7.8  9.4  

85～89歳 133 14.3 1.5  65.4 27.8 10.5 14.3 12.8 3.0  30.1 10.5 3.0  

90歳以上 68 4.4  5.9  61.8 19.1 14.7 13.2 10.3 1.5  23.5 14.7 2.9  

北部 195 12.8 4.6  49.7 14.4 11.8 9.2  18.5 8.2  21.5 10.3 8.2  

南部 194 12.9 6.7  52.6 23.2 6.7  11.3 16.0 8.8  18.0 17.5 4.6  

船穂・牧の原 65 10.8 4.6  44.6 16.9 6.2  9.2  10.8 13.8 27.7 16.9 9.2  

印旛 100 13.0 3.0  58.0 17.0 9.0  9.0  17.0 7.0  21.0 12.0 6.0  

本埜 59 13.6 -    39.0 20.3 8.5  8.5  15.3 3.4  22.0 27.1 8.5  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 17 外出する際の移動手段は何ですか。（○はいくつでも） 

外出する際の移動手段についてみると、「自動車（自分で運転）」が 59.4％と割合が最も高く、次

いで「徒歩」が 57.8％、「電車」が 44.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「自動車（自分で運転）」、〔女性〕で「徒歩」の割合が最も高くなってい

ます。 

年齢別でみると、74 歳以下で「自動車（自分で運転）」、75～84 歳で「徒歩」、85歳以上で「自

動車（人に乗せてもらう）」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「自動車（自分で運転）」、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で

「徒歩」の割合が最も高くなっています。 

57.8 

22.9 

2.0 

59.4 

26.9 

44.9 

23.4 

6.0 

0.4 

0.1 

2.4 

7.5 

0.8 

2.6 

0 20 40 60 80

徒歩

自転車

バイク

自動車(自分で運転)

自動車(人に乗せてもらう)

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす(カート)

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 
■ＭＡ【外出する際の移動手段】×性別／年齢別／地区別 

n

徒
歩

自
転
車

バ
イ
ク

自
動
車
（

自

分
で
運
転
）

自
動
車
（

人

に
乗
せ
て
も
ら

う
）

電
車

路
線
バ
ス

病
院
や
施
設

の
バ
ス

車
い
す

電
動
車
い
す
（

カ
ー

ト
）

歩
行
器
・
シ

ル
バ
ー

カ
ー

タ
ク
シ
ー

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

3,560 57.8 22.9 2.0  59.4 26.9 44.9 23.4 6.0  0.4  0.1  2.4  7.5  0.8  2.6  

男性 1,841 60.6 27.2 3.2  75.7 13.8 48.0 20.6 3.5  0.1  0.2  0.7  5.7  0.4  2.8  

女性 1,631 55.4 18.6 0.8  41.5 41.8 41.8 27.0 8.8  0.7  0.1  4.5  9.4  1.2  2.1  

65～69歳 1,009 64.7 26.6 3.0  76.6 20.0 54.5 20.7 3.0  0.2  -    0.1  3.0  0.4  2.3  

70～74歳 946 58.6 26.2 2.2  72.9 19.0 47.7 21.2 3.4  -    -    0.1  4.3  0.4  2.9  

75～79歳 669 58.4 25.0 1.6  58.0 25.7 45.0 28.0 7.2  -    -    1.2  8.2  0.9  2.8  

80～84歳 412 54.6 18.2 1.7  34.5 34.5 39.8 31.8 9.2  0.7  1.0  5.1  15.5 1.0  1.9  

85～89歳 281 44.1 9.3  0.4  21.4 54.4 21.7 22.1 14.2 1.4  0.4  12.8 16.0 1.8  1.8  

90歳以上 129 40.3 8.5  -    6.2  55.0 18.6 20.9 14.7 2.3  -    14.0 16.3 3.1  3.1  

北部 940 50.3 18.5 3.3  60.5 28.9 39.9 16.6 6.3  0.3  0.1  3.0  6.1  0.6  2.4  

南部 1,233 74.5 32.7 1.3  57.3 24.0 58.4 34.1 7.3  0.2  -    1.1  9.7  0.9  2.8  

船穂・牧の原 439 61.7 25.1 1.6  56.7 26.4 49.4 23.5 4.8  0.5  0.5  3.2  7.7  1.1  1.8  

印旛 498 41.4 9.8  1.0  64.3 28.7 31.5 20.9 3.6  0.8  0.4  3.4  6.2  0.6  2.0  

本埜 305 40.3 19.0 3.6  64.3 28.2 27.5 10.2 5.6  0.3  -    3.0  4.6  0.7  2.6  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 17で「バイク」または「自動車（自分で運転）」の方のみ 

問 17-1 今後、自主的に免許の返納をお考えですか。（○は１つ） 

今後、自主的に免許の返納を考えているかについてみると、「返納は考えていない」が 67.1％と割

合が最も高く、次いで「わからない」が 12.0％、「返納したいが返納できない」が 8.7％となってい

ます。 

性別でみると、〔男性〕で「返納は考えていない」が 16.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、65 歳から 89 歳では、年齢が上がるにつれて「返納は考えていない」割合が低

くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「返納したいが返納できない」の割合が全体を上回っ

ています。 

 

■ＳＡ【免許返納の意思】×性別／年齢別／地区別 

67.1 

72.6 

56.2 

72.9 

71.7 

57.7 

53.1 

39.3 

50.0 

69.1 

65.5 

68.5 

64.5 

68.7 

7.4 

5.8 

10.3 

3.2 

5.6 

12.5 

14.5 

26.2 

12.5 

7.0 

8.3 

6.8 

7.2 

5.6 

8.7 

7.7 

10.7 

3.2 

6.2 

15.8 

22.8 

26.2 

12.5 

8.9 

6.3 

6.0 

14.0 

9.6 

12.0 

9.6 

17.1 

15.4 

11.3 

11.2 

4.1 

3.3 

12.5 

10.5 

14.9 

11.6 

10.0 

12.6 

4.8 

4.3 

5.7 

5.4 

5.2 

2.8 

5.5 

4.9 

12.5 

4.5 

4.9 

7.2 

4.4 

3.5 

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

全体(n=2,139)

男性(n=1,404)

女性(n=690)

65～69歳(n=781)

70～74歳(n=697)

75～79歳(n=392)

80～84歳(n=145)

85～89歳(n=61)

90歳以上(n=8)

北部(n=583)

南部(n=710)

船穂・牧の原(n=251)

印旛(n=321)

本埜(n=198)

返納は考えていない 近く返納を考えている 返納したいが返納できない

わからない 不明・無回答
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問 18 現在、車が無くて、生活上特に困っていることや、将来、車が運転できなくなる

と困ると思うことは何ですか。（○はいくつでも） 

現在、車が無くて、生活上特に困っていることや、将来、車が運転できなくなると困ると思うこと

についてみると、「買物」が 67.1％と割合が最も高く、次いで「通院」が 60.8％、「公的機関や金

融機関など身近な用事」が 41.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「特にない」を除くすべての項目が高くなっています。 

年齢別でみると、79 歳以下及び〔90 歳以上〕で「買物」、80～89歳で「通院」の割合が最も高

くなっています。 

地区別でみると、いずれも「買物」の割合が最も高くなっています。 

67.1 

60.8 

41.9 

29.9 

13.1 

27.9 

19.7 

2.8 

8.9 

13.9 

0 20 40 60 80

買物

通院

公的機関や金融機関など身近な用事

家族・友人・知人との交流

地域活動への参加

趣味の活動への参加

家族の送迎

その他

特にない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 
■ＭＡ【車が無くて困ること】×性別／年齢別／地区別 

n
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答

3,560 67.1 60.8 41.9 29.9 13.1 27.9 19.7 2.8  8.9  13.9 

男性 1,841 74.4 67.2 46.4 32.3 14.6 33.0 26.5 3.5  7.8  6.7  

女性 1,631 59.1 54.1 37.4 27.8 11.6 22.5 12.4 2.0  10.5 21.3 

65～69歳 1,009 73.1 63.0 48.0 34.8 13.2 32.2 25.4 3.4  10.0 5.8  

70～74歳 946 74.7 67.1 48.8 36.3 16.0 34.5 23.4 3.1  7.7  7.8  

75～79歳 669 69.5 63.2 40.8 29.0 14.8 29.4 18.5 2.7  8.4  13.2 

80～84歳 412 56.1 56.3 32.5 22.3 10.9 19.9 12.4 2.2  9.5  23.3 

85～89歳 281 44.8 47.0 26.0 16.4 8.2  10.0 8.2  2.5  9.3  35.2 

90歳以上 129 38.0 37.2 20.2 11.6 4.7  8.5  4.7  0.8  14.7 38.0 

北部 940 72.6 63.6 44.1 30.2 13.9 28.8 20.7 2.9  5.5  15.7 

南部 1,233 62.4 57.6 37.0 26.2 11.0 29.3 19.0 3.0  12.7 12.2 

船穂・牧の原 439 59.9 52.6 35.5 28.9 11.6 24.4 17.3 3.4  14.1 13.2 

印旛 498 74.3 68.3 52.8 37.1 17.7 26.7 20.9 1.6  4.2  13.9 

本埜 305 72.1 67.2 50.2 37.0 14.4 29.2 21.3 3.3  6.9  11.8 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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４ 食べることについて 

 

問 19 身長と体重をご記入ください。（数字を記入） 

身長についてみると、「160～170cm 未満」が 35.7％と割合が最も高く、次いで「150～160cm

未満」が 32.6％、「170cm 以上」が 15.1％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「160～170cm 未満」、〔女性〕で「150～160cm 未満」の割合が最

も高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて身長の平均値が低下する傾向が見られます。 

地区別でみると、〔印旛〕を除く地区で「160～170cm 未満」の割合が最も高くなっています。 

0.9 

12.1 

32.6 

35.7 

15.1 

3.6 

0 10 20 30 40

140cm未満

140～150cm未満

150～160cm未満

160～170cm未満

170cm以上

不明・無回答

(数量) n=3,560 %

 

■数量【身長】 

n

140cm
未満

140～
150cm
未満

150～
160cm
未満

160～
170cm
未満

170cm
以上

不明・
無回答

3,560 0.9    12.1  32.6  35.7 15.1  3.6    

男性 1,841 0.1    0.3    10.6  57.8 28.8  2.4    

女性 1,631 1.8    25.4  57.6 10.7  0.2    4.2    

65～69歳 1,009 0.2    3.6    30.1  39.6 24.3  2.2    

70～74歳 946 0.1    8.7    33.0  38.5 17.8  2.0    

75～79歳 669 0.4    13.5  32.9  40.4 9.3    3.6    

80～84歳 412 2.2    19.9  34.5 29.1  9.7    4.6    

85～89歳 281 2.8    31.3  35.6 18.9  3.9    7.5    

90歳以上 129 5.4    28.7  34.9 21.7  1.6    7.8    

北部 940 1.1    13.4  31.6  36.5 14.0  3.4    

南部 1,233 0.3    10.7  31.5  36.9 17.7  2.8    

船穂・牧の原 439 0.7    11.4  30.3  37.6 17.1  3.0    

印旛 498 2.2    13.5  35.9 31.9  11.8  4.6    

本埜 305 1.0    13.4  34.1  36.1 12.5  3.0    

年齢別

地区別

％

全体

性別
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体重についてみると、「50～60kg 未満」が 30.2％と割合が最も高く、次いで「60～70kg未満」

が 29.5％、「40～50kg未満」が 18.1％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「60～70kg 未満」、〔女性〕で「50～60kg 未満」の割合が最も高く

なっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて体重の平均値が低下する傾向が見られます。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕で「60～70kg 未満」、〔印旛〕〔本埜〕で「50～60kg

未満」の割合が最も高くなっています。また〔南部〕で「60～70kg 未満」「50～60kg 未満」が

同率となっています。 

1.9 

18.1 

30.2 

29.5 

12.4 

4.0 

4.0 

0 10 20 30 40

40kg未満

40～50kg未満

50～60kg未満

60～70kg未満

70～80kg未満

80kg以上

不明・無回答

(数量) n=3,560 %

 

 

■数量【体重】 

n

40kg
未満

40～
50kg
未満

50～
60kg
未満

60～
70kg
未満

70～
80kg
未満

80kg
以上

不明・
無回答

3,560 1.9    18.1  30.2 29.5  12.4  4.0    4.0    

男性 1,841 0.3    3.6    22.9  42.4 20.7  7.1    3.0    

女性 1,631 3.7    34.6  38.5 15.0  3.0    0.6    4.5    

65～69歳 1,009 0.8    11.9  26.6  34.2 17.2  6.7    2.6    

70～74歳 946 0.5    16.2  29.1  33.0 13.6  5.1    2.5    

75～79歳 669 1.5    18.1  33.9 30.5  10.3  1.9    3.7    

80～84歳 412 3.6    25.0  30.1 25.5  9.5    1.7    4.6    

85～89歳 281 5.0    27.4  40.9 13.2  4.6    1.1    7.8    

90歳以上 129 10.1  39.5 27.9  11.6  1.6    -        9.3    

北部 940 1.8    18.3  29.6  29.7 12.9  3.9    3.8    

南部 1,233 1.9    17.2  29.8 29.8 12.7  5.2    3.4    

船穂・牧の原 439 1.4    18.0  27.1  33.9 12.3  3.6    3.6    

印旛 498 2.4    19.7  31.7 25.9  11.8  3.6    4.8    

本埜 305 2.3    19.3  32.5 29.8  10.8  2.0    3.3    

％

年齢別

地区別

全体

性別
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ＢＭＩについてみると、「18.5 以上 25 未満」が 61.2％と割合が最も高く、次いで「25 以上」

が 27.6％、「18.5未満」が 6.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「18.5 未満」が 6.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「18.5未満」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「18.5 未満」の割合が全体を上回っています。 

6.9 

61.2 

27.6 

4.3 

0 20 40 60 80

18.5未満

18.5以上25未満

25以上

不明・無回答

(数量) n=3,560 %

 

 

■数量【ＢＭＩ】 

n

18.5
未満

18.5以
上25未
満

25以上
不明・
無回答

3,560 6.9    61.2 27.6  4.3    

男性 1,841 4.0    61.5 31.5  3.0    

女性 1,631 10.4  61.1 23.2  5.3    

65～69歳 1,009 5.1    60.4 32.0  2.6    

70～74歳 946 6.0    62.3 29.2  2.5    

75～79歳 669 7.0    63.5 25.1  4.3    

80～84歳 412 9.5    62.1 23.1  5.3    

85～89歳 281 10.0  56.6 23.8  9.6    

90歳以上 129 14.0  61.2 14.7  10.1  

北部 940 6.6    60.3 28.9  4.1    

南部 1,233 7.1    62.6 26.7  3.6    

船穂・牧の原 439 7.3    62.0 26.4  4.3    

印旛 498 6.6    59.2 28.9  5.2    

本埜 305 7.5    62.3 26.6  3.6    

％

全体

性別

年齢別

地区別

 

 

 

ＢＭＩ（Body Mass Index）とは、肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数で、 

[体重(kg)]÷[身長(m)の 2 乗]で求められます。 

18.5 未満が「低体重（やせ）」、18.5 以上 25 未満が「普通体重」、25 以上が「肥満」に分類さ

れます。 
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問 20 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。（○は１つ） 

半年前に比べて固いものが食べにくくなったかについてみると、「はい」が 26.6％、「いいえ」が

71.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 5.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕を除く地区で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【半年前に比べて固いものが食べにくくなったか】×性別／年齢別／地区別 

26.6 

24.2 

29.4 

18.2 

22.0 

28.0 

37.1 

44.5 

45.7 

29.9 

21.7 

28.5 

28.1 

29.5 

71.0 

73.6 

68.5 

80.1 

76.3 

69.5 

60.0 

52.3 

50.4 

67.8 

76.2 

70.2 

68.7 

69.2 

2.4 

2.2 

2.1 

1.7 

1.7 

2.5 

2.9 

3.2 

3.9 

2.3 

2.1 

1.4 

3.2 

1.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 21 お茶や汁物等でむせることがありますか。（○は１つ） 

お茶や汁物等でむせることがあるかについてみると、「はい」が 28.2％、「いいえ」が 69.7％と

なっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 3.1 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75歳以降で、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【お茶や汁物等でむせることがあるか】×性別／年齢別／地区別 

28.2 

26.9 

30.0 

24.9 

22.8 

30.0 

35.0 

37.4 

48.1 

30.5 

26.8 

28.9 

26.7 

28.5 

69.7 

71.3 

68.1 

73.3 

76.0 

67.6 

62.1 

60.5 

50.4 

67.4 

71.1 

69.7 

71.3 

70.5 

2.1 

1.8 

2.0 

1.8 

1.2 

2.4 

2.9 

2.1 

1.6 

2.0 

2.1 

1.4 

2.0 

1.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 22 口の渇きが気になりますか。（○は１つ） 

口の渇きが気になるかについてみると、「はい」が 25.6％、「いいえ」が 71.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 3.0 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、80歳以上で「はい」が３割を超えています。 

地区別でみると、大きな差異は見られません。 

 

■ＳＡ【口の渇きが気になるか】×性別／年齢別／地区別 

25.6 

24.2 

27.2 

20.6 

21.5 

25.9 

36.2 

35.6 

36.4 

25.9 

25.5 

24.4 

24.7 

25.9 

71.9 

73.6 

70.4 

77.3 

77.1 

71.2 

61.2 

61.9 

58.1 

71.8 

71.8 

74.7 

72.1 

72.8 

2.5 

2.2 

2.4 

2.1 

1.5 

3.0 

2.7 

2.5 

5.4 

2.3 

2.7 

0.9 

3.2 

1.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 23 定期的に歯科受診（健診を含む）をしていますか。（○は１つ） 

定期的に歯科受診（健診を含む）をしているかについてみると、「はい」が 55.7％、「いいえ」が

41.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 2.8 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、80歳以降で「はい」の割合が全体を下回っています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕で「はい」の割合が全体を下回っています。 

 

■ＳＡ【定期的に歯科受診（健診を含む）をしているか】×性別／年齢別／地区別 

 

55.7 

54.8 

57.6 

56.6 

59.7 

60.2 

52.7 

48.0 

27.9 

53.2 

62.5 

51.7 

49.6 

56.7 

41.9 

43.2 

39.9 

41.6 

38.6 

36.6 

44.4 

48.8 

69.8 

44.4 

35.1 

46.2 

47.8 

41.6 

2.5 

2.1 

2.5 

1.8 

1.7 

3.1 

2.9 

3.2 

2.3 

2.4 

2.4 

2.1 

2.6 

1.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 24 歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください。（成人の歯の総本数は、親知らず

を含めて 32本です。）（○は１つ） 

歯の数と入れ歯の利用状況についてみると、「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし」が 34.7％

と割合が最も高く、次いで「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」が 34.5％、「自分の歯は

20 本以上、かつ入れ歯を利用」が 17.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」が 2.4 ポイント高くなっ

ています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「自分の歯は 19本以下、かつ入れ歯を利用」の割合が高

くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」の割合

が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【歯の数と入れ歯の利用状況】×性別／年齢別／地区別 

17.9 

19.0 

17.1 

17.1 

18.5 

21.5 

18.2 

15.7 

11.6 

15.6 

18.9 

16.2 

22.7 

17.7 

34.7 

36.3 

33.5 

49.3 

39.3 

29.4 

20.6 

13.9 

10.9 

31.3 

40.0 

41.5 

25.5 

33.4 

34.5 

33.2 

35.6 

20.2 

32.2 

38.6 

44.4 

54.8 

58.9 

38.9 

29.4 

34.4 

34.9 

41.0 

8.2 

8.1 

8.4 

10.8 

7.1 

7.2 

8.5 

6.0 

7.8 

8.9 

8.2 

5.0 

9.6 

5.9 

4.6 

3.4 

5.4 

2.6 

2.9 

3.3 

8.3 

9.6 

10.9 

5.2 

3.5 

3.0 

7.2 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用

自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし

自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用

自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし

不明・無回答
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問 25 ６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか。（○は１つ） 

６か月間で２～３kg以上の体重減少があったかについてみると、「はい」が 10.9％、「いいえ」が

86.5％となっています。 

性別でみると、男女で大きな差異は見られません。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕及び 85 歳以上で「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【６か月間で２～３kg 以上の体重減少があったか】×性別／年齢別／地区別 

10.9 

11.6 

10.0 

11.0 

10.4 

8.8 

10.9 

14.9 

13.2 

11.4 

11.6 

8.7 

10.8 

10.5 

86.5 

86.1 

87.6 

87.0 

88.1 

88.6 

85.4 

81.9 

82.9 

86.3 

86.0 

89.5 

86.3 

87.9 

2.6 

2.3 

2.4 

2.0 

1.6 

2.5 

3.6 

3.2 

3.9 

2.3 

2.4 

1.8 

2.8 

1.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 26 どなたかと食事をともにする機会はありますか。（○は１つ） 

誰かと食事をともにする機会があるかについてみると、「毎日ある」が 55.0％と割合が最も高く、

次いで「月に何度かある」が 17.8％、「年に何度かある」が 10.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「毎日ある」が 6.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「ほとんどない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕で「毎日ある」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【誰かと食事をともにする機会があるか】×性別／年齢別／地区別 

55.0 

58.2 

52.0 

67.8 

56.7 

49.6 

42.2 

42.0 

44.2 

50.7 

58.3 

60.1 

55.4 

50.5 

7.5 

6.4 

9.0 

7.6 

7.1 

6.3 

7.5 

10.7 

10.1 

8.0 

6.7 

7.3 

7.6 

10.5 

17.8 

15.3 

20.2 

12.8 

18.5 

21.4 

20.4 

21.0 

16.3 

19.8 

16.3 

13.7 

18.7 

20.0 

10.8 

11.0 

10.9 

6.3 

11.0 

12.9 

17.0 

12.5 

14.0 

11.2 

11.0 

11.2 

9.4 

10.8 

6.6 

7.1 

5.8 

3.6 

5.1 

7.2 

10.7 

10.3 

14.0 

8.2 

5.4 

6.4 

5.6 

7.2 

2.4 

2.1 

2.2 

1.9 

1.7 

2.7 

2.2 

3.6 

1.6 

2.1 

2.3 

1.4 

3.2 

1.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

毎日ある 週に何度かある 月に何度かある 年に何度かある ほとんどない 不明・無回答
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５ 毎日の生活について 

 

問 27 物忘れが多いと感じますか。（○は１つ） 

物忘れが多いと感じるかについてみると、「はい」が 42.7％、「いいえ」が 54.3％となっていま

す。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 3.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【物忘れが多いと感じるか】×性別／年齢別／地区別 

42.7 

41.0 

44.9 

35.9 

40.6 

41.4 

53.9 

57.7 

56.6 

42.3 

43.4 

43.1 

41.4 

41.6 

54.3 

56.6 

51.8 

62.5 

57.0 

55.3 

42.0 

37.7 

38.0 

55.1 

54.3 

54.7 

54.2 

54.4 

3.1 

2.4 

3.3 

1.6 

2.4 

3.3 

4.1 

4.6 

5.4 

2.6 

2.4 

2.3 

4.4 

3.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 28 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。（○は１つ） 

自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしているかについてみると、「はい」が 85.1％、「い

いえ」が 13.1％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「いいえ」が 2.4ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75歳以上では年齢が上がるにつれて「いいえ」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「いいえ」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしているか】×性別／年齢別／地区別 

85.1 

83.9 

86.5 

83.5 

85.7 

90.4 

85.7 

80.8 

72.9 

85.2 

85.4 

84.7 

88.0 

80.7 

13.1 

14.4 

12.0 

15.1 

12.5 

8.4 

12.6 

17.4 

24.8 

13.7 

13.0 

13.4 

10.4 

16.4 

1.8 

1.6 

1.5 

1.4 

1.8 

1.2 

1.7 

1.8 

2.3 

1.1 

1.6 

1.8 

1.6 

3.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 29 今日が何月何日かわからない時がありますか。（○は１つ） 

今日が何月何日かわからない時があるかについてみると、「はい」が 24.7％、「いいえ」が 73.5％

となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 4.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔船穂・牧の原〕〔印旛〕〔本埜〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【今日が何月何日かわからない時があるか】×性別／年齢別／地区別 

24.7 

22.8 

27.0 

19.6 

21.1 

25.3 

31.3 

38.1 

41.9 

24.4 

22.6 

26.9 

25.5 

27.9 

73.5 

75.4 

71.5 

79.1 

77.1 

73.2 

67.2 

60.1 

54.3 

74.1 

75.8 

70.8 

72.9 

70.2 

1.9 

1.8 

1.5 

1.3 

1.8 

1.5 

1.5 

1.8 

3.9 

1.5 

1.5 

2.3 

1.6 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 30 バスや電車を使って１人で外出していますか（自家用車でも可）。（○は１つ） 

バスや電車を使って１人で外出しているかについてみると、「できるし、している」が 80.3％、「で

きるけどしていない」が 9.8％、「できない」が 8.1％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」が 9.6 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【バスや電車を使って１人で外出しているか】×性別／年齢別／地区別 

80.3 

87.9 

72.5 

91.7 

88.5 

84.8 

67.7 

49.1 

26.4 

80.6 

83.6 

81.3 

74.9 

78.0 

9.8 

6.9 

12.8 

5.4 

8.0 

9.4 

15.0 

17.8 

22.5 

8.9 

8.9 

10.0 

12.7 

8.9 

8.1 
3.6 

13.2 

1.9 

1.9 

4.6 

15.8 

30.6 

46.5 

9.0 

6.1 

7.1 

10.4 

10.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.1 

1.6 

1.2 

1.5 

2.5 

4.7 

1.4 

1.4 

1.6 

2.0 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 31 自分で食品・日用品の買物をしていますか。（○は１つ） 

自分で食品・日用品の買物をしているかについてみると、「できるし、している」が 82.1％、「で

きるけどしていない」が 11.2％、「できない」が 5.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」が 5.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回って

います。 

 

■ＳＡ【自分で食品・日用品の買物をしているか】×性別／年齢別／地区別 

82.1 

81.0 

83.6 

90.0 

86.4 

86.7 

76.9 

58.7 

37.2 

80.2 

85.3 

83.1 

78.9 

81.0 

11.2 

15.2 

6.9 

7.7 

10.9 

9.7 

11.9 

21.4 

26.4 

12.6 

10.0 

10.3 

13.3 

9.8 

5.0 

2.2 

8.1 

1.1 

1.3 

2.4 

9.2 

17.4 

34.1 

6.0 

3.3 

5.2 

5.8 

6.9 

1.7 

1.6 

1.4 

1.2 

1.5 

1.2 

1.9 

2.5 

2.3 

1.3 

1.4 

1.4 

2.0 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 32 自分で食事の用意をしていますか。（○は１つ）  

自分で食事の用意をしているかについてみると、「できるし、している」が 65.2％、「できるけど

していない」が 25.3％、「できない」が 7.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「できない」が 5.5 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔本埜〕で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【自分で食事の用意をしているか】×性別／年齢別／地区別 

65.2 

46.7 

86.4 

69.1 

66.1 

68.5 

66.5 

51.2 

41.1 

67.0 

66.9 

61.0 

66.5 

56.4 

25.3 

41.6 

7.1 

25.9 

27.0 

23.2 

20.1 

29.2 

30.2 

23.3 

24.9 

29.8 

24.7 

28.9 

7.8 

10.3 

4.8 

4.0 

5.4 

6.7 

11.9 

16.4 

27.1 

8.6 

6.5 

7.1 

7.0 

12.5 

1.7 

1.5 

1.7 

1.1 

1.6 

1.6 

1.5 

3.2 

1.6 

1.1 

1.7 

2.1 

1.8 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 33 自分で請求書の支払いをしていますか。（○は１つ） 

自分で請求書の支払いをしているかについてみると、「できるし、している」が 79.6％、「できる

けどしていない」が 13.8％、「できない」が 4.6％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」が 2.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕以外の地区で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【自分で請求書の支払いをしているか】×性別／年齢別／地区別 

79.6 

76.3 

83.7 

86.0 

84.6 

80.4 

74.0 

62.6 

48.8 

79.6 

82.5 

75.4 

79.3 

76.1 

13.8 

18.4 

8.9 

11.4 

12.1 

15.5 

15.8 

18.9 

21.7 

13.6 

13.3 

16.2 

13.9 

13.4 

4.6 

3.6 

5.8 

1.4 

1.8 

2.7 

7.5 

16.0 

26.4 

5.5 

2.4 

6.2 

5.0 

8.5 

1.9 

1.8 

1.6 

1.2 

1.6 

1.3 

2.7 

2.5 

3.1 

1.3 

1.9 

2.3 

1.8 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 34 自分で預貯金の出し入れをしていますか。（○は１つ）  

自分で預貯金の出し入れをしているかについてみると、「できるし、している」が 81.1％、「でき

るけどしていない」が 12.9％、「できない」が 4.7％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「できない」が 2.0 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「できない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕以外の地区で「できない」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【自分で預貯金の出し入れをしているか】×性別／年齢別／地区別 

81.1 

77.9 

84.7 

86.9 

85.6 

84.2 

76.2 

61.2 

48.8 

80.1 

85.7 

74.7 

80.5 

75.7 

12.9 

17.1 

8.5 

10.7 

11.5 

11.8 

13.1 

22.8 

27.1 

13.9 

10.2 

18.7 

13.1 

13.8 

4.7 

3.7 

5.7 

1.4 

1.5 

3.1 

9.5 

14.9 

22.5 

5.3 

2.7 

5.5 

5.0 

8.5 

1.3 

1.2 

1.0 

1.0 

1.4 

0.9 

1.2 

1.1 

1.6 

0.6 

1.4 

1.1 

1.4 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

できるし、している できるけどしていない できない 不明・無回答
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問 35 趣味はありますか。（○は１つ）  

趣味はあるかについてみると、「趣味あり」が 70.8％、「思いつかない」が 20.6％となっていま

す。 

性別でみると、〔男性〕で「趣味あり」が 4.5 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「趣味あり」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「趣味あり」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【趣味はあるか】×性別／年齢別／地区別 

70.8 

73.3 

68.8 

76.5 

75.9 

69.4 

63.8 

58.0 

53.5 

68.7 

77.2 

68.6 

66.3 

68.5 

20.6 

20.0 

20.9 

18.5 

16.5 

21.5 

22.6 

31.0 

33.3 

23.1 

15.6 

22.1 

24.1 

23.0 

8.7 

6.7 

10.3 

5.0 

7.6 

9.1 

13.6 

11.0 

13.2 

8.2 

7.2 

9.3 

9.6 

8.5 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

趣味あり 思いつかない 不明・無回答
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問 36 生きがいはありますか。（○は１つ）  

