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２．６ 日常生活について【65 歳以上のみ】 

問６-１ 外出（通院を除く）について 

（１）外出頻度 

あなたは、どのくらいの頻度で外出をしていますか。あてはまるもの１つに○をつけ

てください。 

どのくらいの頻度で外出をしているかについてたずねたところ、「ほぼ毎日」(29.2％)

が最も多く、次いで、「週に４～５日」(20.6％)、「週に３日」(20.2％)となっている。 

29.2

20.6

20.2

12.2

7.8

1.9

2.5

3.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40%

ほぼ毎日

週に４～５日

週に３日

週に２日

週に１日

２週に１日

月に１回

ほとんど外出しない

無回答

図表2-6-1 外出頻度

65歳以上(N=2,099)
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男女別にみると、「ほぼ毎日」とする割合は、男性が 38.7％、女性が 21.8％と、男性

の方が高くなっている。 

年齢別にみると、「ほぼ毎日」「週に４～５日」を合わせた割合は、「満 65～69 歳」は

61.6％と最も高く、年齢層が高くなるにつれ、その割合は低くなっている。 

38.7

21.8

19.4

21.4

15.5

23.8

9.2

14.7

8.4

7.3

1.8

1.9

2.2

2.7

2.8

2.9

2.0

3.5

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

男性(N=922)

女性(N=1,119)

ほぼ毎日 週に４～５日 週に３日

週に２日 週に１日 ２週に１日

月に１回 ほとんど外出しない 無回答

図表2-6-2  問6-1(1) 外出頻度 × 問1-1 性別 【65歳以上】

38.2

34.5

25.2

19.8

12.3

2.5

23.4

23.2

20.5

17.2

14.7

3.7

18.4

21.0

23.6

21.6

20.2

8.6

9.2

11.1

14.4

17.2

13.5

16.0

6.5

4.8

7.1

9.5

16.0

18.5

1.0

0.8

2.9

3.3

3.1

3.7

1.0

1.2

2.1

3.3

9.8

7.4

1.0

1.2

1.8

4.4

5.5

25.9

1.3

2.4

2.4

3.7

4.9

13.6

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

満65～69歳(N=696)

満70～74歳(N=505)

満75～79歳(N=381)

満80～84歳(N=273)

満85～89歳(N=163)

満90歳以上(N=81)

ほぼ毎日 週に４～５日 週に３日

週に２日 週に１日 ２週に１日

月に１回 ほとんど外出しない 無回答

図表2-6-3  問6-1(1) 外出頻度 × 問1-2 年齢 【65歳以上】



- 143 -

主観的健康感別にみると、「ほぼ毎日」「週に４～５日」を合わせた割合は、 

「健康である」と回答した人は 65.7％と最も高く、自分が健康ではないと回答した人

ほどその割合は低くなっている。 

45.3

30.1

20.5

15.2

29.4

20.4

23.3

20.8

10.1

23.5

17.4

21.7

20.8

17.9

17.6

8.3

11.4

14.1

19.1

5.9

4.7

7.2

10.0

11.3

5.9

0.3

1.5

1.9

5.1

5.9

1.