生きがいはあるかについてみると、「生きがいあり」が 59.7％、「思いつかない」が 30.7％とな

っています。 

性別でみると、〔男性〕で「生きがいあり」が 4.0ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「生きがいあり」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「生きがいあり」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【生きがいはあるか】×性別／年齢別／地区別 

59.7 

61.7 

57.7 

65.1 

62.8 

58.1 

55.1 

49.8 

40.3 

60.2 

62.9 

56.3 

56.8 

58.7 

30.7 

31.0 

30.7 

29.1 

27.8 

32.0 

33.7 

35.6 

42.6 

31.3 

29.0 

35.5 

30.7 

27.5 

9.6 

7.4 

11.6 

5.7 

9.4 

9.9 

11.2 

14.6 

17.1 

8.5 

8.1 

8.2 

12.4 

13.8 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

生きがいあり 思いつかない 不明・無回答
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６ 地域での活動について 

 

問 37 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。（○はそ

れぞれ１つずつ）  

（1）ボランティアのグループへの参加状況については、「参加していない」の割合が 59.9％と最

も高く、次いで「月１～３回」が 5.4％、「年に数回」が 4.4％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 8.1 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔80～84 歳〕で「参加していない」の割合が他の年齢と比べて低くなっていま

す。 

地区別でみると、〔南部〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

0.5 

1.1 

1.5 

5.4 

4.4 

59.9 

27.3 

0 20 40 60 80

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（1）ボランティアのグループ】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 0.5  1.1  1.5  5.4  4.4  59.9 27.3 

男性 1,841 0.4  1.2  1.7  5.1  4.9  64.1 22.5 

女性 1,631 0.4  1.0  1.2  5.5  3.9  56.0 31.9 

65～69歳 1,009 0.8  1.3  1.0  6.3  6.1  68.0 16.5 

70～74歳 946 0.4  1.6  1.7  6.1  4.1  65.1 20.9 

75～79歳 669 0.4  0.9  1.6  4.6  4.0  56.1 32.3 

80～84歳 412 0.2  1.2  2.4  5.6  4.6  43.7 42.2 

85～89歳 281 -    0.4  1.1  2.1  1.8  52.3 42.3 

90歳以上 129 -    -    0.8  1.6  -    55.0 42.6 

北部 940 0.4  1.3  1.2  7.3  4.9  59.3 25.6 

南部 1,233 0.3  1.1  1.0  4.2  4.1  65.0 24.4 

船穂・牧の原 439 0.2  0.9  2.3  5.2  4.1  58.1 29.2 

印旛 498 0.4  1.6  2.2  5.4  4.2  55.4 30.7 

本埜 305 1.3  0.7  2.3  3.9  5.2  58.0 28.5 

年齢別

地区別

％

全体

性別

 



50 

 

（2）スポーツ関係のグループやクラブへの参加状況については、「参加していない」の割合が

50.5％と最も高く、次いで「週２～３回」が 7.6％、「週１回」が 6.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 6.6 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔船穂・牧の原〕を除く地区で「参加していない」の割合が全体を上回っていま

す。 

3.8 

7.6 

6.8 

4.7 

3.0 

50.5 

23.4 

0 20 40 60

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（2）スポーツ関係のグループやクラブ】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 3.8  7.6  6.8  4.7  3.0  50.5 23.4 

男性 1,841 3.3  6.2  5.6  6.4  4.5  54.0 20.0 

女性 1,631 4.4  9.3  8.3  2.9  1.5  47.4 26.3 

65～69歳 1,009 4.3  9.0  7.9  6.2  3.2  55.9 13.5 

70～74歳 946 4.7  8.0  8.9  5.5  4.1  51.9 16.9 

75～79歳 669 4.5  7.8  6.0  4.3  2.4  47.1 28.0 

80～84歳 412 2.7  8.3  5.6  3.6  3.6  40.3 35.9 

85～89歳 281 1.4  3.2  3.2  1.1  1.1  50.9 39.1 

90歳以上 129 -    2.3  0.8  1.6  -    54.3 41.1 

北部 940 3.4  7.6  6.0  5.1  3.9  51.1 23.0 

南部 1,233 5.6  8.8  8.3  4.4  2.7  50.9 19.4 

船穂・牧の原 439 3.4  5.9  6.8  5.2  3.2  48.7 26.7 

印旛 498 1.8  6.4  5.6  4.6  2.6  52.4 26.5 

本埜 305 1.3  7.2  5.2  5.9  3.0  50.8 26.6 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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（3）趣味関係のグループへの参加状況については、「参加していない」の割合が 48.3％と最も高

く、次いで「月１～３回」が 12.3％、「年に数回」が 5.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 7.3 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔印旛〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

1.3 

4.3 

5.5 

12.3 

5.8 

48.3 

22.5 

0 20 40 60

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（3）趣味関係のグループ】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 1.3  4.3  5.5  12.3 5.8  48.3 22.5 

男性 1,841 1.1  4.0  4.8  12.1 7.7  52.1 18.3 

女性 1,631 1.4  4.7  6.4  12.8 3.6  44.8 26.3 

65～69歳 1,009 1.1  3.7  5.5  14.9 6.7  54.7 13.5 

70～74歳 946 1.4  5.0  7.4  13.4 6.8  49.0 17.0 

75～79歳 669 1.0  4.9  5.2  13.9 6.1  44.4 24.4 

80～84歳 412 2.2  4.6  3.9  8.5  3.4  40.0 37.4 

85～89歳 281 0.7  3.6  4.3  6.0  2.5  47.3 35.6 

90歳以上 129 1.6  2.3  3.9  4.7  2.3  48.1 37.2 

北部 940 1.6  4.6  6.3  13.2 5.4  48.0 21.0 

南部 1,233 1.2  4.9  5.8  13.5 6.1  50.0 18.5 

船穂・牧の原 439 0.7  3.4  4.3  12.1 6.2  47.8 25.5 

印旛 498 1.2  3.6  6.0  8.2  5.6  48.4 26.9 

本埜 305 0.7  3.3  3.6  12.5 6.2  47.2 26.6 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（4）学習・教養サークルへの参加状況については、「参加していない」の割合が 61.3％と最も高

く、次いで「月１～３回」が 3.7％、「年に数回」が 3.5％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 11.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

0.3 

0.7 

1.5 

3.7 

3.5 

61.3 

29.0 

0 20 40 60 80

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（4）学習・教養サークル】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 0.3  0.7  1.5  3.7  3.5  61.3 29.0 

男性 1,841 0.3  0.3  1.1  3.2  3.9  67.0 24.3 

女性 1,631 0.2  1.2  2.0  4.4  3.2  55.8 33.3 

65～69歳 1,009 0.2  1.4  1.3  3.8  4.1  70.3 19.0 

70～74歳 946 0.3  0.6  2.0  4.4  3.8  67.0 21.8 

75～79歳 669 0.3  0.3  0.9  4.8  3.1  56.8 33.8 

80～84歳 412 0.5  0.5  1.9  2.9  4.1  46.6 43.4 

85～89歳 281 -    -    0.7  0.4  2.5  51.6 44.8 

90歳以上 129 -    -    3.1  3.9  1.6  49.6 41.9 

北部 940 0.4  0.9  1.9  4.0  3.4  61.9 27.4 

南部 1,233 0.3  0.6  1.6  4.2  4.1  63.7 25.5 

船穂・牧の原 439 -    0.9  0.7  3.2  2.7  60.8 31.7 

印旛 498 0.2  0.8  2.2  2.0  3.6  59.0 32.1 

本埜 305 -    0.3  -    4.6  3.6  59.7 31.8 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（5）「いんざい健康ちょきん運動」など、介護予防のための通いの場への参加状況については、「参

加していない」の割合が 64.4％と最も高く、次いで「週１回」が 5.6％、「週２～３回」「月１～３

回」がそれぞれ 1.3％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 12.7 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

0.6 

1.3 

5.6 

1.3 

0.8 

64.4 

25.9 

0 20 40 60 80

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（5）「いんざい健康ちょきん運動」など、介護予防のための通いの場】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 0.6  1.3  5.6  1.3  0.8  64.4 25.9 

男性 1,841 0.3  0.8  2.7  0.7  0.8  70.8 23.8 

女性 1,631 0.9  1.7  9.0  2.1  0.9  58.1 27.5 

65～69歳 1,009 -    0.6  2.7  0.7  0.7  77.8 17.5 

70～74歳 946 0.4  1.3  5.4  0.8  0.5  70.3 21.2 

75～79歳 669 1.3  0.9  8.2  2.2  0.7  57.5 29.0 

80～84歳 412 1.2  2.7  8.5  2.7  1.7  46.1 37.1 

85～89歳 281 0.7  1.8  7.8  0.7  1.4  49.5 38.1 

90歳以上 129 -    2.3  5.4  3.1  0.8  51.2 37.2 

北部 940 0.9  2.4  5.9  1.0  1.0  64.4 24.6 

南部 1,233 0.1  1.0  5.0  1.1  0.8  69.2 22.8 

船穂・牧の原 439 1.1  0.7  7.3  1.4  0.7  62.2 26.7 

印旛 498 0.4  0.8  5.6  1.8  1.2  59.6 30.5 

本埜 305 0.7  0.7  4.6  2.3  0.3  63.0 28.5 

％

全体

性別

年齢別

地区別

 

 



54 

 

（6）高齢者クラブへの参加状況については、「参加していない」の割合が 64.9％と最も高く、次

いで「月１～３回」「年に数回」がそれぞれ 3.0％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加していない」が 9.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

0.3 

0.8 

1.2 

3.0 

3.0 

64.9 

26.8 

0 20 40 60 80

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（6）高齢者クラブ】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 0.3  0.8  1.2  3.0  3.0  64.9 26.8 

男性 1,841 0.1  0.5  1.1  2.1  3.4  69.7 23.2 

女性 1,631 0.5  1.2  1.2  3.9  2.7  60.5 30.0 

65～69歳 1,009 -    0.1  0.3  0.4  0.9  79.1 19.2 

70～74歳 946 0.2  0.3  0.5  1.8  2.6  72.2 22.3 

75～79歳 669 0.6  1.3  1.5  3.1  4.2  57.7 31.5 

80～84歳 412 0.5  1.7  1.7  6.8  5.3  45.6 38.3 

85～89歳 281 0.4  1.8  2.8  8.5  4.6  46.6 35.2 

90歳以上 129 -    2.3  4.7  7.0  6.2  48.1 31.8 

北部 940 0.3  0.9  1.8  2.8  3.3  65.5 25.4 

南部 1,233 0.2  0.4  0.7  3.6  1.3  70.3 23.5 

船穂・牧の原 439 0.5  0.9  1.4  1.6  3.6  62.4 29.6 

印旛 498 0.4  1.6  1.2  3.0  4.2  59.2 30.3 

本埜 305 -    0.7  0.3  3.3  6.2  61.3 28.2 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（7）町内会・自治会への参加状況については、「参加していない」の割合が 46.9％と最も高く、

次いで「年に数回」が 21.0％、「月１～３回」が 4.4％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「月１～３回」「年に数回」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕、85 歳以上で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「参加していない」の割合が全体を上回って

います。 

0.1 

0.4 

0.6 

4.4 

21.0 

46.9 

26.7 

0 20 40 60

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（7）町内会・自治会】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 0.1  0.4  0.6  4.4  21.0 46.9 26.7 

男性 1,841 0.2  0.5  0.6  5.9  24.7 47.5 20.5 

女性 1,631 0.1  0.2  0.6  2.5  17.4 46.6 32.6 

65～69歳 1,009 0.1  0.2  0.4  5.8  27.4 49.9 16.3 

70～74歳 946 0.2  0.6  0.6  4.9  26.3 47.5 19.9 

75～79歳 669 0.1  0.3  1.0  3.1  19.4 44.8 31.1 

80～84歳 412 0.2  -    0.5  3.9  11.7 42.2 41.5 

85～89歳 281 -    0.7  0.4  2.5  7.5  47.0 42.0 

90歳以上 129 -    -    -    0.8  6.2  49.6 43.4 

北部 940 0.1  0.3  0.5  3.5  26.6 43.8 25.1 

南部 1,233 0.2  0.4  0.6  4.5  20.4 50.4 23.4 

船穂・牧の原 439 -    -    0.7  4.6  18.9 47.6 28.2 

印旛 498 0.2  0.6  0.6  4.8  18.3 45.2 30.3 

本埜 305 0.3  -    1.0  3.9  17.0 48.2 29.5 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（8）収入のある仕事への参加状況については、「参加していない」の割合が 49.4％と最も高く、

次いで「週４回以上」が 12.5％、「週２～３回」が 9.3％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「参加していない」が 7.0 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔90歳以上〕で「参加していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕〔印旛〕で「参加していない」の割合が全体を上回っています。 

12.5 

9.3 

1.3 

1.9 

1.8 

49.4 

23.8 

0 20 40 60

週４回以上

週２～３回

週１回

月１～３回

年に数回

参加していない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

■ＳＡ【（8）収入のある仕事】 

n

週４回
以上

週２～
３回

週１回
月１～
３回

年に数
回

参加し
ていな
い

不明・
無回答

3,560 12.5 9.3  1.3  1.9  1.8  49.4 23.8 

男性 1,841 17.5 11.8 1.8  2.3  2.6  46.5 17.5 

女性 1,631 7.1  6.4  0.7  1.5  0.9  53.5 29.9 

65～69歳 1,009 24.1 15.8 1.5  2.0  1.9  43.1 11.7 

70～74歳 946 14.7 11.5 1.8  2.5  2.6  50.7 16.1 

75～79歳 669 6.3  6.7  0.6  2.7  0.9  54.4 28.4 

80～84歳 412 1.7  2.4  1.5  0.7  1.5  51.5 40.8 

85～89歳 281 0.7  -    0.7  0.4  1.4  53.0 43.8 

90歳以上 129 -    -    -    -    0.8  55.8 43.4 

北部 940 12.0 8.9  1.7  2.0  1.5  50.9 23.0 

南部 1,233 13.1 10.0 1.5  1.9  1.5  52.1 20.0 

船穂・牧の原 439 16.2 10.3 0.9  1.4  2.7  43.5 25.1 

印旛 498 9.2  8.0  0.6  2.2  2.4  50.0 27.5 

本埜 305 12.8 10.2 1.0  2.3  1.6  45.2 26.9 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 38 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグル-プ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加し

てみたいと思いますか。（○は１つ）  

地域住民の有志の活動に参加者として参加してみたいと思うかについてみると、「参加してもよい」

が 47.4％と割合が最も高く、次いで「参加したくない」が 32.0％、「是非参加したい」が 7.4％と

なっています。 

「是非参加したい」「参加してもよい」を合わせた『参加意向あり』が 54.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「参加してもよい」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「参加してもよい」、85 歳以上で「参加したくない」の割合が最も

高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「参加してもよい」の割合が高くなっています。 

7.4 

47.4 

32.0 

6.9 

6.3 

0 20 40 60

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 
■ＳＡ【地域住民の有志の活動に参加者として参加してみたいか】×性別／年齢別／地区別 

n

是
非
参
加
し

た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
く

な
い

既
に
参
加
し

て
い
る

不
明
・
無
回

答

3,560 7.4  47.4 32.0 6.9  6.3  

男性 1,841 6.0  49.2 33.5 6.7  4.6  

女性 1,631 9.0  45.4 30.7 7.4  7.7  

65～69歳 1,009 7.0  57.1 28.3 5.6  1.9  

70～74歳 946 7.2  51.4 31.9 5.9  3.6  

75～79歳 669 9.7  45.0 29.7 8.2  7.3  

80～84歳 412 9.2  39.1 31.8 9.2  10.7 

85～89歳 281 3.9  27.4 45.2 8.5  14.9 

90歳以上 129 1.6  27.1 46.5 10.1 14.7 

北部 940 6.8  49.1 29.8 8.4  5.9  

南部 1,233 7.9  49.1 31.4 7.5  4.1  

船穂・牧の原 439 6.8  46.0 34.4 6.4  6.4  

印旛 498 6.6  42.6 36.5 5.0  9.2  

本埜 305 7.9  48.2 30.2 5.6  8.2  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 38で「是非参加したい」または「参加してもよい」の方のみ 

問 38-1 どのような条件が合えば参加したいですか。（○はいくつでも） 

どのような条件が合えば参加したいかについてみると、「活動内容が自分に合う」が 72.5％と割合

が最も高く、次いで「時間が合う」が 48.7％、「近くに活動場所がある」が 45.5％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「近くに活動場所がある」が 13.0ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、89歳以下で「活動内容が自分に合う」、90 歳以上で「会場までの交通手段があ

る」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「活動内容が自分に合う」の割合が高くなっています。 

22.1 

24.7 

72.5 

48.7 

45.5 

1.9 

4.3 

0 20 40 60 80

仲間がいる

会場までの交通手段がある

活動内容が自分に合う

時間が合う

近くに活動場所がある

その他

不明・無回答

(MA) n=1,951 %

 

■ＭＡ【どのような条件が合えば参加したいか】×性別／年齢別／地区別 

n

仲
間
が
い
る

会
場
ま
で
の

交
通

手
段
が
あ
る

活
動
内
容
が

自
分

に
合
う

時
間
が
合
う

近
く
に
活
動

場
所

が
あ
る

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

1,951 22.1 24.7 72.5 48.7 45.5 1.9  4.3  

男性 1,017 20.5 16.5 74.1 47.3 39.8 2.4  3.4  

女性 886 23.9 34.2 71.9 51.0 52.8 1.5  4.6  

65～69歳 647 19.2 20.4 81.9 59.0 49.1 1.5  2.6  

70～74歳 554 21.8 20.8 77.6 51.3 43.3 1.4  2.5  

75～79歳 366 26.5 28.1 69.7 45.1 47.8 2.5  2.7  

80～84歳 199 21.6 34.7 54.3 32.7 41.2 2.5  9.0  

85～89歳 88 23.9 38.6 54.5 28.4 44.3 4.5  12.5 

90歳以上 37 29.7 37.8 35.1 8.1  29.7 2.7  16.2 

北部 526 26.0 23.0 68.3 48.7 46.0 1.5  4.4  

南部 704 17.6 25.0 79.7 51.3 46.2 1.7  3.1  

船穂・牧の原 232 18.5 19.4 73.3 51.3 49.6 1.7  3.4  

印旛 245 26.9 34.3 68.6 46.5 47.3 2.4  4.9  

本埜 171 27.5 20.5 64.3 44.4 38.6 3.5  5.8  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 39 地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグル-プ活動を行って、い

きいきした地域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話

役）として参加してみたいと思いますか。（○は１つ）  

地域住民の有志の活動に企画・運営（お世話役）として参加してみたいと思うかについてみると、

「参加したくない」が 54.0％と割合が最も高く、次いで「参加してもよい」が 29.9％、「既に参加

している」が 4.7％となっています。 

「是非参加したい」「参加してもよい」「既に参加している」を合わせた『参加意向あり』が 36.2％

となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「参加してもよい」が 7.1 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、80歳未満では『参加意向あり』の割合が３割を超えています。 

地区別でみると、いずれも「参加したくない」の割合が高くなっています。 

1.6 

29.9 

54.0 

4.7 

9.8 

0 20 40 60

是非参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 
 

■ＳＡ【地域住民の有志の活動に企画・運営（お世話役）として参加してみたいか】 

×性別／年齢別／地区別 

n

是
非
参
加
し

た
い

参
加
し
て
も

よ
い

参
加
し
た
く

な
い

既
に
参
加
し

て
い
る

不
明
・
無
回

答

3,560 1.6  29.9 54.0 4.7  9.8  

男性 1,841 1.8  33.3 53.3 4.3  7.2  

女性 1,631 1.4  26.2 55.4 5.1  11.9 

65～69歳 1,009 1.6  36.4 55.7 3.6  2.8  

70～74歳 946 1.3  34.1 54.7 4.1  5.8  

75～79歳 669 1.9  30.0 52.3 6.6  9.1  

80～84歳 412 3.2  24.8 47.6 6.1  18.4 

85～89歳 281 0.7  10.3 59.8 3.9  25.3 

90歳以上 129 0.8  11.6 55.8 7.0  24.8 

北部 940 1.7  30.3 53.0 5.5  9.5  

南部 1,233 1.5  30.0 57.1 4.5  6.9  

船穂・牧の原 439 1.8  31.2 52.6 5.7  8.7  

印旛 498 1.4  28.5 52.4 3.6  14.1 

本埜 305 2.3  30.5 50.2 4.3  12.8 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 39で「是非参加したい」または「参加してもよい」の方のみ 

問 39-1 どのような条件が合えば参加したいですか。（○はいくつでも） 

どのような条件が合えば参加したいかについてみると、「活動内容が自分に合う」が 73.1％と割合

が最も高く、次いで「時間が合う」が 51.2％、「近くに活動場所がある」が 48.0％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「会場までの交通手段がある」が 15.8ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「会場までの交通手段がある」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕で「会場までの交通手段がある」の割合が高くなっています。 

28.3 

25.6 

73.1 

51.2 

48.0 

8.0 

8.6 

2.3 

3.1 

0 20 40 60 80

仲間がいる

会場までの交通手段がある

活動内容が自分に合う

時間が合う

近くに活動場所がある

活動資金がある

運営方法のノウハウがある

その他

不明・無回答

(MA) n=1,122 %

 
 

■ＭＡ【どのような条件が合えば参加したいか】×性別／年齢別／地区別 

n

仲
間
が
い
る

会
場
ま
で
の

交
通

手
段
が
あ
る

活
動
内
容
が

自
分

に
合
う

時
間
が
合
う

近
く
に
活
動

場
所

が
あ
る

活
動
資
金
が

あ
る

運
営
方
法
の

ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
る

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

1,122 28.3 25.6 73.1 51.2 48.0 8.0  8.6  2.3  3.1  

男性 646 27.4 18.9 74.6 47.5 43.3 8.8  9.0  2.8  2.9  

女性 450 29.8 34.7 72.2 56.9 55.1 6.9  8.4  1.6  3.1  

65～69歳 383 26.4 19.1 81.2 63.4 51.4 11.2 11.0 2.9  2.1  

70～74歳 335 26.9 22.7 76.7 54.0 44.5 8.4  8.4  0.9  2.7  

75～79歳 214 32.2 29.4 68.7 42.5 51.4 7.5  8.4  2.8  2.3  

80～84歳 115 27.8 39.1 60.0 35.7 45.2 0.9  5.2  4.3  5.2  

85～89歳 31 38.7 51.6 38.7 16.1 38.7 -    6.5  3.2  12.9 

90歳以上 16 43.8 31.3 62.5 -    31.3 -    -    -    6.3  

北部 301 35.5 22.9 71.4 50.2 48.5 10.6 7.3  2.3  2.7  

南部 389 21.6 26.2 79.7 57.6 50.6 7.7  10.5 2.3  2.1  

船穂・牧の原 145 24.1 21.4 69.0 48.3 45.5 5.5  11.0 2.1  6.9  

印旛 149 36.2 36.2 68.5 47.7 48.3 9.4  8.7  2.0  2.7  

本埜 100 29.0 18.0 65.0 43.0 42.0 4.0  3.0  4.0  4.0  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 40 あなたが地域の中で活かせると思う得意なことは何ですか。（○はいくつでも） 

地域の中で活かせると思う得意なことについてみると、「話し相手」が 16.9％と割合が最も高く、

次いで「掃除」が 10.8％、「麻雀」が 9.3％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「庭木の剪定」、〔女性〕で「話し相手」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「話し相手」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「話し相手」の割合が最も高くなっています。 

3.5 
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5.1 

2.7 

1.0 
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6.9 

10.8 

5.4 

16.9 
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7.6 
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10.2 
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囲碁
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音楽

料理

掃除

洗濯

話し相手

力仕事

日曜大工

庭木の剪定

読み聞かせ

子供の遊び相手

その他

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 



62 

■ＭＡ【地域の中で活かせると思う得意なこと】×性別／年齢別／地区別 

n

囲
碁

将
棋

麻
雀

手
芸

書
道

茶
道

音
楽

料
理

掃
除

3,560 3.5  5.7  9.3  5.1  2.7  1.0  6.7  6.9  10.8 

男性 1,841 6.5  10.6 15.5 0.5  1.6  0.5  6.5  3.0  9.0  

女性 1,631 0.1  0.1  2.6  10.6 4.2  1.6  7.1  11.5 13.1 

65～69歳 1,009 2.5  6.2  10.0 5.3  2.5  1.2  7.4  9.5  13.3 

70～74歳 946 3.2  6.6  11.4 5.3  2.4  1.1  7.8  7.0  11.7 

75～79歳 669 4.2  4.8  8.8  4.3  2.8  0.4  5.8  6.6  11.5 

80～84歳 412 5.8  7.0  9.2  5.8  2.7  1.5  6.1  4.4  6.8  

85～89歳 281 3.6  3.6  5.3  6.8  3.9  0.4  4.6  3.9  5.7  

90歳以上 129 2.3  1.6  3.1  3.1  3.1  1.6  4.7  2.3  4.7  

北部 940 3.4  6.4  9.6  5.5  2.7  0.4  6.5  7.2  12.6 

南部 1,233 4.1  6.7  10.9 4.9  2.7  1.4  7.3  7.3  9.8  

船穂・牧の原 439 3.4  4.6  10.9 5.5  4.3  1.4  6.8  6.6  11.4 

印旛 498 1.8  3.4  5.8  4.6  2.6  0.8  6.6  7.2  11.8 

本埜 305 3.6  4.6  7.2  7.2  1.6  0.7  5.9  5.6  7.9  

年齢別

地区別

％

全体

性別

 

n

洗
濯

話
し
相
手

力
仕
事

日
曜
大
工

庭
木
の
剪
定

読
み
聞
か
せ

子
供
の
遊
び

相

手 そ
の
他

不
明
・
無
回

答

3,560 5.4  16.9 3.7  7.6  9.0  6.9  7.1  10.2 39.0 

男性 1,841 1.8  11.1 6.6  14.3 15.9 4.0  5.2  13.1 32.7 

女性 1,631 9.5  23.2 0.5  0.3  1.4  10.1 9.3  7.1  45.4 

65～69歳 1,009 7.1  22.3 5.2  10.2 9.2  10.1 9.4  12.3 29.2 

70～74歳 946 5.0  16.1 5.1  9.7  10.7 6.6  8.6  11.5 33.6 

75～79歳 669 5.4  14.9 2.5  6.4  9.7  6.0  6.0  10.2 42.5 

80～84歳 412 4.1  12.6 2.2  4.6  7.8  4.1  3.4  6.3  48.1 

85～89歳 281 3.9  10.3 -    2.5  5.7  2.1  5.0  6.8  57.7 

90歳以上 129 1.6  14.0 1.6  2.3  6.2  7.8  2.3  6.2  60.5 

北部 940 5.5  16.1 3.8  9.0  10.0 6.6  7.0  8.7  38.3 

南部 1,233 5.4  18.2 2.8  6.2  6.2  8.0  7.2  12.5 36.6 

船穂・牧の原 439 5.5  17.1 4.8  8.0  10.5 7.1  8.4  11.6 35.8 

印旛 498 6.0  14.5 4.8  8.4  10.2 6.6  6.2  7.8  42.6 

本埜 305 4.3  18.7 4.9  8.9  12.8 5.2  5.9  9.5  43.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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７ たすけあいについて 

 

問 41（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（○はいくつでも） 

心配事や愚痴を聞いてくれる人については、「配偶者」が 57.9％と割合が最も高く、次いで「友人」

が 39.4％、「別居の子ども」が 34.2％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「配偶者」、〔女性〕で「友人」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「配偶者」、85 歳以上で「別居の子ども」の割合が最も高くなって

います。 

地区別でみると、いずれも「配偶者」の割合が高くなっています。 

57.9 
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39.4 

1.5 
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配偶者

同居の子ども
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兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【心配事や愚痴を聞いてくれる人】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

同
居
の
子
ど

も

別
居
の
子
ど

も

兄
弟
姉
妹
・

親

戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人

は
い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 57.9 18.7 34.2 29.1 8.8  39.4 1.5  3.5  6.1  

男性 1,841 73.2 13.3 26.0 20.5 5.2  30.3 1.6  4.6  6.1  

女性 1,631 41.1 24.6 43.7 39.6 13.0 50.2 1.5  2.1  5.6  

65～69歳 1,009 71.7 15.5 32.8 28.5 7.4  48.5 1.7  3.3  2.4  

70～74歳 946 65.5 15.0 33.9 31.1 10.4 44.1 1.3  3.2  5.0  

75～79歳 669 58.4 19.4 34.7 32.7 8.7  37.4 1.2  3.9  5.7  

80～84歳 412 41.5 20.6 34.2 28.9 9.0  27.4 1.2  5.1  11.2 

85～89歳 281 27.4 29.2 36.7 23.5 10.0 27.8 2.8  2.5  12.5 

90歳以上 129 14.7 36.4 39.5 20.2 9.3  16.3 3.1  3.9  11.6 

北部 940 56.0 18.1 35.6 30.9 11.2 40.2 1.5  3.6  6.7  

南部 1,233 64.6 15.0 37.6 25.9 7.0  41.2 1.1  3.6  3.9  

船穂・牧の原 439 58.1 20.5 31.2 29.4 5.7  42.1 2.1  3.6  5.5  

印旛 498 48.6 23.5 29.9 34.3 10.2 36.7 2.0  2.8  9.2  

本埜 305 55.7 24.9 27.9 34.1 10.2 34.4 2.0  2.6  6.6  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 41（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（○はいくつでも） 

心配事や愚痴を聞いてあげる人についてみると、「配偶者」が 56.5％と割合が最も高く、次いで「友

人」が 40.0％、「別居の子ども」が 32.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「配偶者」、〔女性〕で「友人」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「配偶者」、〔85～89 歳〕で「友人」、〔90 歳以上〕で「別居の子

ども」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「配偶者」の割合が高くなっています。 
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その他

そのような人はいない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【心配事や愚痴を聞いてあげる人】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

同
居
の
子
ど

も

別
居
の
子
ど

も

兄
弟
姉
妹
・

親

戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人

は
い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 56.5 16.6 32.8 31.1 10.1 40.0 1.2  5.1  7.2  

男性 1,841 72.6 14.0 29.0 24.0 5.8  30.4 1.4  5.4  6.6  

女性 1,631 38.7 19.6 37.7 39.9 15.1 51.1 1.0  4.5  7.4  

65～69歳 1,009 72.2 16.4 36.3 34.0 9.4  48.1 2.0  2.6  3.1  

70～74歳 946 63.0 15.5 35.3 32.8 11.3 44.0 1.0  3.3  5.7  

75～79歳 669 55.3 17.3 32.9 35.6 11.1 37.8 0.6  5.7  6.7  

80～84歳 412 39.6 15.8 27.9 26.5 8.7  30.6 1.0  7.8  11.7 

85～89歳 281 26.0 19.9 25.6 23.5 9.6  26.7 1.4  10.7 14.6 

90歳以上 129 15.5 19.4 23.3 15.5 10.9 20.9 1.6  13.2 16.3 

北部 940 53.8 16.5 34.3 33.1 11.6 41.0 1.2  4.4  8.4  

南部 1,233 63.1 14.1 35.8 29.8 8.8  41.1 1.4  5.5  4.2  

船穂・牧の原 439 59.0 19.4 31.2 31.7 7.1  42.4 1.4  4.3  5.5  

印旛 498 47.8 18.7 28.7 33.7 12.2 36.7 1.2  5.4  10.0 

本埜 305 53.4 22.0 26.9 32.1 10.8 36.1 1.0  3.6  9.8  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 41（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（○はい

くつでも） 

病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人についてみると、「配偶者」が 64.0％と

割合が最も高く、次いで「別居の子ども」が 30.5％、「同居の子ども」が 25.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「配偶者」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「配偶者」、85 歳以上で「同居の子ども」の割合が最も高くなって

います。 

地区別でみると、いずれも「配偶者」の割合が高くなっています。 

64.0 

25.1 

30.5 

12.1 

1.3 

4.0 

1.0 

5.0 

5.9 

0 20 40 60 80

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

同
居
の
子
ど

も

別
居
の
子
ど

も

兄
弟
姉
妹
・

親

戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人

は
い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 64.0 25.1 30.5 12.1 1.3  4.0  1.0  5.0  5.9  

男性 1,841 79.6 19.0 24.0 9.9  0.7  2.2  0.5  4.3  5.3  

女性 1,631 46.9 31.8 38.2 14.6 2.1  6.0  1.5  5.8  6.0  

65～69歳 1,009 79.6 19.8 27.1 12.3 1.3  3.9  0.5  3.8  2.8  

70～74歳 946 73.2 20.9 29.4 11.2 1.4  5.0  0.5  5.0  4.9  

75～79歳 669 63.2 25.7 32.3 12.0 1.5  3.9  0.3  7.0  5.5  

80～84歳 412 46.8 29.4 36.2 11.9 1.7  3.6  1.0  6.6  8.5  

85～89歳 281 27.8 38.8 35.9 14.6 1.1  2.8  3.9  3.9  12.8 

90歳以上 129 17.8 50.4 30.2 10.9 1.6  1.6  6.2  3.1  10.1 

北部 940 61.1 26.1 33.2 14.4 2.1  4.8  1.6  4.9  6.9  

南部 1,233 71.5 19.0 30.8 7.4  1.1  4.4  0.5  6.2  3.2  

船穂・牧の原 439 65.4 29.4 23.9 12.1 0.5  2.3  0.9  4.6  4.3  

印旛 498 54.8 30.7 31.5 17.1 2.0  4.4  0.8  4.2  8.8  

本埜 305 60.3 33.1 28.5 17.0 1.0  2.0  1.6  3.0  8.2  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 41（４）反対に、看病や世話をしてあげる人（○はいくつでも） 

病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてあげる人についてみると、「配偶者」が 62.6％と

割合が最も高く、次いで「別居の子ども」が 28.1％、「同居の子ども」が 20.7％となっています。 

性別でみると、男女とも「配偶者」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、89 歳以下で「配偶者」、〔90 歳以上〕で「そのような人はいない」の割合が最

も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「配偶者」の割合が高くなっています。 

62.6 

20.7 

28.1 

20.1 

2.4 

5.8 

1.2 

9.0 

10.0 

0 20 40 60 80

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてあげる人】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

同
居
の
子
ど

も

別
居
の
子
ど

も

兄
弟
姉
妹
・

親

戚
・
親
・
孫

近
隣

友
人

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人

は
い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 62.6 20.7 28.1 20.1 2.4  5.8  1.2  9.0  10.0 

男性 1,841 76.1 17.8 23.7 16.3 1.2  3.9  0.9  7.2  7.2  

女性 1,631 47.8 24.2 33.5 25.1 3.7  8.1  1.5  11.0 12.3 

65～69歳 1,009 77.3 22.3 33.1 27.2 2.0  6.0  1.2  4.6  3.1  

70～74歳 946 72.1 19.0 32.5 21.2 3.3  6.7  0.8  6.6  6.4  

75～79歳 669 62.8 24.2 29.0 18.1 2.8  6.7  1.2  8.1  7.9  

80～84歳 412 44.2 19.9 20.6 15.3 2.2  4.6  0.5  13.1 18.4 

85～89歳 281 27.0 19.6 16.0 12.1 1.1  3.6  2.8  17.8 25.6 

90歳以上 129 19.4 12.4 7.8  6.2  0.8  2.3  3.1  34.1 29.5 

北部 940 59.5 21.5 31.6 23.4 2.6  6.3  1.5  8.6  11.4 

南部 1,233 70.0 18.4 31.1 17.3 2.1  6.7  0.8  8.9  5.9  

船穂・牧の原 439 63.3 23.9 23.7 19.8 1.8  4.3  1.4  9.6  8.4  

印旛 498 55.0 22.7 23.9 23.5 3.4  6.2  1.6  9.8  13.3 

本埜 305 57.7 23.6 18.0 21.3 2.3  3.3  1.3  8.9  13.4 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 41（５）家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください。

（○はいくつでも） 

家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手についてみると、「そのような人はいな

い」が 38.8％と割合が最も高く、次いで「医師・歯科医師・看護師」が 19.4％、「地域包括支援セ

ンター・役所・役場」が 16.7％となっています。 

性別でみると、男女とも「そのような人はいない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「そのような人はいない」、〔85～89 歳〕で「医師・歯科医師・看

護師」、〔90歳以上〕で「ケアマネジャー」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「そのような人はいない」の割合が高くなっています。 

6.2 

8.9 

7.4 

19.4 

16.7 

7.6 

38.8 

13.0 

0 20 40 60

自治会・町内会・高齢者クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・役所・役場

その他

そのような人はいない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手】×性別／年齢別／地区別 

n

自
治
会
・
町

内

会
・
高
齢
者

ク

ラ
ブ

社
会
福
祉
協

議

会
・
民
生
委

員

ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー

医
師
・
歯
科

医

師
・
看
護
師

地
域
包
括
支

援

セ
ン
タ
ー

・

役

所
・
役
場

そ
の
他

そ
の
よ
う
な

人

は
い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 6.2  8.9  7.4  19.4 16.7 7.6  38.8 13.0 

男性 1,841 8.1  8.3  4.9  20.5 14.8 8.6  42.0 10.4 

女性 1,631 4.2  9.7  10.3 18.6 19.2 6.2  35.7 15.3 

65～69歳 1,009 5.9  3.7  3.5  18.2 16.0 9.0  49.3 7.3  

70～74歳 946 4.9  9.4  3.3  20.2 13.6 9.3  41.4 12.4 

75～79歳 669 9.0  11.8 6.7  19.9 18.8 5.8  35.0 13.2 

80～84歳 412 6.1  12.1 11.4 18.2 20.1 5.1  31.8 18.0 

85～89歳 281 6.4  13.5 21.7 22.4 21.7 4.3  21.4 22.4 

90歳以上 129 7.0  11.6 27.1 19.4 15.5 4.7  26.4 18.6 

北部 940 7.4  9.4  6.8  18.3 17.2 8.5  37.2 13.8 

南部 1,233 5.9  8.1  6.7  22.7 15.3 7.5  42.3 9.2  

船穂・牧の原 439 5.7  8.7  5.9  19.8 14.8 7.1  42.1 10.9 

印旛 498 6.0  10.8 10.0 16.5 22.1 7.4  32.9 17.1 

本埜 305 5.6  8.2  10.2 16.7 17.0 5.9  36.1 18.7 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 41（６）友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（○は１つ） 

友人・知人と会う頻度についてみると、「月に何度かある」が 27.1％と割合が最も高く、次いで「週

に何度かある」が 26.5％、「年に何度かある」が 19.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「月に何度かある」、〔女性〕で「週に何度かある」の割合が最も高くな

っています。 

年齢別でみると、75～84 歳で「週に何度かある」、65～74歳及び〔85～89 歳〕で「月に何度

かある」、〔90 歳以上〕で「ほとんどない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕で「週に何度かある」、その他の地区で「月に何度かある」の割合が高く

なっています。 

6.9 

26.5 

27.1 

19.9 

13.8 

5.8 

0 20 40

毎日ある

週に何度かある

月に何度かある

年に何度かある

ほとんどない

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【友人・知人と会う頻度】×性別／年齢別／地区別 

n

毎
日
あ
る

週
に
何
度
か

あ
る

月
に
何
度
か

あ
る

年
に
何
度
か

あ
る

ほ
と
ん
ど
な

い

不
明
・
無
回

答

3,560 6.9  26.5 27.1 19.9 13.8 5.8  

男性 1,841 7.3  21.9 26.6 23.6 15.3 5.4  

女性 1,631 6.4  31.8 27.3 16.0 12.4 5.9  

65～69歳 1,009 8.0  24.3 28.8 26.0 10.3 2.6  

70～74歳 946 6.6  28.2 30.5 19.8 10.1 4.8  

75～79歳 669 6.0  30.5 25.0 17.5 15.8 5.2  

80～84歳 412 7.0  25.0 19.7 17.2 21.1 10.0 

85～89歳 281 5.3  23.1 25.6 12.8 20.3 12.8 

90歳以上 129 7.8  24.0 20.9 12.4 25.6 9.3  

北部 940 7.3  30.3 25.7 18.4 11.8 6.4  

南部 1,233 5.9  24.6 26.8 24.5 14.8 3.5  

船穂・牧の原 439 6.2  23.7 28.9 19.6 15.9 5.7  

印旛 498 8.6  26.9 27.3 16.1 13.5 7.6  

本埜 305 7.5  24.6 28.5 16.7 13.4 9.2  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 41（７）この１か月間、何人の友人・知人と会いましたか。同じ人には何度会っても

１人と数えることとします。（○は１つ） 

この１か月間に会った友人・知人の数についてみると、「10 人以上」が 24.0％と割合が最も高く、

次いで「３～５人」が 23.2％、「１～２人」が 21.0％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「10 人以上」、〔女性〕で「３～５人」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、79歳以下で「10人以上」、80～89 歳で「１～２人」、〔90歳以上〕で「０人

（いない）」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「10人以上」、〔船穂・牧の原〕〔印旛〕〔本埜〕で「３～５人」

の割合が高くなっています。 

14.9 

21.0 

23.2 

11.0 

24.0 

5.9 

0 20 40

０人(いない)

１～２人

３～５人

６～９人

10人以上

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【この１か月間に会った友人・知人の数】×性別／年齢別／地区別 

n

０人
（いな
い）

１～２
人

３～５
人

６～９
人

10人以
上

不明・
無回答

3,560 14.9 21.0 23.2 11.0 24.0 5.9  

男性 1,841 17.8 20.8 20.9 10.6 24.5 5.4  

女性 1,631 12.0 21.1 25.8 11.4 23.9 5.9  

65～69歳 1,009 14.3 19.8 23.5 13.2 26.8 2.5  

70～74歳 946 11.7 19.8 24.3 10.9 28.1 5.2  

75～79歳 669 15.4 19.7 23.0 10.3 26.2 5.4  

80～84歳 412 18.9 24.0 18.7 11.4 17.0 10.0 

85～89歳 281 17.8 26.7 24.2 5.7  12.8 12.8 

90歳以上 129 25.6 20.2 22.5 7.8  16.3 7.8  

北部 940 12.3 19.8 23.4 10.5 27.7 6.3  

南部 1,233 17.4 21.1 22.1 11.2 24.0 4.2  

船穂・牧の原 439 18.2 18.7 23.0 13.0 22.3 4.8  

印旛 498 12.0 21.7 24.9 10.6 22.7 8.0  

本埜 305 13.1 24.9 28.2 8.9  17.7 7.2  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 41（８）よく会う友人・知人はどんな関係の人ですか。（○はいくつでも） 

よく会う友人・知人との関係についてみると、「近所・同じ地域の人」が 41.0％と割合が最も高く、

次いで「趣味や関心が同じ友人」が 34.9％、「仕事での同僚・元同僚」が 32.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「仕事での同僚・元同僚」、〔女性〕で「近所・同じ地域の人」の割合が

最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「仕事での同僚・元同僚」、その他の年齢層で「近所・同じ地域

の人」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「趣味や関心が同じ友人」、その他の地区で「近所・同じ地域の人」の

割合が高くなっています。 

41.0 

5.9 

15.2 

32.8 

34.9 

6.6 

8.7 

8.7 
6.4 

0 20 40 60

近所・同じ地域の人

幼なじみ

学生時代の友人

仕事での同僚・元同僚

趣味や関心が同じ友人

ボランティア等の活動での友人

その他

いない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【よく会う友人・知人との関係】×性別／年齢別／地区別 

n

近
所
・
同
じ

地

域
の
人

幼
な
じ
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学
生
時
代
の

友

人 仕
事
で
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・
元
同
僚
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味
や
関
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同
じ
友
人

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

等
の
活
動
で

の

友
人

そ
の
他

い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 41.0 5.9  15.2 32.8 34.9 6.6  8.7  8.7  6.4  

男性 1,841 31.8 5.7  17.9 42.5 33.6 6.2  7.2  10.5 5.6  

女性 1,631 51.6 6.4  12.2 22.4 36.6 7.0  10.4 6.6  6.9  

65～69歳 1,009 34.5 7.1  21.7 50.1 34.9 7.5  8.0  7.6  2.9  

70～74歳 946 40.7 6.0  16.6 37.9 40.2 7.8  9.2  5.6  5.1  

75～79歳 669 43.2 6.1  12.4 26.9 37.5 5.8  8.1  10.0 6.7  

80～84歳 412 45.9 5.1  10.9 14.8 29.6 7.0  8.0  12.4 11.2 

85～89歳 281 50.9 4.3  5.3  8.2  27.0 2.1  8.5  11.4 13.2 

90歳以上 129 47.3 2.3  3.9  4.7  21.7 3.9  14.0 16.3 9.3  

北部 940 48.1 7.2  12.8 30.9 33.8 8.1  7.9  6.4  7.4  

南部 1,233 32.6 2.9  17.9 38.5 38.8 5.7  7.8  10.0 4.6  

船穂・牧の原 439 33.9 8.0  18.2 33.3 31.7 5.5  12.1 11.4 4.8  

印旛 498 51.0 8.2  12.7 26.3 30.7 7.4  8.2  7.0  8.8  

本埜 305 45.9 7.9  14.4 31.5 32.5 4.3  8.9  8.9  7.2  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 42 住み慣れた地域での生活を維持していく為に、住民同士の「たすけあい」「ささ

えあい」は必要であると思いますか。（○は１つ） 

住み慣れた地域での生活を維持していく為に、住民同士の「たすけあい」「ささえあい」は必要で

あると思うかについてみると、「必要である」が 78.1％、「必要でない」が 2.3％、「わからない」が

14.5％となっています。 

性別でみると、男女とも「必要である」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「必要である」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「必要である」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【住民同士の「たすけあい」「ささえあい」は必要か】×性別／年齢別／地区別 
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全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

必要である 必要でない わからない 不明・無回答
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問 42で「必要である」の方のみ 

問 42-1 住民同士の「たすけあい」「ささえあい」について、あなたはどの立場で関わ

りたいとお考えですか。（○は１つ） 

住民同士の「たすけあい」「ささえあい」について、どの立場で関わりたいかについてみると、「助

ける側になりたい」が 20.9％、「助けを受ける側になりたい」が 5.8％、「助ける側と助けを受ける

側の両方を希望」が 70.3％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「助ける側になりたい」が 6.8 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「助けを受ける側になりたい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「助ける側と助けを受ける側の両方を希望」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【住民同士の「たすけあい」「ささえあい」への関わり方】×性別／年齢別／地区別 
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3.1 

2.7 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=2,780)

男性(n=1,445)

女性(n=1,274)

65～69歳(n=807)

70～74歳(n=761)

75～79歳(n=495)

80～84歳(n=327)

85～89歳(n=210)

90歳以上(n=100)

北部(n=771)

南部(n=935)

船穂・牧の原(n=342)

印旛(n=390)

本埜(n=237)

助ける側になりたい

助けを受ける側になりたい

助ける側と助けを受ける側の両方を希望

不明・無回答
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問 43 あなたは、地域の中で、生活支援（調理やゴミ出し、掃除など日常生活のお手伝

い）の担い手として活動したいと思いますか。（○は１つ） 

地域の中で、生活支援の担い手として活動したいと思うかについてみると、「活動してもよい」が

42.8％と割合が最も高く、次いで「活動したくない」が 39.4％、「既に活動している」が 3.6％と

なっています。 

性別でみると、〔男性〕で「活動してもよい」が 7.0 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「活動してもよい」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「活動したくない」、その他の地区で「活動してもよい」の割合が高く

なっています。 

 

■ＳＡ【生活支援の担い手として活動したいと思うか】×性別／年齢別／地区別 
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12.3 

17.0 

25.3 

29.5 

13.8 

8.6 

10.3 

13.1 

15.7 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

活動したい 活動してもよい 活動したくない

既に活動している 不明・無回答
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問 43で「活動したい」または「活動してもよい」の方のみ 

問 43-1 自分が地域の中で生活支援を行うとしたら、どのようなことができると思いま

すか。（○はいくつでも） 

生活支援を行うとしたら、どのようなことができると思うかについてみると、「ゴミ出し」が 55.4％

と割合が最も高く、次いで「話し相手」が 39.4％、「買物」が 37.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「ゴミ出し」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「ゴミ出し」の割合が最も高くなっています。また、〔90歳以

上〕で「話し相手」が同率となっています。 

地区別でみると、いずれも「ゴミ出し」の割合が高くなっています。また、〔本埜〕で「話し相手」

が同率となっています。 

55.4 

25.9 

37.3 

11.0 

32.3 

14.1 

28.7 

18.8 

12.3 

13.4 

22.8 

39.4 

1.6 

3.3 

0 20 40 60

ゴミ出し

電球交換

買物

食事の支度

掃除

洗濯

送迎

外出の付添い

家の中の補修

家具の移動

水やりや剪定などの庭仕事

話し相手

その他

不明・無回答

(MA) n=1,615 %

 

 

■ＭＡ【生活支援を行うとしたら、どのようなことができると思うか】×性別／年齢別／地区別 

n

ゴ
ミ
出
し

電
球
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換

買
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食
事
の
支
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掃
除

洗
濯
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迎
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補
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家
具
の
移
動

水
や
り
や
剪

定

な
ど
の
庭
仕

事

話
し
相
手

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

1,615 55.4 25.9 37.3 11.0 32.3 14.1 28.7 18.8 12.3 13.4 22.8 39.4 1.6  3.3  

男性 893 54.1 42.6 30.6 3.6  28.1 5.7  38.6 16.6 20.9 22.6 32.8 28.9 1.8  3.1  

女性 680 57.6 5.3  46.6 20.7 37.9 25.4 16.2 21.9 1.2  1.8  10.6 52.9 1.3  2.9  

65～69歳 536 56.9 31.2 44.6 12.5 34.7 15.3 34.7 23.9 14.7 16.6 22.8 40.3 1.3  1.1  

70～74歳 480 55.6 27.9 37.7 9.6  31.7 15.4 34.4 18.3 13.1 14.2 23.1 38.1 1.7  2.9  

75～79歳 311 56.3 24.1 34.1 10.3 30.2 11.9 23.2 15.4 11.3 12.5 24.8 39.9 1.6  3.2  

80～84歳 148 51.4 18.2 29.1 10.8 35.1 10.1 15.5 14.9 7.4  7.4  21.6 39.2 2.0  7.4  

85～89歳 76 51.3 7.9  18.4 10.5 26.3 17.1 5.3  10.5 2.6  5.3  19.7 38.2 2.6  7.9  

90歳以上 13 46.2 7.7  30.8 7.7  15.4 7.7  7.7  -    7.7  7.7  38.5 46.2 -    7.7  

北部 438 58.7 25.1 38.4 11.9 29.9 12.8 30.1 19.2 10.3 13.2 24.0 37.7 2.3  2.7  

南部 560 60.0 30.4 38.4 10.9 33.6 15.4 30.0 20.0 14.1 13.4 17.5 38.0 1.8  2.7  

船穂・牧の原 201 49.8 28.9 37.3 9.5  29.4 11.4 30.3 19.4 13.9 16.4 24.9 37.3 1.0  3.5  

印旛 213 51.6 21.1 38.0 11.7 36.6 16.4 22.1 15.0 13.1 12.7 26.3 42.7 0.5  4.2  

本埜 141 46.8 20.6 32.6 10.6 32.6 14.9 29.8 17.7 9.9  15.6 32.6 46.8 1.4  2.8  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 43で「活動したい」または「活動してもよい」の方のみ 

問 43-2 どのような条件が合えば活動したいですか。（○はいくつでも） 

どのような条件が合えば活動したいかについてみると、「歩いて行ける範囲である」が 51.6％と割

合が最も高く、次いで「軽易な活動である」が 49.3％、「自分の得意な内容である」が 35.5％とな

っています。 

性別でみると、〔男性〕で「軽易な活動である」、〔女性〕で「歩いて行ける範囲である」の割合が

最も高くなっています。 

年齢別でみると、74 歳以下で「軽易な活動である」、75歳以上で「歩いて行ける範囲である」の

割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔本埜〕で「軽易な活動である」、〔南部〕〔印旛〕で「歩いて行ける範囲

である」の割合が高くなっています。また、〔船穂・牧の原〕で「軽易な活動である」「歩いて行ける

範囲である」が同率となっています。 

26.3 

49.3 

35.5 

51.6 

22.7 

4.3 

2.4 

6.6 

0 20 40 60

仲間がいる

軽易な活動である

自分の得意な内容である

歩いて行ける範囲である

主導してくれる人がいる

活動資金がある

その他

不明・無回答

(MA) n=1,615 %

 

 

■ＭＡ【どのような条件が合えば活動したいか】×性別／年齢別／地区別 

n
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る
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が
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る そ
の
他

不
明
・
無
回

答

1,615 26.3 49.3 35.5 51.6 22.7 4.3  2.4  6.6  

男性 893 25.8 54.0 39.0 46.2 18.5 5.2  3.1  5.6  

女性 680 27.5 43.8 31.3 59.3 29.1 3.2  1.6  6.9  

65～69歳 536 29.9 55.2 39.6 46.6 27.2 6.3  3.0  2.4  

70～74歳 480 24.6 52.7 39.8 49.8 26.0 4.2  2.9  4.2  

75～79歳 311 26.4 45.7 32.8 62.7 19.3 3.2  1.3  4.5  

80～84歳 148 23.6 41.9 23.6 53.4 13.5 -    2.7  16.2 

85～89歳 76 18.4 18.4 15.8 47.4 9.2  2.6  1.3  31.6 

90歳以上 13 23.1 53.8 15.4 61.5 7.7  -    -    23.1 

北部 438 26.5 49.1 35.2 47.9 19.2 4.1  3.7  5.9  

南部 560 24.1 50.2 35.5 58.8 24.8 3.9  2.7  4.6  

船穂・牧の原 201 24.4 54.2 40.3 54.2 21.4 6.5  1.0  4.0  

印旛 213 34.3 42.7 30.5 47.9 26.8 4.2  1.4  11.3 

本埜 141 27.0 53.9 35.5 40.4 24.8 3.5  2.1  6.4  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 44 自分が現在誰かに手伝ってほしいことや、将来的に手伝いが必要になりそうなこ

とは何ですか。（○はいくつでも） 

現在誰かに手伝ってほしいことや、将来的に手伝いが必要になりそうなことについてみると、「買

物」が 22.4％と割合が最も高く、次いで「送迎」が 19.3％、「家の中の補修」が 15.4％となって

います。 

性別でみると、男女とも「買物」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「送迎」、その他の年齢層で「買物」の割合が最も高くなってい

ます。 

地区別でみると、いずれも「買物」の割合が高くなっています。 

13.8 

12.0 

22.4 

15.3 

14.0 

8.2 

19.3 

9.6 

15.4 

14.2 

13.5 
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7.2 
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食事の支度

掃除

洗濯

送迎

外出の付添い

家の中の補修

家具の移動

水やりや剪定などの庭仕事

話し相手

その他

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【現在誰かに手伝ってほしいこと、将来手伝いが必要になりそうなこと】×性別／年齢別／地区別 
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明
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回
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3,560 13.8 12.0 22.4 15.3 14.0 8.2  19.3 9.6  15.4 14.2 13.5 9.8  7.2  33.2 

男性 1,841 11.5 7.4  18.1 17.3 12.1 8.7  16.7 6.5  14.0 13.1 12.8 8.1  9.4  34.5 

女性 1,631 16.4 17.4 27.5 13.5 16.3 7.7  22.4 13.2 17.2 15.8 14.7 11.5 4.8  31.1 

65～69歳 1,009 9.9  10.1 19.3 12.6 10.9 6.6  20.1 7.9  17.7 15.7 15.1 8.0  8.2  31.9 

70～74歳 946 11.8 9.9  18.8 13.3 11.3 6.1  16.1 6.6  14.6 14.3 12.2 8.2  9.1  35.4 

75～79歳 669 13.2 11.4 24.7 16.1 14.2 7.3  20.6 9.1  14.9 13.9 14.3 9.3  7.3  30.3 

80～84歳 412 18.4 16.3 26.2 17.5 16.5 10.4 20.4 10.9 15.0 13.1 11.7 10.9 3.6  33.0 

85～89歳 281 23.5 17.8 30.6 23.1 23.1 16.0 22.1 20.3 12.8 14.2 14.9 17.1 4.6  35.6 

90歳以上 129 22.5 19.4 31.8 22.5 27.9 15.5 20.2 22.5 13.2 8.5  14.0 14.7 3.1  34.9 

北部 940 13.6 12.8 26.2 14.8 13.9 7.8  22.3 10.0 16.6 14.1 17.4 9.9  7.2  31.8 

南部 1,233 14.7 12.2 19.2 15.7 13.5 7.6  17.3 7.6  16.3 16.9 11.1 9.4  7.6  32.4 

船穂・牧の原 439 12.8 10.3 17.1 14.8 12.8 9.1  16.6 9.3  11.4 14.6 8.4  8.4  8.4  34.4 

印旛 498 13.7 12.4 27.1 15.3 16.1 8.2  20.3 12.0 15.5 12.2 15.7 8.8  6.0  34.9 

本埜 305 13.1 11.8 25.9 17.7 15.1 11.1 21.3 13.4 15.7 9.2  17.7 13.8 7.5  30.2 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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８ 健康について 

 

問 45 現在のあなたの健康状態はいかがですか。（○は１つ） 

現在の健康状態についてみると、「まあよい」が 65.5％と割合が最も高く、次いで「あまりよくな

い」が 14.4％、「とてもよい」が 13.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「まあよい」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「あまりよくない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「まあよい」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【現在の健康状態】×性別／年齢別／地区別 
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船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 不明・無回答
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問 46 あなたは、現在どの程度幸せですか。（「とても不幸」を０点、「とても幸せ」を

10点として、ご記入ください。）（○は１つ） 

現在の幸せの程度についてみると、「８点」が 22.8％と割合が最も高く、次いで「５点」が 15.8％、

「７点」が 15.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「８点」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、79歳以下で「８点」、80～89歳で「５点」、〔90 歳以上〕で「10点」の割合

が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「８点」の割合が高くなっています。 
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不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 
 

■ＳＡ【現在の幸せの程度】×性別／年齢別／地区別 

n
０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 10点

不明・
無回答

3,560 0.5  0.3  0.7  2.0  2.2  15.8 8.4  15.3 22.8 9.5  12.6 9.9  

男性 1,841 0.3  0.3  0.9  2.5  2.4  16.7 9.2  17.3 22.8 7.9  11.2 8.4  

女性 1,631 0.7  0.2  0.5  1.4  2.0  14.7 7.7  13.2 22.9 11.5 14.0 11.2 

65～69歳 1,009 0.5  0.3  0.6  1.6  1.7  14.1 9.4  17.4 25.5 11.4 10.8 6.7  

70～74歳 946 0.1  0.1  0.6  2.0  2.3  13.1 9.1  16.6 24.4 9.3  12.7 9.6  

75～79歳 669 1.0  0.4  0.9  1.9  2.5  18.7 8.2  14.5 22.3 8.8  11.7 9.0  

80～84歳 412 0.2  -    1.0  2.4  3.2  20.9 8.0  13.6 18.4 7.0  13.8 11.4 

85～89歳 281 -    1.1  0.7  1.8  1.8  18.5 6.8  12.1 16.7 10.0 12.5 18.1 

90歳以上 129 0.8  -    0.8  4.7  -    14.7 3.9  7.0  21.7 7.0  24.0 15.5 

北部 940 0.5  0.3  0.6  2.7  1.7  16.3 9.1  15.2 22.7 9.7  12.0 9.1  

南部 1,233 0.6  0.2  0.3  1.7  2.0  14.2 9.4  17.0 24.7 9.7  11.6 8.4  

船穂・牧の原 439 -    0.2  1.1  2.1  3.0  17.5 6.8  13.9 22.6 8.7  13.4 10.7 

印旛 498 0.2  0.4  1.4  1.8  2.6  16.7 6.6  13.3 20.1 9.2  14.7 13.1 

本埜 305 0.7  0.7  1.0  2.0  2.6  16.7 8.5  14.4 23.0 10.8 11.1 8.5  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 47 この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありま

したか。（○は１つ）  

この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがあったかについてみると、

「はい」が 33.3％、「いいえ」が 58.8％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 7.8 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔85～89 歳〕で「はい」の割合が４割超と高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりしたことの有無】×性別／年齢別／地区別 

33.3 

29.6 

37.4 

32.9 

28.9 

35.4 

34.7 

41.6 

36.4 

33.8 

33.3 

33.0 

33.1 

30.8 

58.8 

63.1 

54.3 

60.9 

62.9 

57.0 

57.5 

46.3 

55.0 

58.7 

59.8 

57.4 

58.0 

63.0 

7.9 

7.3 

8.3 

6.2 

8.2 

7.6 

7.8 

12.1 

8.5 

7.4 

6.9 

9.6 

8.8 

6.2 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 48 この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめ

ない感じがよくありましたか。（○は１つ）  

この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくあ

ったかについてみると、「はい」が 22.0％、「いいえ」が 69.1％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「はい」が 4.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔船穂・牧の原〕〔印旛〕〔本埜〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【物事に対して興味がわかない、心から楽しめない感じがよくあったか】×性別／年齢別／地区別 

22.0 

19.9 

24.3 

17.9 

18.3 

23.6 

26.9 

32.7 

33.3 

21.8 

21.9 

22.1 

22.1 

22.6 

69.1 

72.5 

65.8 

75.3 

73.6 

68.3 

62.1 

53.7 

51.9 

68.9 

71.3 

68.1 

66.5 

70.5 

8.9 

7.7 

9.9 

6.7 

8.1 

8.1 

10.9 

13.5 

14.7 

9.3 

6.8 

9.8 

11.4 

6.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 49 タバコは吸っていますか。（○は１つ）  

喫煙の状況についてみると、「もともと吸っていない」が 52.6％と割合が最も高く、次いで「吸っ

ていたがやめた」が 31.8％、「ほぼ毎日吸っている」が 7.5％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「吸っていたがやめた」、〔女性〕で「もともと吸っていない」の割合が

最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「もともと吸っていない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「もともと吸っていない」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【喫煙の状況】×性別／年齢別／地区別 

7.5 

11.6 

3.0 

10.9 

9.4 

6.6 

2.7 

2.1 

1.6 

9.3 

6.2 

8.9 

6.8 

6.9 

0.9 

1.4 

0.5 

1.3 

1.1 

0.9 

0.5 

0.0 

0.8 

0.6 

0.8 

1.4 

1.0 

1.6 

31.8 

54.5 

6.3 

35.1 

32.0 

34.5 

28.2 

21.4 

24.0 

30.2 

35.2 

33.5 

25.9 

30.2 

52.6 

26.1 

82.9 

47.0 

50.3 

51.4 

60.9 

68.0 

65.1 

53.0 

52.1 

48.3 

57.0 

55.4 

7.1 

6.4 

7.4 

5.7 

7.2 

6.6 

7.8 

8.5 

8.5 

6.9 

5.8 

8.0 

9.2 

5.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

ほぼ毎日吸っている 時々吸っている 吸っていたがやめた

もともと吸っていない 不明・無回答
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問 50 現在治療中、または後遺症のある病気はありますか。（○はいくつでも）  

現在治療中、または後遺症のある病気についてみると、「高血圧」が 39.6％と割合が最も高く、次

いで「目の病気」が 19.7％、「高脂血症（脂質異常）」が 15.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「高血圧」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「高血圧」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「高血圧」の割合が最も高くなっています。 

12.8 

39.6 

3.2 

9.1 

13.9 

15.1 

5.0 

5.4 

8.4 

10.4 

3.8 

4.8 

1.3 

1.0 

0.6 

0.6 

19.7 

4.7 

6.5 

11.1 

0 20 40 60

ない

高血圧

脳卒中(脳出血 脳梗塞等)

心臓病

糖尿病

高脂血症(脂質異常)

呼吸器の病気(肺炎や気管支炎等)

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気(骨粗しょう症、関節症等)

外傷(転倒・骨折等)

がん(悪性新生物)

血液・免疫の病気

うつ病

認知症(アルツハイマー病等)

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

不明・無回答

(MA) n=3,560 %
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■ＭＡ【現在治療中、または後遺症のある病気】×性別／年齢別／地区別 

n

な
い

高
血
圧

脳
卒
中

(

脳

出
血
 

脳
梗
塞
等

)

心
臓
病

糖
尿
病

高
脂
血
症

(

脂
質
異

常

)

呼
吸
器
の
病

気
（

肺

炎
や
気
管
支

炎
等
）

胃
腸
・
肝
臓

・
胆
の

う
の
病
気

腎
臓
・
前
立

腺
の
病

気 筋
骨
格
の
病

気
（

骨

粗
し
ょ

う
症
、

関
節

症
等
）

3,560 12.8 39.6 3.2  9.1  13.9 15.1 5.0  5.4  8.4  10.4 

男性 1,841 12.8 41.9 4.1  11.2 16.8 12.9 5.3  5.6  14.3 3.8  

女性 1,631 12.8 37.2 2.2  6.9  10.7 17.8 4.8  5.0  1.7  18.0 

65～69歳 1,009 20.1 30.9 1.8  5.5  11.9 14.4 4.1  3.5  6.4  5.6  

70～74歳 946 15.2 37.0 3.3  6.7  16.0 17.7 3.0  5.3  6.8  7.3  

75～79歳 669 8.4  45.0 4.3  12.1 14.2 16.4 6.1  5.2  9.4  12.4 

80～84歳 412 6.3  47.1 4.1  13.6 16.0 13.1 7.8  9.2  12.1 17.2 

85～89歳 281 2.8  50.9 3.9  14.9 13.2 12.8 7.1  7.1  13.2 19.9 

90歳以上 129 6.2  49.6 3.9  15.5 8.5  8.5  8.5  6.2  10.1 20.9 

北部 940 12.8 42.0 3.5  8.3  13.1 15.3 3.4  4.9  8.5  13.0 

南部 1,233 13.9 37.3 3.2  9.5  15.5 16.3 5.8  5.6  8.4  10.7 

船穂・牧の原 439 13.2 36.9 3.2  8.9  14.6 14.6 5.9  6.8  7.7  8.7  

印旛 498 11.2 41.2 2.0  7.6  11.8 14.5 4.6  5.2  8.0  9.6  

本埜 305 11.5 44.9 3.9  10.8 12.5 14.1 5.2  4.6  10.5 6.6  

年齢別

地区別

％

全体

性別

 

n

外
傷
（

転
倒

・
骨
折

等
）

が
ん
（

悪
性

新
生

物
）

血
液
・
免
疫

の
病
気

う
つ
病

認
知
症

(

ア

ル
ツ
ハ

イ
マ
ー

病
等

)

パ
ー

キ
ン
ソ

ン
病

目
の
病
気

耳
の
病
気

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

3,560 3.8  4.8  1.3  1.0  0.6  0.6  19.7 4.7  6.5  11.1 

男性 1,841 2.3  5.0  1.3  0.4  0.5  0.4  17.8 4.3  7.3  10.5 

女性 1,631 5.5  4.8  1.3  1.7  0.8  0.8  21.8 5.2  5.8  11.6 

65～69歳 1,009 1.9  3.8  1.1  0.8  0.4  0.5  16.7 3.2  8.0  12.6 

70～74歳 946 1.8  5.6  1.1  0.8  0.1  0.6  18.7 2.5  5.3  10.7 

75～79歳 669 4.2  5.4  1.2  0.7  0.3  0.6  22.4 4.3  7.2  11.2 

80～84歳 412 7.3  6.3  2.4  1.2  1.7  1.2  21.1 9.0  5.6  9.2  

85～89歳 281 8.9  4.6  2.1  3.2  2.1  -    24.9 9.3  6.0  8.2  

90歳以上 129 8.5  1.6  -    0.8  1.6  -    22.5 10.9 5.4  10.9 

北部 940 4.1  4.4  1.0  1.1  0.5  0.3  19.0 5.7  6.9  10.1 

南部 1,233 3.6  5.2  1.7  1.1  1.0  0.9  20.3 4.2  7.1  10.1 

船穂・牧の原 439 3.6  4.6  1.6  0.9  -    0.2  23.5 4.6  5.9  12.3 

印旛 498 4.6  5.0  0.6  1.2  0.6  0.8  17.7 4.4  5.8  14.3 

本埜 305 2.3  5.6  2.0  1.0  0.7  0.3  17.4 4.9  5.9  8.5  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 51 あなたは、健康診断を受けていますか。（○は１つ）  

健康診断を受けているかについてみると、「年に１回は受診している」が 51.2％と割合が最も高く、

次いで「持病があるので健診は受けず、通院している」が 26.7％、「毎年ではないが受診している」

が 10.4％となっています。 

性別でみると、男女とも「年に１回は受診している」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、年代が上がるにつれて「持病があるので健診は受けず、通院している」の割合が

高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「年に１回は受診している」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【健康診断を受けているか】×性別／年齢別／地区別 

26.7 

24.7 

28.8 

16.1 

23.5 

28.1 

38.3 

43.8 

48.8 

28.1 

23.6 

25.3 

27.3 

35.7 

51.2 

54.7 

47.8 

61.2 

54.2 

49.2 

42.0 

35.9 

29.5 

49.3 

54.5 

52.8 

51.4 

44.6 

10.4 

9.0 

12.3 

12.3 

11.2 

11.1 

8.3 

7.5 

5.4 

9.9 

11.9 

10.5 

8.0 

11.1 

3.9 

4.2 

3.3 

4.3 

3.9 

4.0 

2.4 

3.6 

3.1 

5.0 

3.2 

3.2 

3.2 

3.6 

7.8 

7.3 

7.8 

6.1 

7.2 

7.6 

9.0 

9.3 

13.2 

7.8 

6.8 

8.2 

10.0 

4.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

持病があるので、健診は受けず、通院している

年に１回は受診している

毎年ではないが受診している

受診したことはない

不明・無回答
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問 52 あなたには、かかりつけの病院（医院）はありますか。（○は１つ）  

かかりつけの病院（医院）の有無についてみると、「ある」が 82.4％、「ない」が 10.7％となっ

ています。 

性別でみると、男女とも「ある」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「ある」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「ある」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【かかりつけの病院（医院）の有無】×性別／年齢別／地区別 

82.4 

81.4 

84.0 

75.9 

80.9 

86.4 

88.6 

90.4 

90.7 

83.7 

82.0 

79.5 

83.9 

83.9 

10.7 

11.9 

9.5 

18.2 

12.2 

7.0 

3.6 

3.2 

1.6 

9.8 

12.0 

12.8 

7.4 

11.5 

6.9 

6.7 

6.5 

5.8 

7.0 

6.6 

7.8 

6.4 

7.8 

6.5 

6.0 

7.7 

8.6 

4.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

ある ない 不明・無回答
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問 53 あなたが、健康状態の維持・増進のために、気を付けていることや取り組んでい

ることは何ですか。（〇は３つまで）  

健康状態の維持・増進のために、気を付けていることや取り組んでいることについてみると、「栄

養バランスの良い食事を心掛ける」が 60.6％と割合が最も高く、次いで「運動をする」が 56.9％、

「睡眠をしっかりとる」が 52.8％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「運動をする」、〔女性〕で「栄養バランスの良い食事を心掛ける」の割

合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔70～74 歳〕で「運動をする」、その他の年齢層で「栄養バランスの良い食事を

心掛ける」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「栄養バランスの良い食事を心掛ける」の割合が高くなっています。 

56.9 

60.6 

16.7 

52.8 

23.4 

20.3 

2.3 

5.1 

8.5 

0 20 40 60 80

運動をする

栄養バランスの良い食事を心掛ける

口の健康に気を付ける

睡眠をしっかりとる

人との交流をもつ

テレビや書籍等で、健康についての情報収集をする

その他

とくに気を付けていない

不明・無回答

(MA) n=3,560 %

 

 

■ＭＡ【健康維持・増進のために、気を付けていることや取り組んでいること】×性別／年齢別／地区別 

n

運
動
を
す
る
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養
バ
ラ
ン

ス
の
良

い
食
事
を
心

掛
け
る

口
の
健
康
に
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け
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睡
眠
を
し
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か
り
と

る 人
と
の
交
流

を
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つ

テ
レ
ビ
や
書

籍
等

で
、

健
康
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つ
い
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の
情
報
収
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を
す
る

そ
の
他

と
く
に
気
を

付
け
て

い
な
い

不
明
・
無
回

答

3,560 56.9 60.6 16.7 52.8 23.4 20.3 2.3  5.1  8.5  

男性 1,841 61.7 56.7 13.3 55.9 19.9 15.8 2.6  5.6  7.8  

女性 1,631 51.9 65.6 20.7 50.0 27.3 25.6 2.1  4.4  8.6  

65～69歳 1,009 61.3 63.3 18.3 52.5 20.5 18.0 1.6  6.2  6.1  

70～74歳 946 60.1 59.9 15.6 53.6 27.0 18.6 2.4  4.7  8.6  

75～79歳 669 58.0 62.2 17.8 55.9 24.5 18.7 3.0  4.0  8.4  

80～84歳 412 52.7 63.1 15.3 50.2 21.8 25.5 2.4  4.4  9.0  

85～89歳 281 45.2 51.6 14.2 50.5 21.4 25.6 2.5  5.7  12.8 

90歳以上 129 36.4 54.3 17.1 48.8 20.9 31.0 3.1  6.2  8.5  

北部 940 52.9 60.2 14.3 54.4 24.6 20.6 2.4  6.4  8.6  

南部 1,233 62.2 64.9 19.5 52.1 24.2 19.9 2.4  4.5  7.0  

船穂・牧の原 439 56.0 56.9 14.1 51.9 22.6 19.4 3.0  5.7  8.7  

印旛 498 54.0 58.0 18.1 54.0 20.1 22.1 1.6  3.6  10.2 

本埜 305 57.0 58.0 16.7 56.7 23.0 20.0 2.6  5.2  7.2  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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９ 認知症にかかる相談窓口の把握について 

 

問 54 認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか。（○は１つ） 

認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいるかについてみると、「はい」が 7.9％、

「いいえ」が 83.9％となっています。 

性別でみると、男女とも「いいえ」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔印旛〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【身近な認知症上の人の有無】×性別／年齢別／地区別 

7.9 

8.3 

7.9 

9.6 

5.2 

5.7 

10.9 

12.1 

13.2 

6.3 

9.4 

7.5 

9.6 

7.2 

83.9 

84.6 

83.4 

84.3 

87.3 

85.8 

80.6 

75.8 

76.0 

85.3 

83.9 

83.4 

80.3 

87.5 

8.2 

7.2 

8.7 

6.0 

7.5 

8.5 

8.5 

12.1 

10.9 

8.4 

6.7 

9.1 

10.0 

5.2 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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問 55 認知症に関する相談窓口を知っていますか。（○は１つ） 

認知症に関する相談窓口を知っているかについてみると、「はい」が 21.3％、「いいえ」が 70.2％

となっています。 

性別でみると、男女とも「言葉だけ聞いたことがある」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔90歳以上〕で「はい」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔印旛〕で「はい」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【認知症に関する相談窓口を知っているか】×性別／年齢別／地区別 

21.3 

18.3 

25.0 

24.0 

19.3 

21.1 

20.1 

18.9 

27.1 

19.8 

23.0 

19.8 

24.9 

19.7 

70.2 

74.0 

66.1 

69.7 

72.9 

70.3 

70.1 

68.7 

60.5 

71.5 

70.2 

71.3 

65.1 

73.8 

8.5 

7.8 

8.9 

6.3 

7.7 

8.7 

9.7 

12.5 

12.4 

8.7 

6.9 

8.9 

10.0 

6.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

はい いいえ 不明・無回答
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１０ 市の高齢者福祉施策について 

 

問 56 以下の事業や制度に関する認知度をお答えください。（○はそれぞれ１つずつ） 

（１）いんざい健康ちょきん運動に関する認知度についてみると、「言葉だけ聞いたことがある」

が 24.0％と割合が最も高く、次いで「分からない」が 23.9％、「聞いたことがない」が 23.8％と

なっています。 

性別でみると、〔女性〕で「内容まで知っている」の割合が 11.8ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75～84 歳で「内容まで知っている」が２割を超えています。 

地区別でみると、〔北部〕で「内容まで知っている」の割合が２割を超える一方、〔本埜〕で１割強

となっています。 

 

■ＳＡ【（１）いんざい健康ちょきん運動】×性別／年齢別／地区別 

16.9 

11.4 

23.2 

12.9 

16.5 

20.8 

21.6 

18.1 

17.1 

21.9 

14.0 

16.4 

17.5 

12.5 

24.0 

21.8 

27.1 

23.8 

27.0 

28.0 

21.1 

14.6 

17.8 

25.5 

26.2 

23.7 

18.1 

23.0 

23.8 

30.3 

16.6 

31.1 

23.5 

20.3 

17.5 

16.4 

22.5 

19.4 

28.0 

25.1 

21.7 

23.9 

23.9 

26.9 

20.2 

25.9 

23.9 

19.1 

22.8 

28.1 

26.4 

21.8 

23.7 

22.8 

26.7 

28.2 

11.4 

9.6 

12.9 

6.3 

9.2 

11.8 

17.0 

22.8 

16.3 

11.4 

8.1 

12.1 

16.1 

12.5 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

分からない 不明・無回答
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（２）介護支援ボランティア制度に関する認知度についてみると、「分からない」が 33.7％と割合

が最も高く、次いで「聞いたことがない」が 27.7％、「言葉だけ聞いたことがある」が 22.0％とな

っています。 

性別でみると、〔女性〕で「内容まで知っている」が 3.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75～84 歳で「内容まで知っている」の割合がわずかに高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「分からない」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【（２）介護支援ボランティア制度】×性別／年齢別／地区別 

4.3 

2.7 

6.1 

3.3 

3.7 

5.8 

6.6 

3.9 

2.3 

5.0 

4.3 

2.7 

4.6 

4.3 

22.0 

20.2 

24.3 

22.8 

25.5 

25.0 

16.5 

12.5 

17.1 

23.2 

23.2 

22.6 

19.5 

21.3 

27.7 

32.4 

22.8 

35.3 

28.0 

25.9 

19.2 

19.6 

20.2 

25.5 

31.6 

26.9 

24.9 

24.3 

33.7 

34.5 

32.6 

32.2 

33.1 

30.6 

39.1 

38.8 

40.3 

33.6 

32.3 

34.4 

34.1 

37.0 

12.3 

10.2 

14.2 

6.4 

9.7 

12.7 

18.7 

25.3 

20.2 

12.7 

8.6 

13.4 

16.9 

13.1 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

分からない 不明・無回答
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（３）地域包括支援センターに関する認知度についてみると、「言葉だけ聞いたことがある」が

33.2％と割合が最も高く、次いで「分からない」が 21.3％、「内容まで知っている」が 18.2％とな

っています。 

性別でみると、〔女性〕で「内容まで知っている」が 10.0 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「内容まで知っている」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「言葉だけ聞いたことがある」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【（３）地域包括支援センター】×性別／年齢別／地区別 

18.2 

13.6 

23.6 

14.6 

16.0 

19.1 

23.1 

26.7 

27.1 

16.0 

20.5 

15.9 

19.7 

17.4 

33.2 

32.2 

34.9 

35.9 

35.8 

35.1 

27.7 

23.8 

25.6 

32.3 

34.5 

34.4 

34.1 

31.1 

16.1 

19.9 

11.9 

20.2 

16.7 

15.5 

12.4 

9.3 

10.9 

16.9 

17.1 

16.4 

11.6 

15.7 

21.3 

24.6 

17.2 

23.1 

22.2 

18.7 

20.4 

18.9 

18.6 

23.3 

20.2 

20.5 

18.7 

23.9 

11.2 

9.7 

12.4 

6.2 

9.3 

11.5 

16.5 

21.4 

17.8 

11.5 

7.6 

12.8 

15.9 

11.8 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

分からない 不明・無回答
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（４）認知症カフェ（オレンジカフェ）に関する認知度についてみると、「聞いたことがない」「分

からない」がそれぞれ 31.0％と割合が最も高く、次いで「言葉だけ聞いたことがある」が 20.6％

となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「内容まで知っている」が 5.8 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、79 歳以下で「聞いたことがない」、80歳以上で「分からない」の割合が高くな

っています。 

地区別でみると、〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「内容まで知っている」の割合が全体を上回っていま

す。 

 

■ＳＡ【（４）認知症カフェ（オレンジカフェ）】×性別／年齢別／地区別 

5.5 

2.8 

8.6 

4.4 

4.9 

5.8 

8.0 

7.8 

4.7 

5.4 

4.8 

7.1 

5.4 

7.2 

20.6 

15.6 

26.2 

20.4 

23.2 

23.0 

17.5 

14.6 

14.0 

18.2 

23.5 

23.5 

17.7 

17.0 

31.0 

38.0 

23.6 

39.0 

32.1 

30.8 

21.8 

17.8 

21.7 

31.3 

34.5 

27.8 

27.7 

27.2 

31.0 

33.9 

27.8 

29.6 

30.7 

28.3 

34.7 

35.6 

39.5 

33.1 

28.8 

28.9 

32.7 

35.1 

11.9 

9.8 

13.7 

6.5 

9.2 

12.1 

18.0 

24.2 

20.2 

12.0 

8.4 

12.8 

16.5 

13.4 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

分からない 不明・無回答
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（５）成年後見制度に関する認知度についてみると、「言葉だけ聞いたことがある」が 38.0％と割

合が最も高く、次いで「分からない」が 21.9％、「内容まで知っている」が 16.4％となっています。 

性別でみると、男女とも「言葉だけ聞いたことがある」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「内容まで知っている」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で「内容まで知っている」の割合が全体を上回っていま

す。 

 

■ＳＡ【（５）成年後見制度】×性別／年齢別／地区別 

16.4 

16.7 

16.1 

20.9 

18.4 

14.3 

11.7 

10.7 

3.9 

16.2 

18.8 

16.6 

14.7 

11.5 

38.0 

35.9 

41.0 

38.6 

43.9 

40.4 

33.0 

25.3 

31.0 

36.0 

43.4 

35.8 

36.1 

33.8 

12.1 

14.7 

9.3 

14.7 

9.8 

12.3 

12.1 

9.6 

13.2 

12.7 

11.5 

13.4 

10.2 

13.1 

21.9 

23.0 

20.4 

19.5 

18.5 

21.5 

25.7 

31.0 

33.3 

23.4 

18.2 

21.2 

23.1 

28.9 

11.6 

9.7 

13.2 

6.3 

9.4 

11.5 

17.5 

23.5 

18.6 

11.8 

8.0 

13.0 

15.9 

12.8 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

内容まで知っている 言葉だけ聞いたことがある 聞いたことがない

分からない 不明・無回答
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問 57 あなたは、「いんざい健康ちょきん運動」に参加してみたいと思いますか。（○は

１つ） 

「いんざい健康ちょきん運動」に参加してみたいと思うかについてみると、「参加したくない」が

46.5％と割合が最も高く、次いで「参加してもよい」が 31.3％、「既に参加している」が 7.7％と

なっています。 

性別でみると、〔女性〕で「既に参加している」が 7.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75～89 歳で「既に参加している」の割合が１割以上となっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕で「既に参加している」の割合が全体を上回っ

ています。 

 

■ＳＡ【「いんざい健康ちょきん運動」への参加意向】×性別／年齢別／地区別 

2.1 

1.4 

2.8 

1.7 

1.6 

3.0 

2.9 

1.8 

0.8 

2.0 

2.6 

1.1 

2.2 

1.3 

31.3 

32.4 

30.7 

39.8 

35.2 

28.1 

23.8 

15.7 

15.5 

30.5 

33.7 

33.3 

26.5 

33.4 

46.5 

52.1 

40.0 

49.0 

49.2 

42.5 

37.9 

47.0 

51.9 

46.3 

48.3 

45.3 

46.2 

42.3 

7.7 

4.0 

11.9 

3.2 

6.6 

12.0 

14.1 

10.0 

7.0 

8.2 

6.2 

10.0 

8.6 

7.2 

12.4 

10.1 

14.6 

6.3 

7.5 

14.5 

21.4 

25.6 

24.8 

13.0 

9.2 

10.3 

16.5 

15.7 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 不明・無回答 test

test test
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問 58 現在、市では「いんざい健康ちょきん運動」の参加者に対し、以下のような内容

のアンケ-トを実施し、事業の効果検証に役立てています。今、あなたの当てはま

る状態についてお答えください。（○はそれぞれ１つずつ） 

（１）一週間の生活リズムができているかについてみると、「当てはまる」が 39.0％と割合が最も

高く、次いで「やや当てはまる」が 28.9％、「どちらでもない」が 8.5％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「当てはまる」、85 歳以上で「やや当てはまる」の割合が最も高く

なっています。 

地区別でみると、〔本埜〕で「やや当てはまる」、その他の地区で「当てはまる」の割合が高くなっ

ています。 

3.1 

3.4 

8.5 

28.9 

39.0 

17.0 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（１）一週間の生活リズムができている】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 3.1  3.4  8.5  28.9 39.0 17.0 

男性 1,841 3.2  4.1  9.7  26.7 39.8 16.6 

女性 1,631 3.2  2.8  7.3  31.4 38.1 17.2 

65～69歳 1,009 2.6  2.5  6.9  30.4 48.4 9.2  

70～74歳 946 1.7  2.9  8.7  29.3 44.0 13.5 

75～79歳 669 3.7  4.6  9.6  28.0 34.4 19.7 

80～84歳 412 4.9  4.4  10.7 26.5 28.9 24.8 

85～89歳 281 6.4  4.6  7.5  26.7 22.8 32.0 

90歳以上 129 5.4  3.1  10.1 27.9 23.3 30.2 

北部 940 3.1  4.0  8.8  28.1 38.1 17.9 

南部 1,233 2.8  3.0  8.4  29.4 42.0 14.4 

船穂・牧の原 439 3.6  2.7  8.2  31.4 40.1 13.9 

印旛 498 3.4  4.6  9.0  25.1 38.2 19.7 

本埜 305 4.6  3.0  6.2  33.8 30.2 22.3 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（２）一日の生活リズムができているかについてみると、「当てはまる」が 39.5％と割合が最も高

く、次いで「やや当てはまる」が 29.6％、「どちらでもない」が 7.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔80～84 歳〕〔90 歳以上〕で「やや当てはまる」、その他の年齢層で「当ては

まる」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔本埜〕で「やや当てはまる」、その他の地区で「当てはまる」の割合が高くなっ

ています。 

2.8 

3.4 

7.8 

29.6 

39.5 

16.9 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（２）一日の生活リズムができている】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 2.8  3.4  7.8  29.6 39.5 16.9 

男性 1,841 3.1  4.0  8.8  27.9 39.5 16.6 

女性 1,631 2.6  2.8  6.6  31.9 39.2 16.9 

65～69歳 1,009 2.0  2.4  5.8  31.6 49.2 9.0  

70～74歳 946 1.6  2.6  8.7  29.7 44.2 13.2 

75～79歳 669 4.3  4.8  8.4  30.2 33.6 18.7 

80～84歳 412 3.6  5.6  10.0 28.2 27.7 25.0 

85～89歳 281 6.0  3.6  6.4  23.5 26.3 34.2 

90歳以上 129 3.1  3.1  9.3  29.5 24.8 30.2 

北部 940 3.1  3.4  7.8  28.5 38.9 18.3 

南部 1,233 2.3  3.6  7.8  29.6 41.8 14.8 

船穂・牧の原 439 3.6  3.4  7.3  33.9 39.2 12.5 

印旛 498 2.6  4.2  8.2  27.3 38.4 19.3 

本埜 305 4.3  1.6  7.2  34.8 31.8 20.3 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（３）家庭での役割があるかについてみると、「当てはまる」が 45.6％と割合が最も高く、次いで

「やや当てはまる」が 21.0％、「どちらでもない」が 8.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔90 歳以上〕で「やや当てはまる」、その他の年齢層で「当てはまる」の割合が

最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「当てはまる」の割合が高くなっています。 

4.9 

2.5 

8.0 

21.0 

45.6 

18.0 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（３）家庭での役割がある】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 4.9  2.5  8.0  21.0 45.6 18.0 

男性 1,841 4.6  2.7  11.1 24.6 39.6 17.4 

女性 1,631 5.3  2.1  4.4  17.4 52.6 18.2 

65～69歳 1,009 3.3  1.1  7.0  21.2 57.8 9.6  

70～74歳 946 3.2  2.5  8.5  20.9 50.6 14.3 

75～79歳 669 5.2  2.2  7.8  22.9 42.2 19.7 

80～84歳 412 5.8  2.9  11.7 18.7 34.2 26.7 

85～89歳 281 10.7 3.9  4.6  19.9 25.3 35.6 

90歳以上 129 14.0 7.8  7.8  20.9 17.1 32.6 

北部 940 5.2  2.6  8.6  19.9 44.7 19.0 

南部 1,233 3.8  2.4  8.4  22.3 47.7 15.5 

船穂・牧の原 439 5.9  1.6  6.4  22.6 48.3 15.3 

印旛 498 4.8  4.0  7.4  19.7 43.6 20.5 

本埜 305 6.9  1.3  6.9  23.0 41.6 20.3 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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（４）外出をすることがあるかについてみると、「当てはまる」が 53.7％と割合が最も高く、次い

で「やや当てはまる」が 17.8％、「どちらでもない」が 4.4％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔90 歳以上〕で「やや当てはまる」、その他の年齢層で「当てはまる」の割合が

最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「当てはまる」の割合が高くなっています。 

3.6 

2.8 

4.4 

17.8 

53.7 

17.8 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（４）外出をすることがある】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 3.6  2.8  4.4  17.8 53.7 17.8 

男性 1,841 3.2  2.3  4.6  18.2 54.5 17.2 

女性 1,631 4.2  3.4  4.0  17.5 52.9 18.0 

65～69歳 1,009 1.8  1.4  2.9  15.7 69.2 9.1  

70～74歳 946 1.2  1.9  3.8  19.1 60.3 13.7 

75～79歳 669 3.4  3.0  5.7  17.5 51.0 19.4 

80～84歳 412 6.1  5.1  6.6  18.2 37.9 26.2 

85～89歳 281 10.7 5.7  6.0  18.1 23.1 36.3 

90歳以上 129 14.7 6.2  1.6  24.8 17.1 35.7 

北部 940 4.0  3.2  5.1  17.8 51.1 18.8 

南部 1,233 2.6  2.5  3.3  19.0 57.1 15.5 

船穂・牧の原 439 3.0  0.9  4.8  18.7 58.5 14.1 

印旛 498 4.4  4.8  6.0  16.3 49.2 19.3 

本埜 305 6.6  1.6  2.6  16.1 50.5 22.6 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（５）人との交流があるかについてみると、「当てはまる」が 41.7％と割合が最も高く、次いで「や

や当てはまる」が 19.7％、「どちらでもない」が 8.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「当てはまる」、〔90 歳以上〕で「やや当てはまる」の割合が最も

高くなっています。また、〔85～89 歳〕で「当てはまる」「やや当てはまる」が同率となっています。 

地区別でみると、いずれも「当てはまる」の割合が高くなっています。 

5.6 

7.1 

8.1 

19.7 

41.7 

17.7 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（５）人との交流がある】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 5.6  7.1  8.1  19.7 41.7 17.7 

男性 1,841 6.6  8.1  9.5  19.2 39.6 16.9 

女性 1,631 4.5  6.1  6.6  20.3 44.5 18.1 

65～69歳 1,009 4.0  6.1  8.0  18.6 53.6 9.6  

70～74歳 946 3.4  5.1  7.8  22.2 47.1 14.4 

75～79歳 669 6.6  9.7  7.6  18.7 38.6 18.8 

80～84歳 412 9.0  9.5  10.9 16.0 29.4 25.2 

85～89歳 281 11.4 7.5  6.8  19.6 19.6 35.2 

90歳以上 129 7.8  10.1 7.0  22.5 19.4 33.3 

北部 940 5.6  6.8  8.7  17.4 42.3 19.0 

南部 1,233 5.0  7.9  7.9  20.4 43.0 15.7 

船穂・牧の原 439 5.5  7.3  7.7  23.2 41.5 14.8 

印旛 498 4.4  6.2  9.6  21.5 38.6 19.7 

本埜 305 8.2  6.2  5.2  18.4 42.0 20.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（６）バスや電車等を利用できるかについてみると、「当てはまる」が 56.4％と割合が最も高く、

次いで「やや当てはまる」が 11.9％、「当てはまらない」が 8.7％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84 歳以下で「当てはまる」、85 歳以上で「当てはまらない」の割合が最も高く

なっています。 

地区別でみると、いずれも「当てはまる」の割合が高くなっています。 

 

8.7 

2.5 

3.6 

11.9 

56.4 

16.9 

0 20 40 60

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（６）バスや電車等を利用できる（日常的には利用しないが、必要時のみ利用できる場合も含む）】 

×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 8.7  2.5  3.6  11.9 56.4 16.9 

男性 1,841 6.9  2.0  3.6  12.0 59.0 16.5 

女性 1,631 10.7 3.0  3.6  11.8 53.7 17.2 

65～69歳 1,009 4.6  1.4  3.0  9.7  72.2 9.2  

70～74歳 946 5.7  1.7  2.6  12.2 64.0 13.8 

75～79歳 669 6.4  2.5  4.9  14.2 54.1 17.8 

80～84歳 412 11.7 3.4  5.8  12.4 43.0 23.8 

85～89歳 281 24.2 5.0  3.2  11.7 22.8 33.1 

90歳以上 129 31.8 7.0  3.1  11.6 11.6 34.9 

北部 940 9.3  3.0  3.6  11.9 54.3 18.0 

南部 1,233 5.7  1.4  2.8  11.5 63.7 14.8 

船穂・牧の原 439 8.9  2.5  3.4  12.1 59.7 13.4 

印旛 498 10.6 4.2  5.6  12.9 47.8 18.9 

本埜 305 15.7 3.3  2.6  10.8 47.2 20.3 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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（７）気持ちが明るいかについてみると、「当てはまる」が 28.6％と割合が最も高く、次いで「や

や当てはまる」が 27.9％、「どちらでもない」が 20.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕〔80～84 歳〕で「当てはまる」、70～79 歳、〔85～89 歳〕で

「やや当てはまる」、〔90 歳以上〕で「どちらでもない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔本埜〕で「やや当てはまる」、その他の地区で「当てはまる」の割合が

高くなっています。 

2.7 

3.3 

20.3 

27.9 

28.6 

17.2 

0 20 40

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（７）気持ちが明るい】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 2.7  3.3  20.3 27.9 28.6 17.2 

男性 1,841 2.4  3.4  21.9 27.0 28.5 16.7 

女性 1,631 2.9  3.0  18.6 28.8 29.1 17.6 

65～69歳 1,009 1.9  2.5  20.4 30.7 35.5 9.0  

70～74歳 946 1.5  2.5  19.1 31.5 30.9 14.5 

75～79歳 669 3.1  3.4  22.4 27.7 25.1 18.2 

80～84歳 412 4.6  4.4  21.8 20.6 24.3 24.3 

85～89歳 281 5.0  4.3  16.0 21.7 16.7 36.3 

90歳以上 129 3.9  7.8  23.3 17.1 17.1 31.0 

北部 940 2.9  3.6  19.5 28.6 27.4 18.0 

南部 1,233 2.0  2.8  21.2 28.5 30.3 15.1 

船穂・牧の原 439 2.7  4.3  23.0 27.1 29.4 13.4 

印旛 498 2.2  3.4  19.9 27.1 27.3 20.1 

本埜 305 4.3  1.6  17.0 29.5 26.6 21.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（８）物事に積極的に取り組めるかについてみると、「やや当てはまる」が 27.2％と割合が最も高

く、次いで「当てはまる」が 23.3％、「どちらでもない」が 21.6％となっています。 

性別でみると、男女とも「やや当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔80～84 歳〕〔90 歳以上〕で「どちらでもない、その他の年齢層で「やや当て

はまる」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「やや当てはまる」の割合が高くなっています。 

4.0 

6.5 

21.6 

27.2 

23.3 

17.4 

0 20 40

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（８）物事に積極的に取り組める】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 4.0  6.5  21.6 27.2 23.3 17.4 

男性 1,841 3.5  6.2  21.8 27.7 24.1 16.7 

女性 1,631 4.7  6.9  21.0 26.9 22.6 17.8 

65～69歳 1,009 2.5  5.4  22.4 31.2 29.2 9.3  

70～74歳 946 1.9  5.4  20.7 31.1 27.0 14.0 

75～79歳 669 4.8  7.3  23.2 25.7 19.9 19.1 

80～84歳 412 6.6  7.8  23.3 22.6 16.0 23.8 

85～89歳 281 8.5  6.4  16.7 18.1 13.9 36.3 

90歳以上 129 12.4 14.0 16.3 15.5 10.1 31.8 

北部 940 3.5  7.6  20.9 28.1 21.1 18.9 

南部 1,233 3.3  5.9  23.1 27.9 25.0 14.8 

船穂・牧の原 439 3.9  7.5  20.3 28.9 25.7 13.7 

印旛 498 5.0  7.0  21.3 24.9 22.1 19.7 

本埜 305 6.9  3.9  20.0 24.6 23.6 21.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（９）人と会話する機会があるかについてみると、「当てはまる」が 36.9％と割合が最も高く、次

いで「やや当てはまる」が 26.0％、「どちらでもない」が 10.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「当てはまる」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、79 歳以下で「当てはまる」、80 歳以上で「やや当てはまる」の割合が最も高く

なっています。 

地区別でみると、いずれも「当てはまる」の割合が高くなっています。 

3.7 

6.1 

10.1 

26.0 

36.9 

17.1 

0 20 40

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（９）人と会話する機会がある】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 3.7  6.1  10.1 26.0 36.9 17.1 

男性 1,841 4.3  7.5  10.9 25.8 35.1 16.4 

女性 1,631 3.2  4.7  9.0  26.2 39.1 17.7 

65～69歳 1,009 2.5  5.5  9.3  26.0 47.3 9.5  

70～74歳 946 2.1  5.6  9.7  26.8 42.2 13.5 

75～79歳 669 4.8  7.0  11.8 25.4 32.1 18.8 

80～84歳 412 6.1  8.7  11.7 26.7 23.1 23.8 

85～89歳 281 6.8  5.3  8.2  23.5 20.6 35.6 

90歳以上 129 7.8  6.2  5.4  25.6 23.3 31.8 

北部 940 3.8  6.4  9.1  25.1 37.3 18.2 

南部 1,233 3.5  6.4  10.9 26.8 37.4 15.0 

船穂・牧の原 439 2.7  7.1  11.8 26.9 38.5 13.0 

印旛 498 3.6  5.8  9.8  26.1 34.7 19.9 

本埜 305 5.6  4.3  7.2  26.2 35.7 21.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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（10）不安や悩みがないかについてみると、「どちらでもない」が 26.3％と割合が最も高く、次

いで「やや当てはまる」が 25.4％、「当てはまる」が 13.3％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「どちらでもない」、〔女性〕で「やや当てはまる」の割合が最も高くな

っています。 

年齢別でみると、〔70～74 歳〕で「やや当てはまる」、その他の年齢層で「どちらでもない」の割

合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「やや当てはまる」、その他の地区で「どちらでもない」の割合が高く

なっています。 

7.7 

10.1 

26.3 

25.4 

13.3 

17.2 

0 20 40

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（10）不安や悩みがない】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 7.7  10.1 26.3 25.4 13.3 17.2 

男性 1,841 7.0  9.7  26.6 24.7 15.5 16.6 

女性 1,631 8.3  10.6 26.2 26.7 10.7 17.5 

65～69歳 1,009 7.4  9.6  29.2 28.3 16.3 9.1  

70～74歳 946 6.2  10.7 26.5 28.6 14.4 13.5 

75～79歳 669 8.5  9.6  27.5 23.3 12.4 18.7 

80～84歳 412 9.5  9.0  24.8 24.3 8.3  24.3 

85～89歳 281 8.5  11.4 19.6 15.7 8.9  35.9 

90歳以上 129 7.8  14.0 19.4 14.7 10.9 33.3 

北部 940 7.2  9.9  26.9 23.4 13.9 18.6 

南部 1,233 6.7  10.1 26.8 28.1 13.8 14.6 

船穂・牧の原 439 9.6  10.9 27.6 24.6 13.7 13.7 

印旛 498 7.8  11.0 25.1 24.7 11.4 19.9 

本埜 305 9.2  8.9  24.9 24.6 12.5 20.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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（11）健康に自信があるかについてみると、「やや当てはまる」が 26.6％と割合が最も高く、次

いで「どちらでもない」が 25.4％、「当てはまる」が 12.5％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「やや当てはまる」、〔女性〕で「どちらでもない」の割合が最も高くな

っています。 

年齢別でみると、74 歳以下および〔85～89 歳〕で「やや当てはまる」、75～84 歳で「どちら

でもない」、〔90歳以上〕で「あまり当てはまらない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「やや当てはまる」の割合が高くなっています。 

7.9 

11.2 

25.4 

26.6 

12.5 

16.4 

0 20 40

当てはまらない

あまり当てはまらない

どちらでもない

やや当てはまる

当てはまる

不明・無回答

(SA) n=3,560 %

 

 

■ＳＡ【（11）健康に自信がある】×性別／年齢別／地区別 

n

当
て
は
ま

ら
な
い

あ
ま
り
当

て
は
ま
ら

な
い

ど
ち
ら
で

も
な
い

や
や
当
て

は
ま
る

当
て
は
ま

る 不
明
・
無

回
答

3,560 7.9  11.2 25.4 26.6 12.5 16.4 

男性 1,841 6.2  10.6 25.4 27.8 13.8 16.2 

女性 1,631 9.5  11.9 25.8 25.5 10.9 16.4 

65～69歳 1,009 5.8  9.6  28.7 31.9 15.1 8.8  

70～74歳 946 5.6  10.5 27.5 28.6 14.6 13.2 

75～79歳 669 7.9  10.5 26.2 25.7 11.7 18.1 

80～84歳 412 10.0 13.8 23.1 20.4 9.7  23.1 

85～89歳 281 14.2 13.9 14.9 18.1 4.6  34.2 

90歳以上 129 16.3 18.6 14.7 14.0 7.8  28.7 

北部 940 8.3  11.5 24.1 24.7 14.3 17.1 

南部 1,233 7.3  11.1 26.6 27.6 12.8 14.6 

船穂・牧の原 439 6.2  11.4 27.6 31.4 10.3 13.2 

印旛 498 8.2  11.4 24.9 27.1 9.6  18.7 

本埜 305 10.2 12.1 22.3 23.6 12.5 19.3 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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その他、高齢者福祉・介護保険について（自由回答） 

その他、高齢者福祉・介護保険について、522名から合わせて 551 件のご意見が寄せられました。

内容を基にした分類項目と件数、及び主な具体的意見を下記に記しています。 

 

 

分類項目 件数 

介護サービス・介護保険料について 92 

移動・交通について 79 

健康維持・増進について（いんざい健康ちょきん運動含む） 73 

高齢者福祉サービス・制度について 56 

就労・趣味・生きがいについて 46 

情報提供・相談について 46 

計画・アンケートについて 35 

医療・医療費・健康保険について 22 

経済問題・不安について 20 

行政について 18 

ボランティア活動・地域活動について 15 

住まいについて 5 

防犯・防災について 3 

その他 41 

合計 551 
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分類項目と主な具体的意見 

介護サービス・介護保険料について 

・いざ自分がたおれた場合、介護保険の事がよくわかっていると良いと思う。 

・介護保険の認定が以前から比べると厳しくなっている様な感じです。家族の負担も大変にな

りつつあります。自宅での介護ができなくなっても、介護度が 3 以上でないと特養に入所

できない厳しい現実がある。 

・介護保険料金が高すぎです。 

移動・交通について 

・現在は高齢者クラブ等に参加し、交流しているので身体も動いておりますが、年々目や足が

衰えてきておりますので不安があります。60年間運転していた車も今年は免許返納しよう

と思っており、行動範囲もますます狭くなるので心細く感じています。今後の高齢者のフォ

ローをよろしくお願い致します。 

・自家用車がなくても通院、買物、銀行利用などが出来るように公共交通機関(網)の拡大、充

実を望みます。 

・ふれあいバスの便数を増やして欲しい。 

健康維持・増進について（いんざい健康ちょきん運動含む） 

・現在は健康な方だと思うのですが、脳トレややさしいヨガなどもっと気軽に参加できるシス

テム、教室が常時あるとうれしいです。 

・いんざい健康ちょきん運動の事は知らない。周知してほしい。 

・私が素晴らしいと思ったのは、運動教室です。担当の人は親切だし、運動の講師の人も我々

高齢者に適した運動の指導をしてくれます。1 時間 30 分、終わった後の爽快感、すごく身

体が軽くなったような気がして、満足感でいっぱいです。良い機会を与えてもらい、感謝し

ています。 

高齢者福祉サービス・制度について 

・今配偶者がいるので、幸せ度 8 点にしましたが独居になったら身体も弱っているので 1点

になる可能性があります。高齢者福祉、介護の充実をお願いします。 

・福祉政策をより一層充実、向上し、高齢者も安心して暮らせる街づくりを推進してほしいも

のです。 

・少子高齢化に突入し、印西市は今後高齢化が進むことが見込まれます。今までおろそかにさ

れた、高齢者福祉施策の充実を期待しています。特に高齢者福祉施設の不足は目に余るもの

があります。小さい子の教育施設は空が目立ちます。学校教育施設の転用について検討して

いただきたい。 

就労・趣味・生きがいについて 

・現在は運動したり、仕事をしたりして充実していますが、車の運転が出来なくなるとその行

動ができなくなる可能性があります。歩いていける範囲にスポーツ施設や、活動場所がある

ととても助かります。 

・元気な高齢者が息抜きに集まってたわいもない話をしたりする場所が無いと感じます。ご近

所にはたくさんの高齢者が子供と同居しておりますが、皆さんと顔を合わせる機会もありま

せん。子供たちは共働きが多く、日中はひっそりとしています。たまたま趣味のサークルに

入って楽しくしておりますが、別な出会いがあってもいいのでは、と思います。 

・市民農園（花、野菜）を育て、土に触れる機会があると良いと思います。個人情報もあると

思いますが、車いすや足、目の不自由な方とも気軽に介護をさせていただきながら散歩をし

たり、楽しいお話をしながらストレスを発散できたらいいですね。身体が不自由になると、

つい家に閉じこもりがちですので、年寄りの経験と知識を若い人達の体力で補いながら、外

に出て活動できる様な組織を作っていけたら良いと思います。 
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分類項目と主な具体的意見 

情報提供・相談について 

・高齢者福祉事業の内容で知らない事があったので内容の告知を色々な手法で知らせてほし

い。 

・何かの時に親身になって相談にのってくれる人が親族以外にほしい。 

・認知症の親の介護をしています。介護者同士の交流の場やプロの支援者にいろいろと愚痴を

きいてほしい。 

計画・アンケートについて 

・質問が多くて大変だった。 

・アンケート全体の結果を知りたい。 

・このアンケートは大変素晴らしいことと存じます。これから老人は何を求めているか詳しく

（この形式で）聞いて頂き参考にしてもらいたいと思います。 

医療・医療費・健康保険について 

・居住地域に大きい病院があるが、かかりつけ医院となる小さな医院がないので困る。 

・近くに総合病院を建てて欲しい。専門病院が極めて少ない。 

・最期は自宅で終わりたいですが訪問に診て下さる病院の先生とか、病院が印西市にはありま

せんので検討をお願いします。 

経済問題・不安について 

・私は 70 代ですが、現在母親の介護をしています。自分が認知症になった時の不安で毎日ス

トレスをかかえて居ります。老老介護でとても不安です。 

・今年は夫婦そろって後期高齢者になります。今の所は自立した生活をしていますが、将来は

不安です。自己努力はしますが、行政には高齢者に対してのきめ細やかな応援をよろしくお

願いします。 

・ちょきん運動でも持病があるので毎週出られません。友達と出かけたくても生活が苦しいの

で出かけられません。 

行政について 

・利用しやすい予防（老化、健康）事業に予算投入をして下さい。 

・人間ドックの補助金を申請したいが、都度市役所に出向かなければならず、運転が不安。パ

ソコンで申請できるようにして欲しい。他の役所関連もできるだけパソコン申請を可能にし

て欲しい。 

・今千葉ニュータウンに住んでおりますが、公的な利用がある時かならずニュータウンの支所

では用がたたず、本庁まで行かなければならないのが遠いので困ります。ニュータウンの役

所で用事が済むようにして欲しいです。今ひとりでも生活しておりますが、将来は不安がい

っぱいです。 

ボランティア活動・地域活動について 

・85 才ですが、今の所健康で過ごしてますので、何かの形でボランティアでお手伝いする所

がありましたら、参加したいです。 

・リタイア世代に対し、防犯パトロール等のボランティア参加を、積極的に進めていただきた

い。 

・今の健康状態から考えると、自分は福祉を与える側になると思うが、知識、経験、ウマが合

う合わない等、いろいろ条件があり、簡単ではないように思う。 
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分類項目と主な具体的意見 

住まいについて 

・無理とは思いますが、一軒の家で自分と同じくらいの健康な人 4～5 人と一緒に暮らして相

談したり話し合ったり昔の歌を口ずさんだり食事を作ったりするのが夢です。死ぬまで仲間

となる人と密な時間を過ごしたい。 

・同年代の知人の声で多いのが、施設に入るなら死んだ方が良い！と言う。住み慣れた場所で

最期を迎えたい。施設を増やすなら、在宅支援を充実してほしい。自分も 80 才を目の前に

して強く願望する。 

・疲れやすいので、気軽に座ったり休んだりできる場所があり、トイレや荷物が置ける場所が

あると良いと思う。視野が狭くなり、横や後ろになってしまうと見えなくなり不安や心配に

なってしまうので家の中の片付けもできなくなってしまう。 

防犯・防災について 

・昨年の豪雨の際、平賀地区の避難場所は「ふれあいセンター」でしたが、豪雨の中「ふれあ

いセンター」まで長距離を行ける人がいるのでしょうか。なぜ平賀小学校を使わないのです

か。使えるようにするべきだと思います。 

・今の住まいでは、防災無線が大変聞き取りにくく、ベランダに出ても内容が全て聞き取れま

せん。台風の時もお願いしたいのですが、ぜひ、チェックお願いします。 

・災害時に避難場所に行くのに 30 分（徒歩）もかかるので、とっても不安です。最近、治安

が悪く自分なりに防衛していますが、他に良い方法があると良いと思うのですが。 

その他 

・いずれ自分自身に必要な時が来るので対応を考えていきたい。 

・印西に転居して 2 年余り。印西のことは分かっていません。 

・高齢者とは 80 歳以上ではないかな？ 
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１１ 生活機能のリスクについて 

 

１ 運動機能のリスク 

からだを動かすことについて、「階段を手すりや壁をつたわらずに昇れない」「椅子に座った状態か

ら何もつかまらずに立ち上がれない」、「15 分位続けて歩けない」、「過去１年間に転んだ経験がある」、

「転倒に対する不安は大きい」のうち 3 つ以上該当する方を、「運動機能リスク者」とした場合、全

体の 14.9％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 12.4ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で全体を上回っています。 

 

■【運動機能リスク者】×性別／年齢別／地区別 

14.9 

9.0 

21.4 

4.6 

6.5 

12.1 

28.4 

46.6 

55.0 

15.5 

13.3 

12.3 

18.0 

16.1 

82.6 

88.9 

76.0 

93.8 

92.1 

85.1 

68.1 

49.4 

39.6 

82.2 

84.1 

86.8 

79.2 

81.9 

2.5 

2.1 

2.6 

1.7 

1.4 

2.8 

3.4 

3.9 

5.4 

2.2 

2.7 

0.9 

2.8 

2.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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２ 転倒のリスク 

過去１年間の転んだ経験について、「何度も転倒したことがある」または「１度転倒したことがあ

る」の方を「転倒リスク者」とした場合、全体の 29.6％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 6.8ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなり、85 歳以上で５割を超えてい

ます。 

地区別でみると、〔印旛〕〔本埜〕で全体を上回っています。 

 

■【転倒リスク者】×性別／年齢別／地区別 

29.6 

26.6 

33.4 

23.2 

23.4 

27.8 

42.5 

51.6 

51.2 

28.9 

28.5 

26.0 

33.3 

34.8 

68.2 

71.4 

64.7 

75.2 

74.9 

69.5 

55.1 

46.6 

46.5 

69.1 

69.3 

73.1 

64.7 

63.0 

2.2 

2.0 

1.9 

1.6 

1.7 

2.7 

2.4 

1.8 

2.3 

1.9 

2.2 

0.9 

2.0 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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３ 閉じこもりのリスク 

週に１回以上外出しているかについて、「ほとんど外出しない」または「週１回」の方を「閉じこ

もりリスク者」とした場合、全体の 16.2％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 8.5ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で全体を上回っています。 

 

■【閉じこもりリスク者】×性別／年齢別／地区別 

16.2 

12.1 

20.6 

7.0 

9.0 

16.3 

27.4 

41.3 

46.5 

18.6 

12.1 

11.6 

22.1 

19.7 

81.4 

85.8 

77.1 

91.3 

89.2 

81.2 

69.7 

55.9 

49.6 

79.4 

85.7 

86.6 

75.1 

78.0 

2.4 

2.1 

2.3 

1.7 

1.8 

2.5 

2.9 

2.8 

3.9 

2.0 

2.2 

1.8 

2.8 

2.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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４ 低栄養のリスク 

ＢＭＩが 18.5未満かつ「６か月間で２～３kg 以上の体重減少があった」方を「低栄養リスク者」

とした場合、全体の 1.6％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 1.7ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕で全体をわずかに上回っています。 

 

■【低栄養リスク者】×性別／年齢別／地区別 

1.6 

0.8 

2.5 

0.7 

1.1 

1.5 

2.7 

3.9 

3.9 

1.8 

1.5 

1.4 

1.6 

1.3 

95.8 

97.0 

95.1 

97.4 

97.3 

95.9 

93.7 

92.9 

92.3 

95.9 

96.0 

96.8 

95.6 

97.0 

2.6 

2.3 

2.4 

2.0 

1.6 

2.5 

3.6 

3.2 

3.9 

2.3 

2.4 

1.8 

2.8 

1.6 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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５ 口腔機能低下のリスク 

食べることについて、「半年前に比べて固いものが食べにくくなった」「お茶や汁物等でむせること

がある」「口の渇きが気になる」の３つのうち２つ以上該当する方を「口腔機能低下リスク者」とし

た場合、全体の 7.0％が該当しています。 

性別でみると、男女で大きな差異は見られません。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で全体を上回っています。 

 

■【口腔機能低下リスク者】×性別／年齢別／地区別 

7.0 

6.6 

7.4 

4.5 

4.1 

6.4 

12.6 

13.9 

17.8 

7.9 

6.0 

7.7 

5.4 

9.2 

90.5 

91.4 

90.0 

93.7 

94.2 

90.8 

83.9 

83.2 

79.0 

89.6 

91.8 

90.9 

91.4 

89.5 

2.4 

2.0 

2.5 

1.9 

1.6 

2.7 

3.4 

2.8 

3.1 

2.4 

2.2 

1.4 

3.2 

1.3 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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６ 認知機能低下のリスク 

毎日の生活について、「物忘れが多いと感じる」の方を「認知機能低下リスク者」とした場合、全

体の 42.7％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 3.9ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなり、80 歳以上で５割を超えてい

ます。 

地区別でみると、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で全体を上回っています。 

 

■【認知機能低下リスク者】×性別／年齢別／地区別 

42.7 

41.0 

44.9 

35.9 

40.6 

41.4 

53.9 

57.7 

56.6 

42.3 

43.4 

43.1 

41.4 

41.6 

54.3 

56.6 

51.8 

62.5 

57.0 

55.3 

42.0 

37.7 

38.0 

55.1 

54.3 

54.7 

54.2 

54.4 

3.1 

2.4 

3.3 

1.6 

2.4 

3.3 

4.1 

4.6 

5.4 

2.6 

2.4 

2.3 

4.4 

3.9 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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７ 手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）低下のリスク 

毎日の生活について、「バスや電車を使って１人で外出しているか」「自分で食品・日用品の買物を

しているか」「自分で食事の用意をしているか」「自分で請求書の支払いをしているか」「自分で預貯

金の出し入れをしているか」の項目で、「できるし、している」または「できるけどしていない」が

合計３つ以下の方を「手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）低下リスク者」とした場合、全体の 7.0％が

該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 5.5ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「該当」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕〔本埜〕で全体を上回っています。 

 

■【手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）低下リスク者】×性別／年齢別／地区別 

7.0 

4.4 

9.9 

1.8 

1.9 

4.0 

12.6 

24.5 

42.6 

8.3 

4.4 

8.1 

8.0 

10.5 

90.2 

93.1 

87.5 

96.8 

95.7 

93.4 

84.0 

70.1 

53.5 

89.5 

93.4 

89.3 

88.1 

86.6 

2.8 

2.6 

2.6 

1.5 

2.3 

2.5 

3.4 

5.3 

3.9 

2.1 

2.3 

2.7 

3.8 

3.0 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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８ うつ傾向のリスク 

健康について、「この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがあった」

または「この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じが

よくあった」のいずれか、または両方が当てはまる方を「うつ傾向リスク者」とした場合、全体の

36.0％が該当しています。 

性別でみると、〔女性〕で「該当」の割合が 7.3ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔85～89 歳〕で「該当」が「非該当」を上回っています。 

地区別でみると、大きな差異は見られません。 

 

■【うつ傾向リスク者】×性別／年齢別／地区別 

36.0 

32.6 

39.9 

34.6 

31.5 

37.8 

38.3 

47.3 

41.9 

36.4 

36.1 

35.5 

36.0 

34.4 

56.6 

60.5 

52.5 

59.5 

60.9 

54.9 

54.1 

43.1 

50.4 

56.3 

57.7 

55.6 

55.2 

60.3 

7.4 

6.9 

7.5 

5.9 

7.6 

7.3 

7.5 

9.6 

7.8 

7.2 

6.2 

8.9 

8.8 

5.2 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

該当 非該当 不明・無回答
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９ いんざい健康ちょきん運動への参加状況 

いんざい健康ちょきん運動への参加状況について、「既に参加している」が 7.7％、「参加していな

い」が 79.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「既に参加している」の割合が 7.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、75歳から 89歳で「既に参加している」の割合が全体を上回っています。 

地区別でみると、〔北部〕〔船穂・牧の原〕〔印旛〕で全体を上回っています。 

 

■【いんざい健康ちょきん運動への参加】×性別／年齢別／地区別 

7.7 

4.0 

11.9 

3.2 

6.6 

12.0 

14.1 

10.0 

7.0 

8.2 

6.2 

10.0 

8.6 

7.2 

79.9 

85.9 

73.5 

90.5 

85.9 

73.5 

64.6 

64.4 

68.2 

78.8 

84.7 

79.7 

74.9 

77.0 

12.4 

10.1 

14.6 

6.3 

7.5 

14.5 

21.4 

25.6 

24.8 

13.0 

9.2 

10.3 

16.5 

15.7 

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

全体(n=3,560)

男性(n=1,841)

女性(n=1,631)

65～69歳(n=1,009)

70～74歳(n=946)

75～79歳(n=669)

80～84歳(n=412)

85～89歳(n=281)

90歳以上(n=129)

北部(n=940)

南部(n=1,233)

船穂・牧の原(n=439)

印旛(n=498)

本埜(n=305)

既に参加している 参加していない 不明・無回答
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Ⅲ．在宅介護実態調査結果 
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Ａ票 要介護の認定を受けている方について 

 

問１ あなたの性別をお教えください。（○は１つ） 

性別についてみると、「男性」が 30.4%、「女性」が 69.6％となっています。 

年齢別でみると、〔75～79 歳〕で「男性」、その他の年齢層で「女性」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「女性」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【性別】×年齢別／地区別 

30.4 

34.8 

48.6 

52.0 

36.1 

27.0 

18.2 

27.5 

29.7 

37.0 

25.6 

40.0 

69.6 

65.2 

51.4 

48.0 

63.9 

73.0 

81.8 

72.5 

70.3 

63.0 

74.4 

60.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

全体(n=618)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

男性 女性 不明・無回答
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問２ あなたの年齢をお教えください。（数字を記入） 

年齢についてみると、「90 歳以上」が 32.8％と割合が最も高く、次いで「85～89 歳」が 26.4％、

「80～84歳」が 19.3％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「85～89 歳」、〔女性〕で「90 歳以上」の割合が最も高くなっていま

す。 

地区別でみるといずれも〔南部〕で「85～89 歳」、その他の地区で「90 歳以上」の割合が最も

高くなっています。 

3.7 

5.7 

12.1 

19.3 

26.4 

32.8 

0.0 

0 20 40

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

不明・無回答

(数量) n=618 %

 

 

■数量【年齢別】×性別／地区別 

n

65～69
歳

70～74
歳

75～79
歳

80～84
歳

85～89
歳

90歳以
上

不明・
無回答

618 3.7  5.7  12.1 19.3 26.4 32.8 -    

男性 188 4.3  9.0  20.7 22.9 23.4 19.7 -    

女性 430 3.5  4.2  8.4  17.7 27.7 38.6 -    

北部 171 3.5  4.1  11.1 24.0 24.0 33.3 -    

南部 185 2.7  5.9  14.1 16.2 31.4 29.7 -    

船穂・牧の原 81 3.7  8.6  11.1 16.0 24.7 35.8 -    

印旛 121 3.3  6.6  10.7 20.7 26.4 32.2 -    

本埜 50 8.0  4.0  14.0 16.0 20.0 38.0 -    

％

全体

性別

地区別
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問３ あなたの住んでいる区域を５つの圏域からお選びください。（○は１つ） 

居住地区についてみると、「南部」が 29.9％と割合が最も高く、次いで「北部」が 27.7％、「印

旛」が 19.6％となっています。 

性別でみると、男女とも「南部」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕〔80～84 歳〕〔90 歳以上〕で「北部」、70～79 歳、〔85～89

歳〕で「南部」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【居住地区】×性別／年齢別 

27.7 

25.0 

28.8 

26.1 

20.0 

25.3 

34.5 

25.2 

28.1 

29.9 

29.3 

30.2 

21.7 

31.4 

34.7 

25.2 

35.6 

27.1 

13.1 

16.0 

11.9 

13.0 

20.0 

12.0 

10.9 

12.3 

14.3 

19.6 

16.5 

20.9 

17.4 

22.9 

17.3 

21.0 

19.6 

19.2 

8.1 

10.6 

7.0 

17.4 

5.7 

9.3 

6.7 

6.1 

9.4 

1.6 

2.7 

1.2 

4.3 

0.0 

1.3 

1.7 

1.2 

2.0 

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

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部 南部 船穂・牧の原 印旛 本埜 不明・無回答
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問４ あなたの要介護度をお教えください。（○は１つ） 

要介護度についてみると、「要介護１」が 28.6%と割合が最も高く、次いで「要介護２」が 25.6％、

「要介護３」が 19.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「要介護１」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕では「要介護４」、〔70～74 歳〕では同率で「要介護１」「要介

護２」、〔75～79 歳〕では「要介護３」、80～89歳では「要介護１」、〔90歳以上〕で「要介護２」

の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕で「要介護 2」、〔南部〕〔船穂・牧の原〕で「要介護１」、〔本埜〕

で「要介護４」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【要介護度】×性別／年齢別／地区別 

28.6 

30.9 

27.7 

21.7 

25.7 

24.0 

37.8 

29.4 

25.6 

24.6 

30.3 

34.6 

31.4 

24.0 

25.6 

25.0 

25.8 

21.7 

25.7 

24.0 

26.1 

25.8 

26.1 

26.3 

24.3 

21.0 

33.1 

20.0 

19.3 

21.3 

18.4 

17.4 

20.0 

25.3 

15.1 

20.2 

18.7 

22.8 

16.8 

23.5 

17.4 

14.0 

14.7 

13.8 

15.1 

26.1 

17.1 

14.7 

11.8 

12.9 

16.3 

15.2 

13.5 

12.3 

12.4 

28.0 

10.2 

7.4 

11.4 

13.0 

11.4 

10.7 

6.7 

10.4 

11.3 

9.9 

14.6 

6.2 

4.1 

12.0 

1.6 

1.6 

1.6 

0.0 

0.0 

1.3 

2.5 

1.2 

2.0 

1.2 

0.5 

2.5 

1.7 

2.0 

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

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 不明・無回答
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問５ 世帯類型について、ご回答ください。（○は１つ） 

世帯類型についてみると、「単身世帯」が 18.1%、「夫婦のみ世帯」が 24.4％、「その他」が 56.5％

となっています。 

性別でみると、男女とも「その他」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「夫婦のみ世帯」の割合が低くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔南部〕で「単身世帯」の割合が全体を上回っています。 

 

■ＳＡ【世帯類型】×性別／年齢別／地区別 

18.1 

7.4 

22.8 

8.7 

11.4 

12.0 

22.7 

18.4 

19.7 

19.9 

21.6 

12.3 

17.4 

8.0 

24.4 

43.6 

16.0 

60.9 

51.4 

36.0 

31.9 

23.3 

7.9 

18.7 

33.5 

22.2 

21.5 

22.0 

56.5 

47.3 

60.5 

30.4 

37.1 

52.0 

42.9 

57.7 

71.4 

59.1 

44.9 

65.4 

61.2 

70.0 

1.0 

1.6 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0.6 

1.0 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 不明・無回答
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問６ 住まいの形態について、ご回答ください。（○は１つ） 

住まいの形態についてみると、「サービス付き高齢者向け住宅」が 3.4%、「住宅型有料老人ホーム」

が 6.6％、「いずれでもない」が 83.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「いずれでもない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「いずれでもない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「いずれでもない」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【住まいの形態】×性別／年齢別／地区別 

3.4 

2.7 

3.7 

0.0 

0.0 

6.7 

5.0 

1.2 

3.9 

3.5 

3.8 

1.2 

3.3 

6.0 

6.6 

4.3 

7.7 

4.3 

2.9 

5.3 

5.9 

7.4 

7.9 

6.4 

8.1 

3.7 

6.6 

6.0 

83.8 

86.7 

82.6 

95.7 

97.1 

81.3 

83.2 

84.7 

80.8 

84.8 

81.6 

90.1 

84.3 

80.0 

6.1 

6.4 

6.0 

0.0 

0.0 

6.7 

5.9 

6.7 

7.4 

5.3 

6.5 

4.9 

5.8 

8.0 

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

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

サービス付き高齢者向け住宅 住宅型有料老人ホーム いずれでもない 不明・無回答
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問７ ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか（同居していない

子どもや親族等からの介護を含む）。（○は１つ） 

家族や親族からの介護の頻度についてみると、「ほぼ毎日ある」が 51.8％と割合が最も高く、次い

で「ない」が 18.8％、「週に１～２日ある」が 8.7％となっています。 

性別でみると、男女とも「ほぼ毎日ある」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「ほぼ毎日ある」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「ほぼ毎日ある」の割合が最も高くなっています。 

18.8 

6.3 

8.7 

5.8 

51.8 

8.6 

0 20 40 60

ない

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

週に1～2日ある

週に3～4日ある

ほぼ毎日ある

不明・無回答

(SA) n=618 %

 

 

■ＳＡ【家族や親族からの介護の頻度】×性別／年齢別／地区別 

n

な
い

家
族
・
親
族

の
介
護
は

あ
る
が
、

週

に
１
日
よ

り
も
少
な
い

週
に
1
～

2

日
あ
る

週
に
3
～

4

日
あ
る

ほ
ぼ
毎
日
あ

る

不
明
・
無
回

答

618  18.8 6.3  8.7  5.8  51.8 8.6  

男性 188  19.1 3.2  9.6  5.3  52.1 10.6 

女性 430  18.6 7.7  8.4  6.0  51.6 7.7  

65～69歳 23   21.7 -    -    17.4 56.5 4.3  

70～74歳 35   8.6  5.7  11.4 8.6  65.7 -    

75～79歳 75   16.0 8.0  9.3  1.3  53.3 12.0 

80～84歳 119  21.8 7.6  6.7  6.7  47.9 9.2  

85～89歳 163  22.1 7.4  11.0 6.7  49.1 3.7  

90歳以上 203  16.7 4.9  8.4  4.4  52.7 12.8 

北部 171  21.6 7.6  7.6  4.7  52.0 6.4  

南部 185  17.3 7.0  12.4 3.8  51.9 7.6  

船穂・牧の原 81   19.8 6.2  4.9  7.4  53.1 8.6  

印旛 121  18.2 5.0  6.6  9.9  53.7 6.6  

本埜 50   18.0 4.0  10.0 4.0  44.0 20.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問７-１ 主な介護者の方は、どなたですか。（○は１つ） 

主な介護者についてみると、「子」が 51.9％と割合が最も高く、次いで「配偶者」が 32.1％、「子

の配偶者」が 10.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「配偶者」、〔女性〕で「子」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、84歳以下で「配偶者」、85歳以上で「子」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「子」の割合が高くなっています。 

32.1 

51.9 

10.9 

0.4 

1.1 

2.2 

1.3 

0 20 40 60

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

不明・無回答

(SA) n=449 %

 

 

■ＳＡ【主な介護者】×性別／年齢別／地区別 

n

配
偶
者

子 子
の
配
偶
者

孫 兄
弟
・
姉
妹

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

449  32.1 51.9 10.9 0.4  1.1  2.2  1.3  

男性 132  63.6 25.0 8.3  -    0.8  1.5  0.8  

女性 317  18.9 63.1 12.0 0.6  1.3  2.5  1.6  

65～69歳 17   64.7 17.6 -    -    -    11.8 5.9  

70～74歳 32   78.1 21.9 -    -    -    -    -    

75～79歳 54   55.6 38.9 3.7  -    1.9  -    -    

80～84歳 82   52.4 37.8 6.1  1.2  -    1.2  1.2  

85～89歳 121  20.7 59.5 14.9 -    2.5  1.7  0.8  

90歳以上 143  7.0  69.2 16.8 0.7  0.7  3.5  2.1  

北部 123  25.2 60.2 8.9  0.8  1.6  0.8  2.4  

南部 139  42.4 49.6 5.0  -    0.7  2.2  -    

船穂・牧の原 58   29.3 46.6 19.0 1.7  1.7  -    1.7  

印旛 91   28.6 48.4 15.4 -    1.1  5.5  1.1  

本埜 31   32.3 45.2 19.4 -    -    3.2  -    

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問７-２ 主な介護者の方の性別について、ご回答ください。（○は１つ） 

主な介護者の性別についてみると、「男性」が 27.8％、「女性」が 68.4％となっています。 

性別でみると、男女とも「女性」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「男性」、その他の年齢層で「女性」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「女性」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【主な介護者の性別】×性別／年齢別／地区別 

27.8 

9.8 

35.3 

52.9 

34.4 

35.2 

37.8 

23.1 

18.9 

26.0 

34.5 

22.4 

25.3 

22.6 

68.4 

84.8 

61.5 

41.2 

59.4 

61.1 

57.3 

75.2 

76.9 

66.7 

63.3 

74.1 

72.5 

77.4 

3.8 

5.3 

3.2 

5.9 

6.3 

3.7 

4.9 

1.7 

4.2 

7.3 

2.2 

3.4 

2.2 

0.0 

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

全体(n=449)

男性(n=132)

女性(n=317)

65～69歳(n=17)

70～74歳(n=32)

75～79歳(n=54)

80～84歳(n=82)

85～89歳(n=121)

90歳以上(n=143)

北部(n=123)

南部(n=139)

船穂・牧の原(n=58)

印旛(n=91)

本埜(n=31)

男性 女性 不明・無回答
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問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問７-３ 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください。（○は１つ） 

主な介護者の年齢についてみると、「60代」が 37.6％と割合が最も高く、次いで「70 代」が 20.5％、

「50 代」が 18.7％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「70 代」、〔女性〕で「60 代」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、70～79 歳で「70代」、〔80～84 歳〕で「80 代」、その他の年齢層で「60 代」

の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「60代」の割合が高くなっています。 

0.0 

0.2 

0.9 

5.3 

18.7 

37.6 

20.5 

13.6 

0.0 

3.1 

0 20 40

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80歳以上

わからない

不明・無回答

(SA) n=449 %

 

 

■ＳＡ【主な介護者の年齢】×性別／年齢別／地区別 

n

2
0
歳
未
満

2
0
代

3
0
代

4
0
代

5
0
代

6
0
代

7
0
代

8
0
歳
以
上

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

449  -    0.2  0.9  5.3  18.7 37.6 20.5 13.6 -    3.1  

男性 132  -    -    1.5  1.5  14.4 27.3 31.8 18.9 -    4.5  

女性 317  -    0.3  0.6  6.9  20.5 42.0 15.8 11.4 -    2.5  

65～69歳 17   -    -    11.8 17.6 5.9  47.1 11.8 -    -    5.9  

70～74歳 32   -    -    3.1  15.6 3.1  31.3 40.6 -    -    6.3  

75～79歳 54   -    -    1.9  14.8 22.2 5.6  48.1 5.6  -    1.9  

80～84歳 82   -    1.2  -    4.9  30.5 7.3  19.5 31.7 -    4.9  

85～89歳 121  -    -    -    1.7  25.6 47.9 5.0  18.2 -    1.7  

90歳以上 143  -    -    -    1.4  9.8  58.7 20.3 7.0  -    2.8  

北部 123  -    -    0.8  6.5  19.5 39.0 21.1 8.1  -    4.9  

南部 139  -    -    1.4  4.3  17.3 33.8 20.1 20.9 -    2.2  

船穂・牧の原 58   -    1.7  -    8.6  19.0 36.2 15.5 15.5 -    3.4  

印旛 91   -    -    1.1  4.4  16.5 45.1 20.9 9.9  -    2.2  

本埜 31   -    -    -    3.2  25.8 35.5 29.0 6.5  -    -    

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問７-４ 主な介護者の方の健康状態について、ご回答ください。（○は１つ） 

主な介護者の健康状態についてみると、「まあよい」が 60.1％と割合が最も高く、次いで「あまり

よくない」が 20.9％、「とてもよい」が 11.8％となっています。 

また、「あまりよくない」「よくない」を合わせた『よくない』が 24.7％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「あまりよくない」が 7.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「まあよい」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「まあよい」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【主な介護者の健康状態】×性別／年齢別／地区別 

11.8 

9.1 

12.9 

11.8 

6.3 

9.3 

11.0 

14.9 

11.9 

13.8 

10.8 

10.3 

8.8 

19.4 

60.1 

55.3 

62.1 

52.9 

65.6 

57.4 

56.1 

62.8 

60.8 

61.8 

59.7 

67.2 

59.3 

45.2 

20.9 

26.5 

18.6 

23.5 

15.6 

27.8 

20.7 

18.2 

21.7 

14.6 

22.3 

19.0 

24.2 

35.5 

3.8 

4.5 

3.5 

5.9 

6.3 

5.6 

7.3 

3.3 

0.7 

4.1 

5.8 

0.0 

4.4 

0.0 

3.3 

4.5 

2.8 

5.9 

6.3 

0.0 

4.9 

0.8 

4.9 

5.7 

1.4 

3.4 

3.3 

0.0 

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

全体(n=449)

男性(n=132)

女性(n=317)

65～69歳(n=17)

70～74歳(n=32)

75～79歳(n=54)

80～84歳(n=82)

85～89歳(n=121)

90歳以上(n=143)

北部(n=123)

南部(n=139)

船穂・牧の原(n=58)

印旛(n=91)

本埜(n=31)

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 不明・無回答
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問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問７-５ 現在、主な介護者の方が行っている介護等について、ご回答ください。（○は

いくつでも） 

主な介護者が行っている介護等についてみると、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」が 79.3％

と割合が最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」が 79.1％、「食事の準備（調理等）」

が 76.4％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「食事の準備（調理等）」、〔女性〕で「その他の家事（掃除、洗濯、買い

物等）」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、65～74 歳、80～89 歳で「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」、〔75～

79 歳〕〔90歳以上〕で「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」の割合が最も高くなっています。ま

た、〔80～84 歳〕で「その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）」「金銭管理や生活面に必要な諸手続

き」が同率となっています。 

地区別でみると、〔南部〕で「金銭管理や生活面に必要な諸手続き」、その他の地区で「その他の家

事（掃除、洗濯、買い物等）」の割合が高くなっています。 

 

25.2 

26.7 

29.0 

33.6 

33.0 

47.4 

31.6 

73.5 

56.6 

34.3 

16.7 

76.4 

79.3 

79.1 

4.2 

1.6 

2.7 

0 20 40 60 80 100

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助(食べる時)

入浴・洗身

身だしなみ(洗顔・歯磨き等)

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応(経管栄養、ストーマ等)

食事の準備(調理等)

その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

不明・無回答

(MA) n=449
%
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■ＭＡ【主な介護者が行っている介護等】×性別／年齢別／地区別 

n

日
中
の
排
泄

夜
間
の
排
泄

食
事
の
介
助
（

食
べ
る
時
）

入
浴
・
洗
身

身
だ
し
な
み
（

洗
顔
・
歯
磨

き
等
）

衣
服
の
着
脱

屋
内
の
移
乗

・
移
動

外
出
の
付
き

添
い
、

送
迎
等

服
薬

449  25.2 26.7 29.0 33.6 33.0 47.4 31.6 73.5 56.6 

男性 132  24.2 25.8 27.3 40.2 31.8 54.5 26.5 77.3 58.3 

女性 317  25.6 27.1 29.7 30.9 33.4 44.5 33.8 71.9 55.8 

65～69歳 17   35.3 41.2 41.2 35.3 35.3 58.8 41.2 64.7 41.2 

70～74歳 32   31.3 34.4 34.4 62.5 31.3 59.4 43.8 90.6 53.1 

75～79歳 54   29.6 25.9 29.6 31.5 31.5 40.7 40.7 72.2 48.1 

80～84歳 82   18.3 22.0 24.4 28.0 30.5 45.1 25.6 69.5 51.2 

85～89歳 121  28.1 30.6 28.9 33.9 30.6 47.1 28.9 71.9 64.5 

90歳以上 143  22.4 23.1 28.7 30.8 37.1 47.6 30.1 74.8 58.7 

北部 123  25.2 26.8 31.7 35.0 36.6 51.2 35.0 77.2 55.3 

南部 139  26.6 25.2 28.8 29.5 35.3 43.9 31.7 73.4 58.3 

船穂・牧の原 58   25.9 29.3 22.4 32.8 34.5 56.9 32.8 69.0 58.6 

印旛 91   25.3 33.0 28.6 36.3 25.3 47.3 33.0 74.7 54.9 

本埜 31   19.4 12.9 32.3 45.2 32.3 38.7 16.1 74.2 54.8 

n

認
知
症
状
へ

の
対
応

医
療
面
で
の

対
応
（

経
管
栄

養
、

ス
ト
ー

マ
等
）

食
事
の
準
備
（

調
理
等
）

そ
の
他
の
家

事
（

掃
除
、

洗

濯
、

買
い
物

等
）

金
銭
管
理
や

生
活
面
に
必
要

な
諸
手
続
き

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

449  34.3 16.7 76.4 79.3 79.1 4.2  1.6  2.7  

男性 132  28.8 17.4 79.5 77.3 75.8 4.5  0.8  3.0  

女性 317  36.6 16.4 75.1 80.1 80.4 4.1  1.9  2.5  

65～69歳 17   29.4 11.8 82.4 88.2 70.6 -    -    5.9  

70～74歳 32   18.8 12.5 84.4 87.5 81.3 3.1  -    3.1  

75～79歳 54   37.0 18.5 74.1 77.8 81.5 3.7  1.9  -    

80～84歳 82   34.1 22.0 73.2 79.3 79.3 3.7  1.2  3.7  

85～89歳 121  34.7 14.0 76.0 77.7 73.6 1.7  1.7  1.7  

90歳以上 143  37.1 16.8 76.9 78.3 83.2 7.7  2.1  3.5  

北部 123  34.1 17.1 74.8 79.7 78.0 4.1  1.6  4.9  

南部 139  37.4 14.4 79.9 76.3 83.5 5.8  2.9  1.4  

船穂・牧の原 58   36.2 15.5 69.0 74.1 72.4 5.2  -    1.7  

印旛 91   29.7 22.0 76.9 82.4 75.8 3.3  1.1  2.2  

本埜 31   32.3 9.7  80.6 93.5 87.1 -    -    -    

％

全体

性別

年齢別

地区別

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問８ 現在、利用している、「介護保険サ-ビス以外」の支援・サ-ビスについて、ご回答

ください。（○はいくつでも） 

現在利用している「介護保険サ-ビス以外」の支援・サ-ビスについてみると、「利用していない」

が 50.8％と割合が最も高く、次いで「移送サ-ビス（介護・福祉タクシ-等）」が 13.8％、「掃除・

洗濯」が 12.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

10.8 

9.2 

12.3 

8.1 

8.3 

11.2 

13.8 

8.6 

4.0 

5.3 

50.8 

17.3 

0 20 40 60

配食

調理

掃除・洗濯

買い物(宅配は含まない)

ゴミ出し

外出同行(通院、買い物など)

移送サービス(介護・福祉タクシー等)

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

不明・無回答

(MA) n=618 %

 

 

■ＭＡ【現在利用している「介護保険サ-ビス以外」の支援・サ-ビス】×性別／年齢別／地区別 

n

配
食

調
理

掃
除
・
洗
濯

買
い
物
（

宅

配

は
含
ま
な
い
）

ゴ
ミ
出
し

外
出
同
行
（

通

院
、

買
い
物

な

ど
）

移
送
サ
ー

ビ

ス

（

介
護
・
福

祉

タ
ク
シ
ー

等
）

見
守
り
、

声

か

け サ
ロ
ン
な
ど

の

定
期
的
な
通

い

の
場

そ
の
他

利
用
し
て
い

な

い 不
明
・
無
回

答

618  10.8 9.2  12.3 8.1  8.3  11.2 13.8 8.6  4.0  5.3  50.8 17.3 

男性 188  12.2 10.6 13.8 8.0  10.6 13.3 16.0 10.1 3.2  5.3  47.3 17.6 

女性 430  10.2 8.6  11.6 8.1  7.2  10.2 12.8 7.9  4.4  5.3  52.3 17.2 

65～69歳 23   8.7  8.7  17.4 13.0 8.7  8.7  17.4 4.3  4.3  4.3  52.2 21.7 

70～74歳 35   8.6  5.7  8.6  8.6  5.7  11.4 28.6 8.6  11.4 2.9  60.0 2.9  

75～79歳 75   12.0 13.3 16.0 10.7 12.0 17.3 17.3 12.0 9.3  8.0  38.7 24.0 

80～84歳 119  14.3 8.4  14.3 4.2  9.2  9.2  11.8 7.6  5.0  5.0  46.2 16.8 

85～89歳 163  11.7 9.8  11.7 9.8  8.0  12.3 11.7 9.8  1.8  4.9  61.3 11.7 

90歳以上 203  8.4  8.4  10.3 7.4  6.9  9.4  12.3 7.4  2.0  5.4  47.8 21.7 

北部 171  8.2  6.4  8.8  5.3  7.0  5.8  11.1 7.6  1.2  8.2  56.7 14.6 

南部 185  11.9 9.2  11.4 9.2  9.2  11.4 20.0 7.6  5.9  6.5  48.1 15.1 

船穂・牧の原 81   8.6  9.9  9.9  4.9  7.4  13.6 7.4  9.9  7.4  1.2  58.0 14.8 

印旛 121  14.0 12.4 19.8 9.9  9.1  12.4 12.4 13.2 5.0  5.0  44.6 20.7 

本埜 50   12.0 10.0 14.0 14.0 8.0  20.0 14.0 4.0  -    -    46.0 26.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問９ 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サ-ビス（現在利用しているが、さら

なる充実が必要と感じる支援・サ-ビスを含む）について、ご回答ください。（○は

いくつでも） 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サ-ビスについてみると、「移送サ-ビス（介護・福祉

タクシ-等）」が 31.6％と割合が最も高く、次いで「特になし」が 29.4％、「外出同行（通院、買い

物など）」が 22.0％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「移送サ-ビス（介護・福祉タクシ-等）」、〔女性〕で「特になし」の割合

が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔90 歳以上〕で「特になし」、その他の年齢層で「移送サ-ビス（介護・福祉タク

シ-等）」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔南部〕〔印旛〕で「移送サ-ビス（介護・福祉タクシ-等）」、その他の地区で「特

になし」の割合が最も高くなっています。 

15.5 

11.5 

16.2 

13.1 

11.2 

22.0 

31.6 

18.1 

9.1 

4.5 

29.4 

19.1 

0 20 40

配食

調理

掃除・洗濯

買い物(宅配は含まない)

ゴミ出し

外出同行(通院、買い物など)

移送サービス(介護・福祉タクシー等)

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

不明・無回答

(MA) n=618 %

 
 

■ＭＡ【今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サ-ビス】×性別／年齢別／地区別 

n

配
食

調
理

掃
除
・
洗
濯

買
い
物
（

宅

配

は
含
ま
な
い
）

ゴ
ミ
出
し

外
出
同
行
（

通

院
、

買
い
物

な

ど
）

移
送
サ
ー

ビ

ス

（

介
護
・
福

祉

タ
ク
シ
ー

等
）

見
守
り
、

声

か

け サ
ロ
ン
な
ど

の

定
期
的
な
通

い

の
場

そ
の
他

特
に
な
し

不
明
・
無
回

答

618  15.5 11.5 16.2 13.1 11.2 22.0 31.6 18.1 9.1  4.5  29.4 19.1 

男性 188  14.4 10.1 17.6 13.3 12.8 22.9 36.2 18.1 5.9  3.2  25.5 19.1 

女性 430  16.0 12.1 15.6 13.0 10.5 21.6 29.5 18.1 10.5 5.1  31.2 19.1 

65～69歳 23   17.4 21.7 30.4 21.7 13.0 21.7 34.8 21.7 13.0 8.7  21.7 30.4 

70～74歳 35   28.6 14.3 17.1 17.1 11.4 22.9 40.0 20.0 14.3 8.6  28.6 5.7  

75～79歳 75   9.3  13.3 16.0 12.0 12.0 21.3 32.0 20.0 8.0  5.3  26.7 22.7 

80～84歳 119  21.0 13.4 19.3 15.1 12.6 25.2 32.8 14.3 9.2  3.4  27.7 17.6 

85～89歳 163  15.3 8.0  14.7 15.3 12.3 26.4 32.5 22.7 11.7 3.7  32.5 11.0 

90歳以上 203  12.3 10.8 13.8 8.9  8.9  16.7 28.1 15.3 5.9  4.4  30.0 26.1 

北部 171  15.2 8.8  14.0 11.7 11.7 19.9 29.2 18.7 7.0  4.7  34.5 17.5 

南部 185  17.8 16.2 17.8 16.2 12.4 27.0 41.1 21.1 11.4 5.9  23.8 15.1 

船穂・牧の原 81   12.3 6.2  11.1 6.2  8.6  14.8 22.2 17.3 8.6  3.7  33.3 21.0 

印旛 121  17.4 14.9 22.3 17.4 12.4 23.1 31.4 19.0 12.4 4.1  26.4 20.7 

本埜 50   8.0  4.0  12.0 8.0  6.0  20.0 22.0 8.0  2.0  2.0  34.0 28.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 10 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。（○

は１つ） 

現時点での、施設等への入所・入居の検討状況についてみると、「入所・入居は検討していない」

が 46.4％と割合が最も高く、次いで「すでに入所・入居申し込みをしている」が 26.1％、「入所・

入居を検討している」が 17.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「入所・入居は検討していない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「入所・入居は検討していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「入所・入居は検討していない」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【施設等への入所・入居の検討状況】×性別／年齢別／地区別 
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46.0 
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42.0 

17.8 

19.1 

17.2 

13.0 
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26.1 

19.1 

29.1 

34.8 

11.4 

22.7 

24.4 

27.6 

28.6 

29.2 

25.9 

22.2 

23.1 

28.0 

9.7 

12.2 

8.6 

4.3 

5.7 

12.0 

6.7 

8.0 

13.3 

8.2 

9.2 

12.3 

8.3 

14.0 

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

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

入所・入居は検討していない

入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている

不明・無回答
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問11 ご本人（対象者）が、現在抱えている傷病について、ご回答ください。（○はいく

つでも） 

調査対象者が、現在抱えている傷病についてみると、「認知症」が 45.1％と割合が最も高く、次い

で「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 28.0％、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、

脊柱管狭窄症等）」が 17.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「認知症」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「認知症」の割合が最も高くなっています。また、〔70～74 歳〕では

「脳血管疾患（脳卒中）」が同率となっています。 

地区別でみると、いずれも「認知症」の割合が最も高くなっています。 

14.4 

16.7 

6.1 

7.4 

2.1 

17.0 

2.4 

10.5 

45.1 

7.8 

2.1 

13.3 

28.0 

18.8 

2.4 

2.1 

4.0 

0 20 40 60

脳血管疾患(脳卒中)

心疾患(心臓病)

悪性新生物(がん)

呼吸器疾患

腎疾患(透析)

筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)

膠原病(関節リウマチ含む)

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病(パーキンソン病を除く)

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの)

その他

なし

わからない

不明・無回答

(MA) n=618
%
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■ＭＡ【調査対象者が、現在抱えている傷病】×性別／年齢別／地区別 

n

脳
血
管
疾
患
（

脳
卒
中
）

心
疾
患
（

心
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生
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腎
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格
系
疾

患
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骨
粗
し
ょ

う
症
、

脊
柱
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狭
窄
症
等
）

膠
原
病
（

関

節
リ
ウ
マ
チ
含

む
）

変
形
性
関
節

疾
患

認
知
症

618  14.4 16.7 6.1  7.4  2.1  17.0 2.4  10.5 45.1 

男性 188  19.1 18.1 12.2 8.0  4.3  12.8 1.6  3.2  39.4 

女性 430  12.3 16.0 3.5  7.2  1.2  18.8 2.8  13.7 47.7 

65～69歳 23   17.4 8.7  8.7  -    -    13.0 -    13.0 34.8 

70～74歳 35   25.7 17.1 11.4 8.6  2.9  20.0 -    2.9  25.7 

75～79歳 75   28.0 13.3 10.7 2.7  -    8.0  -    6.7  42.7 

80～84歳 119  10.9 13.4 6.7  11.8 1.7  18.5 5.0  8.4  43.7 

85～89歳 163  12.3 19.6 4.9  9.8  4.3  22.1 2.5  12.9 52.1 

90歳以上 203  10.8 18.2 3.9  5.4  1.5  15.3 2.5  12.3 45.8 

北部 171  13.5 19.3 7.0  8.2  1.8  16.4 1.8  11.1 46.8 

南部 185  18.4 15.7 4.9  5.9  3.2  17.3 2.7  9.2  46.5 

船穂・牧の原 81   13.6 8.6  7.4  6.2  1.2  17.3 1.2  4.9  51.9 

印旛 121  14.0 21.5 5.0  7.4  0.8  17.4 4.1  15.7 40.5 

本埜 50   8.0  14.0 8.0  12.0 4.0  14.0 2.0  10.0 38.0 

n
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キ
ン
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ン
病

難
病
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パ
ー

キ
ン
ソ
ン
病
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除
く
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糖
尿
病
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科
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鼻

科
疾
患
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視

覚
・
聴
覚
障

害
を
伴
う
も

の
）

そ
の
他

な
し

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

618  7.8  2.1  13.3 28.0 18.8 2.4  2.1  4.0  

男性 188  11.2 2.1  21.8 25.0 19.7 2.1  2.1  3.7  

女性 430  6.3  2.1  9.5  29.3 18.4 2.6  2.1  4.2  

65～69歳 23   17.4 13.0 13.0 4.3  17.4 -    -    4.3  

70～74歳 35   17.1 5.7  22.9 20.0 22.9 -    2.9  -    

75～79歳 75   10.7 4.0  17.3 20.0 13.3 2.7  2.7  2.7  

80～84歳 119  11.8 2.5  16.0 26.1 21.0 0.8  1.7  3.4  

85～89歳 163  6.7  1.2  14.1 32.5 21.5 -    1.8  3.7  

90歳以上 203  2.5  -    7.9  32.5 16.7 5.9  2.5  5.9  

北部 171  7.0  2.3  17.5 24.0 18.7 2.3  1.8  3.5  

南部 185  6.5  3.2  7.0  31.4 19.5 1.1  1.6  6.5  

船穂・牧の原 81   12.3 -    8.6  24.7 16.0 6.2  3.7  -    

印旛 121  8.3  0.8  17.4 31.4 19.0 1.7  3.3  2.5  

本埜 50   6.0  2.0  22.0 26.0 22.0 4.0  -    6.0  

％

全体

性別

年齢別

地区別

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問12 ご本人（対象者）は、現在、訪問診療を利用していますか。（○は１つ） 

調査対象者の訪問診療利用についてみると、「利用している」が 14.7％、「利用していない」が

78.6％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用している」が 5.9ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が高くなっています。 

 

■ＳＡ【調査対象者の訪問診療利用】×性別／年齢別／地区別 
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9.3 
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11.1 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

利用している 利用していない 不明・無回答
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問 13 現在、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サ-ビスを利用していま

すか。（○は１つ） 

住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の介護保険サ-ビスの利用状況についてみると、「利用している」

が 62.5％、「利用してない」が 29.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「利用している」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用している」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用している」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の介護保険サ-ビスの利用状況】×性別／年齢別／地区別 
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7.0 
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全体(n=618)

男性(n=188)

女性(n=430)

65～69歳(n=23)

70～74歳(n=35)

75～79歳(n=75)

80～84歳(n=119)

85～89歳(n=163)

90歳以上(n=203)

北部(n=171)

南部(n=185)

船穂・牧の原(n=81)

印旛(n=121)

本埜(n=50)

利用している 利用していない 不明・無回答
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問 13で「利用している」の方のみ 

問 13-1 以下の介護保険サービスについて、令和元年 12 月の１か月間の利用状況をご

回答ください。対象の介護保険サービスをご利用になっていない場合は、「利用して

いない（０回、１．利用していない）」を選択してください。（それぞれ○は１つ）  

Ａ．訪問介護（ホームヘルプサービス）の利用状況についてみると、「利用していない」が 26.7％

で割合が最も高く、次いで「週１回程度」が 3.9％、「週２回程度」が 3.6％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 3.9 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

26.7 

3.9 
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0.8 

0.8 

63.0 

0 20 40 60 80

利用していない

週1回程度

週2回程度
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週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ａ．訪問介護（ホームヘルプサービス）】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  26.7 3.9  3.6  1.3  0.8  0.8  63.0 

男性 113  23.9 4.4  3.5  0.9  -    -    67.3 

女性 273  27.8 3.7  3.7  1.5  1.1  1.1  61.2 

65～69歳 15   20.0 6.7  6.7  -    -    -    66.7 

70～74歳 28   28.6 7.1  -    -    3.6  -    60.7 

75～79歳 41   22.0 4.9  -    2.4  -    -    70.7 

80～84歳 76   32.9 2.6  5.3  -    1.3  -    57.9 

85～89歳 106  25.5 3.8  4.7  1.9  -    -    64.2 

90歳以上 120  25.8 3.3  3.3  1.7  0.8  2.5  62.5 

北部 102  22.5 3.9  1.0  1.0  -    -    71.6 

南部 115  27.8 6.1  6.1  0.9  -    0.9  58.3 

船穂・牧の原 49   28.6 2.0  -    2.0  2.0  2.0  63.3 

印旛 85   28.2 2.4  4.7  2.4  2.4  -    60.0 

本埜 32   31.3 3.1  6.3  -    -    -    59.4 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｂ．訪問入浴介護の利用状況についてみると、「利用していない」が 29.3％で割合が最も高く、次

いで「週２回程度」が 3.4％、「週１回程度」が 2.3％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 6.3 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

29.3 

2.3 

3.4 

0.3 

0.0 

0.0 

64.8 

0 20 40 60 80

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｂ．訪問入浴介護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  29.3 2.3  3.4  0.3  -    -    64.8 

男性 113  24.8 3.5  3.5  -    -    -    68.1 

女性 273  31.1 1.8  3.3  0.4  -    -    63.4 

65～69歳 15   26.7 -    -    -    -    -    73.3 

70～74歳 28   35.7 3.6  3.6  -    -    -    57.1 

75～79歳 41   24.4 2.4  2.4  -    -    -    70.7 

80～84歳 76   35.5 1.3  5.3  1.3  -    -    56.6 

85～89歳 106  27.4 2.8  3.8  -    -    -    66.0 

90歳以上 120  27.5 2.5  2.5  -    -    -    67.5 

北部 102  24.5 -    2.9  1.0  -    -    71.6 

南部 115  30.4 2.6  3.5  -    -    -    63.5 

船穂・牧の原 49   32.7 2.0  6.1  -    -    -    59.2 

印旛 85   29.4 3.5  3.5  -    -    -    63.5 

本埜 32   37.5 3.1  -    -    -    -    59.4 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｃ．訪問看護の利用状況についてみると、「利用していない」が 26.2％で割合が最も高く、次いで

「週２回程度」が 4.4％、「週１回程度」が 3.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 4.5 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

26.2 

3.9 

4.4 

1.0 

0.0 

0.3 

64.2 

0 20 40 60 80

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｃ．訪問看護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  26.2 3.9  4.4  1.0  -    0.3  64.2 

男性 113  23.0 1.8  6.2  0.9  -    -    68.1 

女性 273  27.5 4.8  3.7  1.1  -    0.4  62.6 

65～69歳 15   26.7 -    -    -    -    -    73.3 

70～74歳 28   28.6 -    3.6  3.6  -    -    64.3 

75～79歳 41   22.0 4.9  2.4  -    -    -    70.7 

80～84歳 76   34.2 2.6  6.6  -    -    -    56.6 

85～89歳 106  26.4 1.9  3.8  1.9  -    -    66.0 

90歳以上 120  21.7 7.5  5.0  0.8  -    0.8  64.2 

北部 102  21.6 2.9  3.9  -    -    -    71.6 

南部 115  27.8 5.2  6.1  1.7  -    0.9  58.3 

船穂・牧の原 49   28.6 -    4.1  -    -    -    67.3 

印旛 85   25.9 5.9  1.2  1.2  -    -    65.9 

本埜 32   34.4 -    9.4  3.1  -    -    53.1 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｄ．訪問リハビリテーションの利用状況についてみると、「利用していない」が 26.7％で割合が最

も高く、次いで「週１回程度」が 6.5％、「週２回程度」が 5.4％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 5.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔70～74 歳〕で「週２回程度」、その他の年齢層で「利用していない」の割合が

最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

26.7 

6.5 

5.4 

1.6 

0.5 

0.0 

59.3 

0 20 40 60 80

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｄ．訪問リハビリテーション】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  26.7 6.5  5.4  1.6  0.5  -    59.3 

男性 113  23.0 8.0  5.3  0.9  0.9  -    61.9 

女性 273  28.2 5.9  5.5  1.8  0.4  -    58.2 

65～69歳 15   26.7 -    -    -    -    -    73.3 

70～74歳 28   17.9 14.3 25.0 3.6  -    -    39.3 

75～79歳 41   19.5 4.9  2.4  2.4  -    -    70.7 

80～84歳 76   32.9 6.6  3.9  5.3  1.3  -    50.0 

85～89歳 106  25.5 6.6  3.8  -    0.9  -    63.2 

90歳以上 120  28.3 5.8  5.0  -    -    -    60.8 

北部 102  21.6 5.9  4.9  1.0  2.0  -    64.7 

南部 115  28.7 7.8  7.8  -    -    -    55.7 

船穂・牧の原 49   26.5 6.1  4.1  4.1  -    -    59.2 

印旛 85   27.1 4.7  3.5  3.5  -    -    61.2 

本埜 32   34.4 9.4  6.3  -    -    -    50.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｅ．通所介護（デイサービス）の利用状況についてみると、「週２回程度」が 18.9％で割合が最も

高く、次いで「週３回程度」が 15.0％、「利用していない」が 13.2％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「週３回程度」、〔女性〕で「週２回程度」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「週５回以上」、〔70～74 歳〕で「利用していない」、その他

の年齢層で「週２回程度」の割合が最も高くなっています。また、〔90歳以上〕で「週２回程度」「週

３回程度」が同率となっています。 

地区別でみると、〔本埜〕で「利用していない」、その他の地区で「週２回程度」の割合が最も高く

なっています。また、〔船穂・牧の原〕で「週２回程度」「週３回程度」が同率となっています。 

13.2 

8.8 

18.9 

15.0 

7.0 

10.9 

26.2 

0 20 40

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｅ．通所介護（デイサービス）】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  13.2 8.8  18.9 15.0 7.0  10.9 26.2 

男性 113  12.4 7.1  16.8 18.6 5.3  3.5  36.3 

女性 273  13.6 9.5  19.8 13.6 7.7  13.9 22.0 

65～69歳 15   13.3 13.3 13.3 6.7  -    26.7 26.7 

70～74歳 28   21.4 10.7 14.3 14.3 -    7.1  32.1 

75～79歳 41   7.3  14.6 22.0 19.5 4.9  9.8  22.0 

80～84歳 76   17.1 5.3  21.1 14.5 9.2  6.6  26.3 

85～89歳 106  10.4 8.5  20.8 13.2 7.5  13.2 26.4 

90歳以上 120  13.3 8.3  16.7 16.7 8.3  10.8 25.8 

北部 102  10.8 7.8  19.6 13.7 7.8  9.8  30.4 

南部 115  14.8 7.0  20.9 14.8 6.1  12.2 24.3 

船穂・牧の原 49   10.2 8.2  18.4 18.4 4.1  16.3 24.5 

印旛 85   10.6 14.1 21.2 15.3 10.6 5.9  22.4 

本埜 32   25.0 6.3  6.3  15.6 3.1  12.5 31.3 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｆ．通所リハビリテーション（デイケア）の利用状況についてみると、「利用していない」が 23.6％

で割合が最も高く、次いで「週２回程度」が 8.0％、「週１回程度」が 5.7％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 9.6 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「週２回程度」、〔70～74 歳〕で「週１回程度」、その他の年

齢層で「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

23.6 

5.7 

8.0 

3.9 

0.8 

1.3 

56.7 

0 20 40 60

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｆ．通所リハビリテーション（デイケア）】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  23.6 5.7  8.0  3.9  0.8  1.3  56.7 

男性 113  16.8 7.1  13.3 8.0  2.7  -    52.2 

女性 273  26.4 5.1  5.9  2.2  -    1.8  58.6 

65～69歳 15   13.3 -    20.0 -    -    -    66.7 

70～74歳 28   10.7 21.4 7.1  14.3 3.6  3.6  39.3 

75～79歳 41   17.1 2.4  7.3  7.3  4.9  2.4  58.5 

80～84歳 76   23.7 3.9  11.8 3.9  -    2.6  53.9 

85～89歳 106  24.5 4.7  6.6  3.8  -    -    60.4 

90歳以上 120  29.2 5.8  5.8  0.8  -    0.8  57.5 

北部 102  23.5 2.9  4.9  1.0  1.0  1.0  65.7 

南部 115  20.9 4.3  11.3 6.1  0.9  0.9  55.7 

船穂・牧の原 49   20.4 10.2 2.0  8.2  -    6.1  53.1 

印旛 85   24.7 10.6 9.4  3.5  1.2  -    50.6 

本埜 32   34.4 -    12.5 -    -    -    53.1 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｇ．夜間対応型訪問介護の利用状況についてみると、「利用していない」が 31.3％で割合が最も高

く、次いで「週１回程度」「週５回以上」がそれぞれ 0.3％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 4.3 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

31.3 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

68.1 

0 20 40 60 80

利用していない

週1回程度

週2回程度

週3回程度

週4回程度

週5回以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｇ．夜間対応型訪問介護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

週
1
回
程
度

週
2
回
程
度

週
3
回
程
度

週
4
回
程
度

週
5
回
以
上

不
明
・
無
回

答

386  31.3 0.3  -    -    -    0.3  68.1 

男性 113  28.3 -    -    -    -    -    71.7 

女性 273  32.6 0.4  -    -    -    0.4  66.7 

65～69歳 15   20.0 -    -    -    -    -    80.0 

70～74歳 28   35.7 -    -    -    -    -    64.3 

75～79歳 41   29.3 -    -    -    -    -    70.7 

80～84歳 76   38.2 -    -    -    -    -    61.8 

85～89歳 106  28.3 -    -    -    -    -    71.7 

90歳以上 120  30.8 0.8  -    -    -    0.8  67.5 

北部 102  24.5 -    -    -    -    -    75.5 

南部 115  32.2 0.9  -    -    -    0.9  66.1 

船穂・牧の原 49   36.7 -    -    -    -    -    63.3 

印旛 85   32.9 -    -    -    -    -    67.1 

本埜 32   37.5 -    -    -    -    -    62.5 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｈ．定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用状況についてみると、「利用していない」が 70.7％、

「利用した」が 3.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 7.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

70.7 

3.9 

25.4 

0 20 40 60 80

利用していない

利用した

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｈ．定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

利
用
し
た

不
明
・
無
回

答

386  70.7 3.9  25.4 

男性 113  65.5 6.2  28.3 

女性 273  72.9 2.9  24.2 

65～69歳 15   66.7 -    33.3 

70～74歳 28   85.7 3.6  10.7 

75～79歳 41   65.9 2.4  31.7 

80～84歳 76   75.0 5.3  19.7 

85～89歳 106  67.0 4.7  28.3 

90歳以上 120  70.0 3.3  26.7 

北部 102  69.6 3.9  26.5 

南部 115  70.4 6.1  23.5 

船穂・牧の原 49   73.5 2.0  24.5 

印旛 85   74.1 2.4  23.5 

本埜 32   65.6 3.1  31.3 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｉ．小規模多機能型居宅介護の利用状況についてみると、「利用していない」が 68.4％、「利用し

た」が 3.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 6.6 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

68.4 

3.9 

27.7 

0 20 40 60 80

利用していない

利用した

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｉ．小規模多機能型居宅介護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

利
用
し
た

不
明
・
無
回

答

386  68.4 3.9  27.7 

男性 113  63.7 3.5  32.7 

女性 273  70.3 4.0  25.6 

65～69歳 15   60.0 20.0 20.0 

70～74歳 28   82.1 10.7 7.1  

75～79歳 41   63.4 2.4  34.1 

80～84歳 76   72.4 2.6  25.0 

85～89歳 106  67.0 1.9  31.1 

90歳以上 120  66.7 3.3  30.0 

北部 102  68.6 3.9  27.5 

南部 115  71.3 2.6  26.1 

船穂・牧の原 49   69.4 2.0  28.6 

印旛 85   65.9 7.1  27.1 

本埜 32   65.6 -    34.4 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｊ．看護小規模多機能型居宅介護の利用状況についてみると、「利用していない」が 69.7％、「利

用した」が 1.3％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「利用していない」が 8.5 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

69.7 

1.3 

29.0 

0 20 40 60 80

利用していない

利用した

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｊ．看護小規模多機能型居宅介護】 

n

利
用
し
て
い

な
い

利
用
し
た

不
明
・
無
回

答

386  69.7 1.3  29.0 

男性 113  63.7 0.9  35.4 

女性 273  72.2 1.5  26.4 

65～69歳 15   66.7 -    33.3 

70～74歳 28   82.1 3.6  14.3 

75～79歳 41   63.4 2.4  34.1 

80～84歳 76   72.4 1.3  26.3 

85～89歳 106  67.9 0.9  31.1 

90歳以上 120  69.2 0.8  30.0 

北部 102  69.6 2.0  28.4 

南部 115  72.2 -    27.8 

船穂・牧の原 49   69.4 -    30.6 

印旛 85   69.4 3.5  27.1 

本埜 32   65.6 -    34.4 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｋ．ショートステイの利用状況についてみると、「利用していない」が 57.8％で割合が最も高く、

次いで「月 1～７日程度」が 15.5％、「月８～14 日程度」が 3.9％となっています。 

性別でみると、男女とも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。 

57.8 

15.5 

3.9 

3.6 

2.8 

16.3 

0 20 40 60 80

利用していない

月1～7日程度

月8～14日程度

月15～21日程度

月22日以上

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｋ．ショートステイ】 

n

利
用
し
て
い

な
い

月
1
～

7
日

程
度

月
8
～

1
4

日
程

度 月
1
5
～

2

1
日

程
度

月
2
2
日
以

上

不
明
・
無
回

答

386  57.8 15.5 3.9  3.6  2.8  16.3 

男性 113  57.5 15.0 6.2  2.7  2.7  15.9 

女性 273  57.9 15.8 2.9  4.0  2.9  16.5 

65～69歳 15   60.0 6.7  -    6.7  6.7  20.0 

70～74歳 28   57.1 25.0 3.6  -    -    14.3 

75～79歳 41   56.1 12.2 4.9  -    4.9  22.0 

80～84歳 76   60.5 14.5 5.3  2.6  1.3  15.8 

85～89歳 106  56.6 16.0 4.7  4.7  2.8  15.1 

90歳以上 120  57.5 15.8 2.5  5.0  3.3  15.8 

北部 102  59.8 14.7 2.0  2.9  1.0  19.6 

南部 115  58.3 16.5 3.5  4.3  5.2  12.2 

船穂・牧の原 49   46.9 20.4 10.2 4.1  -    18.4 

印旛 85   61.2 12.9 2.4  4.7  2.4  16.5 

本埜 32   56.3 15.6 6.3  -    6.3  15.6 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｌ．居宅療養管理指導の利用状況についてみると、「利用していない」が 5.7％で割合が最も高く、

次いで「月１回程度」が 1.8％、「月３回程度」が 0.5％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「利用していない」が 4.4 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔90 歳以上〕で「月１回程度」、その他の年齢層で「利用していない」の割合が

最も高くなっています。また、〔65～69歳〕で「月１回程度」「利用していない」が同率となってい

ます。 

地区別でみると、いずれも「利用していない」の割合が最も高くなっています。また、〔印旛〕で

「月１回程度」が同率となっています。 

5.7 

1.8 

0.3 

0.5 

0.0 

91.7 

0 20 40 60 80 100

利用していない

月１回程度

月2回程度

月3回程度

月4回程度

不明・無回答

(SA) n=386 %

 

 

■ＳＡ【Ｌ．居宅療養管理指導】 

n

利
用
し
て
い

な
い

月
１
回
程
度

月
2
回
程
度

月
3
回
程
度

月
4
回
程
度

不
明
・
無
回

答

386  5.7  1.8  0.3  0.5  -    91.7 

男性 113  8.8  0.9  -    -    -    90.3 

女性 273  4.4  2.2  0.4  0.7  -    92.3 

65～69歳 15   6.7  6.7  -    -    -    86.7 

70～74歳 28   14.3 -    -    -    -    85.7 

75～79歳 41   7.3  -    -    -    -    92.7 

80～84歳 76   6.6  -    -    1.3  -    92.1 

85～89歳 106  7.5  0.9  -    -    -    91.5 

90歳以上 120  0.8  4.2  0.8  0.8  -    93.3 

北部 102  4.9  1.0  -    -    -    94.1 

南部 115  7.0  0.9  -    0.9  -    91.3 

船穂・牧の原 49   4.1  2.0  2.0  2.0  -    89.8 

印旛 85   3.5  3.5  -    -    -    92.9 

本埜 32   12.5 -    -    -    -    87.5 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 13で「利用していない」の方のみ 

問 13-2 介護保険サ-ビスを利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも）  

介護保険サ-ビスを利用していない理由についてみると、「本人にサ-ビス利用の希望がない」が

9.4％と割合が最も高く、次いで「家族が介護をするため必要ない」が 7.2％、「以前、利用していた

サービスに不満があった」が 4.4％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「本人にサ-ビス利用の希望がない」が 4.7ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔70～74 歳〕で「サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない」、〔75

～79 歳〕で「以前、利用していたサービスに不満があった」、80 歳以上で「本人にサ-ビス利用の

希望がない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔印旛〕〔本埜〕で「本人にサ-ビス利用の希望がない」、〔南部〕で「以前、

利用していたサービスに不満があった」、〔船穂・牧の原〕で「家族が介護をするため必要ない」の割

合が最も高くなっています。 

0.0 

9.4 

7.2 

4.4 

0.6 

0.0 

0.6 

2.8 

1.1 

73.9 

0 20 40 60 80

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

不明・無回答

(MA) n=180
%
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■ＭＡ【介護保険サ-ビスを利用していない理由】×性別／年齢別／地区別 

n

現
状
で
は
、

サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す

る
ほ
ど
の
状

態
で
は
な
い

本
人
に
サ
ー

ビ
ス
利
用
の
希
望
が

な
い

家
族
が
介
護

を
す
る
た
め
必
要
な

い 以
前
、

利
用

し
て
い
た
サ
ー

ビ
ス

に
不
満
が
あ
っ

た

利
用
料
を
支

払
う
の
が
難
し
い

利
用
し
た
い

サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で

き
な
い
、

身

近
に
な
い

住
宅
改
修
、

福
祉
用
具
貸
与
・
購

入
の
み
を
利

用
す
る
た
め

サ
ー

ビ
ス
を

受
け
た
い
が
手
続
き

や
利
用
方
法

が
分
か
ら
な
い

そ
の
他

不
明
・
無
回

答

180  -    9.4  7.2  4.4  0.6  -    0.6  2.8  1.1  73.9 

男性 55   -    12.7 7.3  3.6  1.8  -    1.8  7.3  1.8  63.6 

女性 125  -    8.0  7.2  4.8  -    -    -    0.8  0.8  78.4 

65～69歳 7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    100.0 

70～74歳 6    -    -    16.7 16.7 -    -    -    33.3 -    33.3 

75～79歳 25   -    -    -    4.0  -    -    -    -    4.0  92.0 

80～84歳 31   -    19.4 12.9 6.5  3.2  -    3.2  6.5  -    48.4 

85～89歳 44   -    9.1  4.5  4.5  -    -    -    2.3  2.3  77.3 

90歳以上 67   -    10.4 9.0  3.0  -    -    -    -    -    77.6 

北部 57   -    8.8  7.0  3.5  -    -    -    3.5  -    77.2 

南部 52   -    -    3.8  9.6  1.9  -    -    3.8  1.9  78.8 

船穂・牧の原 25   -    12.0 24.0 -    -    -    -    4.0  -    60.0 

印旛 26   -    15.4 3.8  -    -    -    3.8  -    3.8  73.1 

本埜 15   -    20.0 -    -    -    -    -    -    -    80.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 13で「利用していない」の方のみ 

問 13-3 以下の介護保険サ-ビスについて、今後の利用希望の有無をご回答ください。（そ

れぞれ○は１つ） 

Ａ．訪問介護（ホームヘルプサービス）の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希

望する」が 15.6％、「今後利用を希望しない」が 33.9％となっています。 

性別でみると、〔女性〕で「今後利用を希望しない」が 8.8ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、75 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。また、〔70～74歳〕で「今後利用を希望する」「今後利用を希望しない」

が同率となっています。 

地区別でみると、〔船穂・牧の原〕で「今後利用を希望する」、その他の地区で「今後利用を希望し

ない」の割合が高くなっています。 

15.6 

33.9 

50.6 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ａ．訪問介護（ホームヘルプサービス）】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  15.6 33.9 50.6 

男性 55   12.7 40.0 47.3 

女性 125  16.8 31.2 52.0 

65～69歳 7    57.1 14.3 28.6 

70～74歳 6    16.7 16.7 66.7 

75～79歳 25   12.0 40.0 48.0 

80～84歳 31   12.9 41.9 45.2 

85～89歳 44   11.4 38.6 50.0 

90歳以上 67   16.4 28.4 55.2 

北部 57   14.0 31.6 54.4 

南部 52   19.2 32.7 48.1 

船穂・牧の原 25   28.0 24.0 48.0 

印旛 26   -    53.8 46.2 

本埜 15   13.3 26.7 60.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｂ．訪問入浴介護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が 12.2％、「今

後利用を希望しない」が 36.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

12.2 

36.1 

51.7 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｂ．訪問入浴介護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  12.2 36.1 51.7 

男性 55   9.1  40.0 50.9 

女性 125  13.6 34.4 52.0 

65～69歳 7    42.9 28.6 28.6 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   12.0 40.0 48.0 

80～84歳 31   6.5  45.2 48.4 

85～89歳 44   6.8  40.9 52.3 

90歳以上 67   16.4 29.9 53.7 

北部 57   8.8  31.6 59.6 

南部 52   9.6  36.5 53.8 

船穂・牧の原 25   28.0 32.0 40.0 

印旛 26   7.7  53.8 38.5 

本埜 15   13.3 26.7 60.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｃ．訪問看護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が 12.8％、「今後

利用を希望しない」が 36.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

12.8 

36.1 

51.1 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｃ．訪問看護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  12.8 36.1 51.1 

男性 55   7.3  41.8 50.9 

女性 125  15.2 33.6 51.2 

65～69歳 7    42.9 28.6 28.6 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   12.0 40.0 48.0 

80～84歳 31   9.7  41.9 48.4 

85～89歳 44   11.4 38.6 50.0 

90歳以上 67   13.4 32.8 53.7 

北部 57   10.5 33.3 56.1 

南部 52   15.4 34.6 50.0 

船穂・牧の原 25   20.0 32.0 48.0 

印旛 26   3.8  53.8 42.3 

本埜 15   13.3 26.7 60.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｄ．訪問リハビリテーションの今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が

16.7％、「今後利用を希望しない」が 33.3％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

16.7 

33.3 

50.0 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｄ．訪問リハビリテーション】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  16.7 33.3 50.0 

男性 55   14.5 36.4 49.1 

女性 125  17.6 32.0 50.4 

65～69歳 7    71.4 14.3 14.3 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   20.0 32.0 48.0 

80～84歳 31   16.1 41.9 41.9 

85～89歳 44   9.1  40.9 50.0 

90歳以上 67   16.4 28.4 55.2 

北部 57   19.3 29.8 50.9 

南部 52   17.3 34.6 48.1 

船穂・牧の原 25   20.0 32.0 48.0 

印旛 26   3.8  46.2 50.0 

本埜 15   13.3 26.7 60.0 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｅ．通所介護（デイサービス）の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」

が 26.1％、「今後利用を希望しない」が 26.7％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「今後利用を希望する」、〔女性〕で「今後利用を希望しない」の割合が

高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕、75～89 歳で「今後利用を希望する」、〔70～74 歳〕〔90 歳以

上〕で「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔北部〕〔本埜〕で「今後利用を希望する」、その他の地区で「今後利用を希望し

ない」の割合が高くなっています。また、〔船穂・牧の原〕で「今後利用を希望する」「今後利用を希

望しない」が同率となっています。 

26.1 

26.7 

47.2 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｅ．通所介護（デイサービス）】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  26.1 26.7 47.2 

男性 55   30.9 27.3 41.8 

女性 125  24.0 26.4 49.6 

65～69歳 7    42.9 28.6 28.6 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   32.0 20.0 48.0 

80～84歳 31   35.5 29.0 35.5 

85～89歳 44   27.3 25.0 47.7 

90歳以上 67   19.4 29.9 50.7 

北部 57   24.6 22.8 52.6 

南部 52   23.1 26.9 50.0 

船穂・牧の原 25   28.0 28.0 44.0 

印旛 26   23.1 42.3 34.6 

本埜 15   33.3 13.3 53.3 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｆ．通所リハビリテーション（デイケア）の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を

希望する」が 21.7％、「今後利用を希望しない」が 28.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「今後利用を希望する」「今後利用を希望しない」が同率、〔女性〕で「今

後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、65～74 歳で「今後利用を希望する」、80 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。また、〔75～79歳〕で「今後利用を希望する」「今後利用を希望しない」

が同率となっています。 

地区別でみると、〔本埜〕で「今後利用を希望する」、その他の地区で「今後利用を希望しない」の

割合が高くなっています。 

21.7 

28.9 

49.4 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｆ．通所リハビリテーション（デイケア）】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  21.7 28.9 49.4 

男性 55   29.1 29.1 41.8 

女性 125  18.4 28.8 52.8 

65～69歳 7    57.1 28.6 14.3 

70～74歳 6    33.3 16.7 50.0 

75～79歳 25   24.0 24.0 52.0 

80～84歳 31   22.6 29.0 48.4 

85～89歳 44   25.0 29.5 45.5 

90歳以上 67   13.4 31.3 55.2 

北部 57   19.3 28.1 52.6 

南部 52   25.0 28.8 46.2 

船穂・牧の原 25   24.0 28.0 48.0 

印旛 26   7.7  42.3 50.0 

本埜 15   33.3 13.3 53.3 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｇ．夜間対応型訪問介護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が 9.4％、

「今後利用を希望しない」が 37.8％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

9.4 

37.8 

52.8 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｇ．夜間対応型訪問介護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  9.4  37.8 52.8 

男性 55   9.1  40.0 50.9 

女性 125  9.6  36.8 53.6 

65～69歳 7    57.1 14.3 28.6 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   12.0 40.0 48.0 

80～84歳 31   6.5  38.7 54.8 

85～89歳 44   6.8  43.2 50.0 

90歳以上 67   7.5  37.3 55.2 

北部 57   10.5 33.3 56.1 

南部 52   13.5 36.5 50.0 

船穂・牧の原 25   8.0  40.0 52.0 

印旛 26   3.8  53.8 42.3 

本埜 15   6.7  26.7 66.7 

％

全体

性別

年齢別

地区別

 



161 

 

Ｈ．定期巡回・随時対応型訪問介護看護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希

望する」が 10.6％、「今後利用を希望しない」が 37.2％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

10.6 

37.2 

52.2 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｈ．定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  10.6 37.2 52.2 

男性 55   9.1  40.0 50.9 

女性 125  11.2 36.0 52.8 

65～69歳 7    71.4 14.3 14.3 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   12.0 40.0 48.0 

80～84歳 31   3.2  41.9 54.8 

85～89歳 44   6.8  43.2 50.0 

90歳以上 67   10.4 34.3 55.2 

北部 57   12.3 31.6 56.1 

南部 52   13.5 38.5 48.1 

船穂・牧の原 25   8.0  40.0 52.0 

印旛 26   7.7  50.0 42.3 

本埜 15   6.7  26.7 66.7 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｉ．小規模多機能型居宅介護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が

11.1％、「今後利用を希望しない」が 35.6％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

11.1 

35.6 

53.3 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｉ．小規模多機能型居宅介護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  11.1 35.6 53.3 

男性 55   9.1  40.0 50.9 

女性 125  12.0 33.6 54.4 

65～69歳 7    57.1 28.6 14.3 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   20.0 32.0 48.0 

80～84歳 31   3.2  41.9 54.8 

85～89歳 44   11.4 36.4 52.3 

90歳以上 67   7.5  35.8 56.7 

北部 57   14.0 31.6 54.4 

南部 52   11.5 36.5 51.9 

船穂・牧の原 25   12.0 36.0 52.0 

印旛 26   3.8  50.0 46.2 

本埜 15   6.7  26.7 66.7 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｊ．看護小規模多機能型居宅介護の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」

が 11.7％、「今後利用を希望しない」が 34.4％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

11.7 

34.4 

53.9 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｊ．看護小規模多機能型居宅介護】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  11.7 34.4 53.9 

男性 55   9.1  38.2 52.7 

女性 125  12.8 32.8 54.4 

65～69歳 7    42.9 28.6 28.6 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   20.0 32.0 48.0 

80～84歳 31   3.2  41.9 54.8 

85～89歳 44   11.4 36.4 52.3 

90歳以上 67   10.4 32.8 56.7 

北部 57   14.0 31.6 54.4 

南部 52   9.6  36.5 53.8 

船穂・牧の原 25   16.0 32.0 52.0 

印旛 26   3.8  50.0 46.2 

本埜 15   6.7  26.7 66.7 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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Ｋ．ショートステイの今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が 26.1％、

「今後利用を希望しない」が 27.2％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「今後利用を希望する」、〔女性〕で「今後利用を希望しない」の割合が

高くなっています。 

年齢別でみると、65～79 歳、〔85～89 歳〕で「今後利用を希望する」、その他の年齢層で「今

後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕を除く地区で「今後利用を希望する」の割合が高くなっています。また

〔船穂・牧の原〕〔本埜〕で「今後利用を希望しない」の割合が同率となっています。 

26.1 

27.2 

46.7 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｋ．ショートステイ】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  26.1 27.2 46.7 

男性 55   20.0 38.2 41.8 

女性 125  28.8 22.4 48.8 

65～69歳 7    57.1 14.3 28.6 

70～74歳 6    50.0 16.7 33.3 

75～79歳 25   36.0 28.0 36.0 

80～84歳 31   16.1 35.5 48.4 

85～89歳 44   25.0 22.7 52.3 

90歳以上 67   22.4 28.4 49.3 

北部 57   29.8 22.8 47.4 

南部 52   28.8 23.1 48.1 

船穂・牧の原 25   28.0 28.0 44.0 

印旛 26   11.5 42.3 46.2 

本埜 15   26.7 26.7 46.7 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｌ．居宅療養管理指導の今後の利用希望の有無についてみると、「今後利用を希望する」が 13.3％、

「今後利用を希望しない」が 36.1％となっています。 

性別でみると、男女とも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「今後利用を希望する」、70 歳以上で「今後利用を希望しない」

の割合が高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「今後利用を希望しない」の割合が高くなっています。 

13.3 

36.1 

50.6 

0 20 40 60

今後利用を希望する

今後利用を希望しない

不明・無回答

(SA) n=180 %

 

 

■ＳＡ【Ｌ．居宅療養管理指導】 

n

今
後
利
用
を

希
望

す
る

今
後
利
用
を

希
望

し
な
い

不
明
・
無
回

答

180  13.3 36.1 50.6 

男性 55   12.7 38.2 49.1 

女性 125  13.6 35.2 51.2 

65～69歳 7    57.1 28.6 14.3 

70～74歳 6    -    16.7 83.3 

75～79歳 25   16.0 36.0 48.0 

80～84歳 31   3.2  45.2 51.6 

85～89歳 44   9.1  40.9 50.0 

90歳以上 67   16.4 31.3 52.2 

北部 57   12.3 33.3 54.4 

南部 52   13.5 38.5 48.1 

船穂・牧の原 25   20.0 32.0 48.0 

印旛 26   11.5 42.3 46.2 

本埜 15   13.3 26.7 60.0 

年齢別

地区別

％

全体

性別
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Ｂ票 主な介護者の方について 

 

問７で「２．」から「５．」（ご家族やご親族の方からの介護がある）方のみ 

問 14 ご家族やご親族の中で、ご本人（対象者）の介護を主な理由として、過去１年の

間に仕事を辞めた方はいますか。（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問

いません。）（○はいくつでも） 

家族や親族の中で、調査対象者の介護を主な理由として、過去１年間に仕事を辞めたことがあるか

についてみると、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 55.7％と割合が最も高く、次

いで「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が 11.4％、「主な介護者が転職した」が 2.7％とな

っています。 

性別でみると、男女とも「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が最も高くなっ

ています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が最

も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が最も高くな

っています。 

11.4 

1.6 

2.7 

0.7 

55.7 

2.2 

26.7 

0 20 40 60

主な介護者が仕事を辞めた(転職除く)

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた(転職除く)

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

不明・無回答

(MA) n=449 %
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■ＭＡ【家族や親族の、調査対象者の介護を主な理由とする退職の経験】×性別／年齢別／地区別 

n

主
な
介
護
者

が
仕
事
を
辞

め
た
（

転
職

除
く
）

主
な
介
護
者

以
外
の
家

族
・
親
族
が

仕
事
を
辞
め

た
（

転
職
除

く
）

主
な
介
護
者

が
転
職
し
た

主
な
介
護
者

以
外
の
家

族
・
親
族
が

転
職
し
た

介
護
の
た
め

に
仕
事
を
辞

め
た
家
族
・

親
族
は
い
な

い わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

449  11.4 1.6  2.7  0.7  55.7 2.2  26.7 

男性 132  14.4 1.5  1.5  2.3  48.5 2.3  30.3 

女性 317  10.1 1.6  3.2  -    58.7 2.2  25.2 

65～69歳 17   23.5 -    -    -    47.1 11.8 17.6 

70～74歳 32   12.5 -    6.3  -    56.3 -    28.1 

75～79歳 54   11.1 3.7  3.7  -    48.1 1.9  31.5 

80～84歳 82   4.9  3.7  -    1.2  58.5 -    31.7 

85～89歳 121  13.2 -    1.7  0.8  55.4 0.8  28.9 

90歳以上 143  11.9 1.4  4.2  0.7  58.0 4.2  21.0 

北部 123  13.0 1.6  3.3  0.8  52.0 0.8  30.9 

南部 139  5.8  0.7  2.9  0.7  61.9 2.2  25.9 

船穂・牧の原 58   17.2 1.7  1.7  1.7  50.0 1.7  27.6 

印旛 91   15.4 1.1  2.2  -    52.7 3.3  25.3 

本埜 31   6.5  6.5  3.2  -    64.5 6.5  12.9 

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 15 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。（○は１つ） 

主な介護者の現在の勤務形態についてみると、「働いていない」が 52.3％と割合が最も高く、次い

で「パ-トタイムで働いている」が 19.8％、「フルタイムで働いている」が 17.4％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「働いていない」の割合が 18.2 ポイント高くなっています。 

年齢別でみると、いずれも「働いていない」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、いずれも「働いていない」の割合が最も高くなっています。 

 

■ＳＡ【主な介護者の現在の勤務形態】×性別／年齢別／地区別 

17.4 

9.1 

20.8 

11.8 

9.4 

22.2 

23.2 

21.5 

11.2 

18.7 

15.1 

22.4 

15.4 

19.4 

19.8 

12.1 

23.0 

17.6 

12.5 

11.1 

18.3 

22.3 

23.8 

22.0 

19.4 

17.2 

16.5 

25.8 

52.3 

65.2 

47.0 

70.6 

71.9 

48.1 

48.8 

45.5 

55.2 

44.7 

59.7 

53.4 

54.9 

41.9 

0.2 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.2 

13.6 

8.8 

0.0 

6.3 

16.7 

9.8 

10.7 

9.8 

13.8 

5.8 

6.9 

13.2 

12.9 

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

全体(n=449)

男性(n=132)

女性(n=317)

65～69歳(n=17)

70～74歳(n=32)

75～79歳(n=54)

80～84歳(n=82)

85～89歳(n=121)

90歳以上(n=143)

北部(n=123)

南部(n=139)

船穂・牧の原(n=58)

印旛(n=91)

本埜(n=31)

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

働いていない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答
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問 15で「フルタイムで働いている」又は「パ-トタイムで働いている」方のみ 

問 15-1 主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方についての調整等をし

ていますか。（○はいくつでも） 

主な介護者が、介護をするにあたって働き方の調整等をしているかについてみると、「２．介護の

ために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」

が 34.1％と割合が最も高く、次いで「特に行っていない」が 31.7％、「３．介護のために、「休暇

（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」が 26.9％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「３．休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」、〔女性〕

で「２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕〔75～79 歳〕で「２．介護のために、「労働時間を調整（残業免

除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」、〔70～74 歳〕で「５．介護の

ために、２～４以外の調整をしながら、働いている」、〔80～84歳〕〔90歳以上〕「１．特に行って

いない」の割合が高くなっています。また、〔80～84 歳〕で「１．特に行っていない」「３．介護の

ために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」が同率となっています。 

地区別でみると、〔南部〕を除く地区で「２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間

勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている」の割合が高くなっています。また、〔印旛〕

で「２．介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しなが

ら、働いている」「３．介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」を取りながら、働いている」が

同率となっています。 

31.7 

34.1 

26.9 

3.6 

18.0 

0.6 

2.4 

0 20 40

１．特に行っていない

２．介護のために、「労働時間を調整(残業免除、短時間勤務、遅

出・早帰・中抜け等)」しながら、働いている

３．介護のために、「休暇(年休や介護休暇等)」を取りながら、働

いている

４．介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

５．介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている

６．主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

(MA) n=167
%
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■ＭＡ【介護をするにあたって働き方の調整等の有無】×性別／年齢別／地区別 

n

１
．
特
に
行
っ

て
い
な
い

２
．
介
護
の

た
め
に
、
「

労
働
時
間

を
調
整
（

残
業
免
除
、

短

時
間
勤
務
、

遅
出
・
早
帰
・
中
抜
け

等
）
」

し
な
が
ら
、

働
い

て
い
る

３
．
介
護
の

た
め
に
、
「

休
暇
（

年

休
や
介
護
休
暇
等
）
」

を

取
り
な
が
ら
、

働
い
て
い
る

４
．
介
護
の

た
め
に
、
「

在
宅
勤
務
」

を
利
用
し
な
が
ら
、

働

い
て
い
る

５
．
介
護
の

た
め
に
、

２
～

４
以
外

の
調
整
を
し
な
が
ら
、

働

い
て
い
る

６
．
主
な
介

護
者
に
確
認
し
な
い
と
、

わ
か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

167  31.7 34.1 26.9 3.6  18.0 0.6  2.4  

男性 28   25.0 35.7 39.3 10.7 17.9 3.6  -    

女性 139  33.1 33.8 24.5 2.2  18.0 -    2.9  

65～69歳 5    20.0 40.0 20.0 -    -    -    40.0 

70～74歳 7    -    28.6 14.3 -    42.9 -    14.3 

75～79歳 18   27.8 38.9 33.3 5.6  16.7 -    -    

80～84歳 34   35.3 29.4 35.3 5.9  17.6 -    -    

85～89歳 53   28.3 32.1 30.2 3.8  18.9 1.9  1.9  

90歳以上 50   40.0 38.0 18.0 2.0  16.0 -    -    

北部 50   28.0 36.0 28.0 2.0  18.0 2.0  2.0  

南部 48   27.1 31.3 33.3 2.1  20.8 -    2.1  

船穂・牧の原 23   34.8 30.4 4.3  8.7  21.7 -    8.7  

印旛 29   37.9 34.5 34.5 3.4  17.2 -    -    

本埜 14   35.7 42.9 28.6 7.1  7.1  -    -    

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 15で「フルタイムで働いている」又は「パ-トタイムで働いている」方のみ 

問 15-2 主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に

効果があると思いますか。（○は３つまで）  

仕事と介護の両立に効果的な勤め先からの支援についてみると、「制度を利用しやすい職場づくり」

が 29.9％と割合が最も高く、次いで「介護をしている従業員への経済的な支援」が 26.3％、「介護

休業・介護休暇等の制度の充実」が 25.7％となっています。 

性別でみると、男女とも「制度を利用しやすい職場づくり」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔75～79 歳〕で「介護をしている従業員への経済的な支援」、その他の年齢層で

「制度を利用しやすい職場づくり」の割合が最も高くなっています。また、〔65～69 歳〕で「労働

時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）」「介護休業・介護休暇等の制度の充実」の割合が同率

となっています。 

地区別でみると、〔本埜〕で「介護をしている従業員への経済的な支援」、その他の地区で「制度を

利用しやすい職場づくり」の割合が高くなっています。また、〔印旛〕で「介護をしている従業員へ

の経済的な支援」「制度を利用しやすい職場づくり」が同率となっています。 

18.0 

25.7 

29.9 

22.8 

9.6 

8.4 

9.6 

26.3 

1.8 

11.4 

0.6 

10.2 

0 20 40

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など)

働く場所の多様化(在宅勤務・テレワークなど)

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

(MA) n=167
%
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■ＭＡ【仕事と介護の両立に効果的な勤め先からの支援】×性別／年齢別／地区別 

n

自
営
業
・
フ

リ
ー

ラ
ン
ス
等
の

た
め
、

勤
め

先
は
な
い

介
護
休
業
・

介
護
休
暇
等
の
制

度
の
充
実

制
度
を
利
用

し
や
す
い
職
場
づ

く
り

労
働
時
間
の

柔
軟
な
選
択
（

フ

レ
ッ

ク
ス
タ

イ
ム
制
な
ど
）

働
く
場
所
の

多
様
化
（

在
宅
勤

務
・
テ
レ
ワ
ー

ク
な
ど
）

仕
事
と
介
護

の
両
立
に
関
す
る

情
報
の
提
供

介
護
に
関
す

る
相
談
窓
口
・
相

談
担
当
者
の

設
置

介
護
を
し
て

い
る
従
業
員
へ
の

経
済
的
な
支

援

そ
の
他

特
に
な
い

主
な
介
護
者

に
確
認
し
な
い

と
、

わ
か
ら

な
い

不
明
・
無
回

答

167  18.0 25.7 29.9 22.8 9.6  8.4  9.6  26.3 1.8  11.4 0.6  10.2 

男性 28   21.4 35.7 35.7 10.7 10.7 10.7 10.7 25.0 -    10.7 3.6  10.7 

女性 139  17.3 23.7 28.8 25.2 9.4  7.9  9.4  26.6 2.2  11.5 -    10.1 

65～69歳 5    -    40.0 20.0 40.0 20.0 -    -    40.0 -    -    -    20.0 

70～74歳 7    14.3 28.6 57.1 -    -    14.3 42.9 28.6 -    28.6 -    -    

75～79歳 18   5.6  16.7 16.7 27.8 5.6  11.1 5.6  33.3 5.6  16.7 -    11.1 

80～84歳 34   17.6 47.1 35.3 29.4 8.8  2.9  8.8  26.5 5.9  5.9  -    5.9  

85～89歳 53   18.9 24.5 32.1 18.9 13.2 13.2 15.1 24.5 -    5.7  1.9  13.2 

90歳以上 50   24.0 14.0 26.0 22.0 8.0  6.0  2.0  24.0 -    18.0 -    10.0 

北部 50   18.0 26.0 32.0 26.0 10.0 8.0  10.0 26.0 -    12.0 2.0  8.0  

南部 48   14.6 31.3 33.3 16.7 8.3  10.4 10.4 22.9 4.2  10.4 -    8.3  

船穂・牧の原 23   13.0 30.4 26.1 8.7  4.3  4.3  4.3  21.7 4.3  17.4 -    17.4 

印旛 29   24.1 17.2 31.0 31.0 17.2 13.8 13.8 31.0 -    6.9  -    10.3 

本埜 14   28.6 21.4 14.3 28.6 7.1  -    -    42.9 -    14.3 -    7.1  

％

全体

性別

年齢別

地区別
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問 15で「フルタイムで働いている」又は「パ-トタイムで働いている」方のみ 

問 15-3 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。（○は１

つ） 

主な介護者が、今後も働きながら介護を継続できそうかについてみると、「問題はあるが、何とか

続けていける」が 54.5％と割合が最も高く、次いで「問題なく、続けていける」が 18.6％、「続け

ていくのは、やや難しい」が 9.0％となっています。 

性別でみると、男女とも「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が最も高くなっています。 

年齢別でみると、いずれの年齢層も「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が最も高くなっ

ています。 

地区別でみると、いずれも「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が最も高くなっています。 

18.6 

54.5 

9.0 

7.2 

0.6 

10.2 

0 20 40 60

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

(MA) n=167 %

 
 

■ＳＡ【主な介護者が、今後も働きながら介護を継続できるか】×性別／年齢別／地区別 

n

問
題
な
く
、

続
け

て
い
け
る

問
題
は
あ
る

が
、

何
と
か
続
け

て
い

け
る

続
け
て
い
く

の

は
、

や
や
難

し
い

続
け
て
い
く

の

は
、

か
な
り

難
し

い 主
な
介
護
者

に
確

認
し
な
い
と
、

わ

か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

167  18.6 54.5 9.0  7.2  0.6  10.2 

男性 28   17.9 53.6 3.6  10.7 -    14.3 

女性 139  18.7 54.7 10.1 6.5  0.7  9.4  

65～69歳 5    -    60.0 20.0 -    -    20.0 

70～74歳 7    -    28.6 14.3 14.3 -    42.9 

75～79歳 18   11.1 44.4 11.1 16.7 5.6  11.1 

80～84歳 34   26.5 64.7 2.9  2.9  -    2.9  

85～89歳 53   15.1 56.6 9.4  5.7  -    13.2 

90歳以上 50   24.0 52.0 10.0 8.0  -    6.0  

北部 50   18.0 54.0 14.0 2.0  2.0  10.0 

南部 48   22.9 52.1 6.3  12.5 -    6.3  

船穂・牧の原 23   13.0 56.5 -    8.7  -    21.7 

印旛 29   17.2 58.6 10.3 3.4  -    10.3 

本埜 14   14.3 50.0 14.3 14.3 -    7.1  

年齢別

地区別

％

全体

性別
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問 16 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等に

ついて、ご回答ください（現状で行っているか否かは問いません）。（○は３つまで） 

現在の生活の継続にあたって、主な介護者が不安に感じる介護等についてみると、「認知症状への

対応」が 39.6％と割合が最も高く、次いで「夜間の排泄」が 35.6％、「外出の付き添い、送迎等」

が 31.2％となっています。 

性別でみると、〔男性〕で「外出の付き添い、送迎等」、〔女性〕で「認知症状への対応」の割合が

最も高くなっています。 

年齢別でみると、〔65～69 歳〕で「夜間の排泄」「外出の付き添い、送迎等」、〔70～74 歳〕で

「夜間の排泄」「入浴・洗身」、75歳以上で「認知症状への対応」の割合が最も高くなっています。 

地区別でみると、〔印旛〕で「夜間の排泄」、その他の地区で「認知症状への対応」の割合が高くな

っています。 

24.1 

35.6 

9.4 

30.7 

9.6 

11.6 

16.3 

31.2 

12.0 

39.6 

10.9 

21.2 

16.7 

17.8 

6.2 

6.7 

3.3 

11.8 

0 20 40 60

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助(食べる時)

入浴・洗身

身だしなみ(洗顔・歯磨き等)

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応(経管栄養、ストーマ等)

食事の準備(調理等)

その他の家事(掃除、洗濯、買い物等)

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

(MA) n=449
%
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■ＭＡ【現在の生活の継続にあたって、主な介護者が不安に感じる介護等】×性別／年齢別／地区別 

n

日
中
の
排
泄

夜
間
の
排
泄

食
事
の
介
助
（

食

べ
る
時
）

入
浴
・
洗
身

身
だ
し
な
み
（

洗

顔
・
歯
磨
き

等
）

衣
服
の
着
脱

屋
内
の
移
乗

・
移

動 外
出
の
付
き

添

い
、

送
迎
等

服
薬

449  24.1 35.6 9.4  30.7 9.6  11.6 16.3 31.2 12.0 

男性 132  22.7 32.6 6.8  34.8 12.9 17.4 15.9 44.7 15.9 

女性 317  24.6 36.9 10.4 29.0 8.2  9.1  16.4 25.6 10.4 

65～69歳 17   41.2 47.1 23.5 41.2 11.8 29.4 23.5 47.1 11.8 

70～74歳 32   28.1 40.6 9.4  40.6 9.4  12.5 18.8 31.3 12.5 

75～79歳 54   24.1 25.9 9.3  27.8 11.1 13.0 13.0 40.7 9.3  

80～84歳 82   20.7 34.1 6.1  31.7 8.5  12.2 17.1 35.4 14.6 

85～89歳 121  19.0 33.1 8.3  31.4 7.4  8.3  11.6 29.8 10.7 

90歳以上 143  27.3 39.9 10.5 27.3 11.2 11.2 19.6 24.5 12.6 

北部 123  21.1 36.6 14.6 22.0 9.8  7.3  16.3 30.1 15.4 

南部 139  25.2 34.5 6.5  36.7 11.5 12.2 17.3 31.7 10.8 

船穂・牧の原 58   27.6 32.8 5.2  25.9 6.9  12.1 12.1 25.9 12.1 

印旛 91   23.1 40.7 11.0 34.1 11.0 16.5 18.7 35.2 11.0 

本埜 31   25.8 29.0 6.5  38.7 3.2  9.7  16.1 35.5 9.7  

n

認
知
症
状
へ

の
対

応 医
療
面
で
の

対
応

（

経
管
栄
養
、

ス

ト
ー

マ
等
）

食
事
の
準
備
（

調

理
等
）

そ
の
他
の
家

事

（

掃
除
、

洗

濯
、

買
い
物
等
）

金
銭
管
理
や

生
活

面
に
必
要
な

諸
手

続
き

そ
の
他

不
安
に
感
じ

て
い

る
こ
と
は
、

特
に

な
い

主
な
介
護
者

に
確

認
し
な
い
と
、

わ

か
ら
な
い

不
明
・
無
回

答

449  39.6 10.9 21.2 16.7 17.8 6.2  6.7  3.3  11.8 

男性 132  37.9 12.1 23.5 22.0 22.0 3.0  6.1  5.3  11.4 

女性 317  40.4 10.4 20.2 14.5 16.1 7.6  6.9  2.5  12.0 

65～69歳 17   23.5 5.9  41.2 29.4 29.4 -    5.9  11.8 -    

70～74歳 32   25.0 3.1  12.5 9.4  15.6 6.3  6.3  -    18.8 

75～79歳 54   42.6 18.5 25.9 20.4 24.1 7.4  5.6  5.6  18.5 

80～84歳 82   45.1 15.9 20.7 15.9 22.0 4.9  3.7  2.4  9.8  

85～89歳 121  39.7 7.4  16.5 14.9 13.2 3.3  9.1  3.3  12.4 

90歳以上 143  40.6 10.5 23.1 17.5 16.1 9.8  7.0  2.8  9.8  

北部 123  39.0 8.9  24.4 16.3 16.3 4.9  8.1  4.1  11.4 

南部 139  41.0 12.2 23.7 21.6 23.0 5.8  8.6  2.9  11.5 

船穂・牧の原 58   43.1 10.3 15.5 10.3 8.6  13.8 3.4  1.7  12.1 

印旛 91   37.4 9.9  17.6 18.7 19.8 6.6  2.2  3.3  11.0 

本埜 31   41.9 16.1 19.4 6.5  12.9 -    6.5  3.2  16.1 

％

全体

性別

年齢別

地区別

年齢別

地区別

％

全体

性別
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その他、高齢者福祉・介護保険について（自由回答） 

その他、高齢者福祉・介護保険について、173名から合わせて 182 件のご意見が寄せられました。

内容を基にした分類項目と件数、及び主な具体的意見を下記に記しています。 

 

 

分類項目 件数 

介護サービス・介護保険料について 45 

介護の問題・不安 40 

計画・アンケートについて 17 

高齢者福祉サービス・制度について 13 

移動・交通について 12 

経済問題・不安について 12 

情報提供・相談について 9 

住まいについて 7 

医療・医療費・健康保険について 6 

健康維持・増進について（いんざい健康ちょきん運動含む） 3 

就労・趣味・生きがいについて 3 

防犯・防災について 2 

その他 13 

合計 １８２ 
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分類項目と主な具体的意見 

介護サービス・介護保険料について 

・ショートステイについて、機能訓練が受けられるとありますが、整っている所が少ない。救

急病院で症状が安定するとすぐに出るように言われ（年寄りだから長くなるから）、保健施

設等を探す間、ショートステイを利用しました。リハビリを受けたいのでデイサービスに通

いたいと申し出たところ、それは出来ないとの事、食事・入浴等の介護だけで、褥瘡が出来

たり、転んだりで病状が悪化、結果自宅へ帰れず、他の施設へ移りました。一時的でも、も

う少し融通が利くような制度にならないかと思います。デイサービスも器具はあっても理学

療法士さんが少ない所が多い。 

・以前介護認定を受けた時、平日に休みを取るのが大変でした。又、認定の時間（期間）が短

くなると助かります。 

・二人の年金収入が少ない割には、介護保険料が高いので、生活が大変です。 

介護の問題・不安について 

・在宅介護も老々介護となると体力・気力とも限界近くになります。経済面・介護力・判断力

も落ち、どんどん弱って行く本人を前に先が見えません。施設等への入所を希望しても、何

十人もの順番待ちと聞きます。デイケア・ショートステイの綱渡りも受け入れ先がないと途

方にくれます。介護者がダウンしたら、どうなるのでしょう。介護現場の小さな声は政府に

届いているのでしょうか。訪問介護の方もデイケア・ショートステイの方も本当に一生懸命

やって下さっています。ありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。50 年の超高齢化社会を

支える孫たちの世代も大変です。明るい未来となりますように。 

・介護者が高齢で同居。健康に不安がある場合でも同居者がいる場合使えるサービスが限られ

ていて、負担が大きい。 

・認知症が悪化してきているが介護度が 1のままで受けたいサービスが受けられない。病院

に入院させたいが、入院させるまでの症状ではない。 

計画・アンケートについて 

・本人は住所を自宅としていますが、現在、特別養護老人ホームに入居しており、在宅介護で

ないため、本調査の趣旨と異なる所がありましたが、介護者として回答できる範囲で答えま

した。 

・アンケートが多くて複雑で、年齢的に大変。本人が字を書くのが大変な方がいると思います。

もっと簡単にしてほしい。 

・わかる所を回答しましたが、なかなかわかりづらいです。 

高齢者福祉サービス・制度について 

・現在、要介護 1のため、紙パンツ・オムツのサービスが受けられません。購入しに行くだ

けでも大変です。数多くあるサービスの中から選択出来れば良いのですが。 

・認知症予備軍、初期の認知症の人達だけが通える施設の設置。認知機能回復施設が欲しい。 

・いろいろお世話になっています。現在は市販の介護食等を利用しています。自宅での介護食

づくりの支援があったら助かります。 

移動・交通について 

・介護タクシーをもうすこし便利に使えるようにしてほしい。 

・印西市は車がないと買い物・病院等行けないが、特に、普通自動車だと、車いすがトランク

に入らないので（力も必要）、介護者は負担です。介護者も高齢になり、買い物も大変です。

もっと移動するための手段を改善していだだけると嬉しいです。 

・自家用車燃料費の助成もご検討ください。福祉車両を購入し、タクシー券を使わなくなりま

したが、印西市はガソリン券等が無く残念です。 
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分類項目と主な具体的意見 

経済問題・不安について 

・夫婦とも、病気で医療費が高額支払っているので、毎日生活が苦しいです。 

・介護者も要介護者。公的援助費が高いと思う。こちらは精一杯節約努力している。小規模多

機能型居宅介護を利用しているが、宿泊費食事代が高く、生活にひっ迫している。 

・金銭面での負担が大きく介護者が定年後は生活していけない。介護保険で対応する分や、現

物支給する物を増やしてもらいたい。 

情報提供・相談について 

・どのような施設、サービスがあり、どのように利用したらよいのかよく分からない。 

・昨年夏までは母を、晩秋まで父を介護していました。両親は長寿でした。親は子供が看るの

が当たり前の世代の人々は大変。親不孝と言われながら、入居（施設）を決断しました。知

らなかったことが沢山ありました。保険制度があってもサービスには沢山のお金が掛かるこ

と。特養以外の施設に入居する時は或る意味、健康でなければならない事など。若いころか

らどういう老後を過ごすのか、資金はどうなのか、など私達はもっともっと勉強すべきです。

その為の学習会が必要だと思います。 

・介護は高齢者施設、住宅型施設タイプによって受けられるサービスが違い、本当に難しい。

何かわかりやすい資料があると有難いです。 

住まいについて 

・サ高住がオプションばかりでかなり高額になっている。 

・特養ホームに入所していましたが、体調を崩したため、現在は病院にて治療入院中です。退

院できた時は改めて入所希望です。 

・現在グループホームに入居中です。 

医療・医療費・健康保険について 

・毎日の入院費が大変ですね。 

・2 か月に一度くらいでもいいので、デイケアに歯医者さんに来てもらって、歯の掃除しても

らえるといいなと思う。本人は行きたがらないので。 

・介護度に合わせた運動は良いが、「脳梗塞」の人を社会復帰させる迄、歩ける様にするには、

医療機関との連携が必要。 

健康維持・増進について（いんざい健康ちょきん運動含む） 

・老々介護をしている夫、80 代。私も週二回くらいのペースで体を動かす運動クラブみたい

なものがあればいいなと思います。 

・近所に運動が出来るところがあるといい。（歩いて行けるところに公民館みたいなところが

あって、運動教室をやってくれるといい）。 

・主人は特養入所 5 年、後はひとりでの生活。今のところまあまあ迷惑かけない様とても気

を使いながら暮らしています。すわって雑草をとっていると立てなくて困る事があります。

この生活がいつまで続けられるか不安もあり、最近は物忘れが多くなりました。 

就労・趣味・生きがいについて 

・地域の高齢者が集まって会合がいくつもあって、皆さんに助けていただいています。感謝の

気持ちを忘れない様にしたいと思います。 

・もっと生活に自由がほしい。自分の延長の仕事があるので助けられているが、生きがいを求

めたい。自分で仕事を作っていくと年を感じさせない何かをつかめる！ 

・幼児、児童と高齢者がふれあえる機会や時間が増えると良いと思います。子どもたちと接し

ている時の高齢者の皆さんはとても活々しているし、ニコやかで楽しそうです。子どもたち

もおじいちゃんやおばあちゃんとの接し方に慣れてくると、とてもやさしくなっていくよう

に感じます。 
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分類項目と主な具体的意見 

防犯・防災について 

・災害時に車椅子利用者を受け入れる場所がない。弱者に対する避難場所が全くないことに不

安を感じる。今後この様なことに市対応の姿勢がないことに大変不安を感じる。 

・災害時の対応をもっとしてください。 

その他 

・数年間にわたり、福祉関係の方々には大変お世話になり、本当にありがとうございます。 

・本市に住み幸福に生活し感謝しています。 

・今後色々お世話になると思いますが、宜しくお願い申し上げます。 
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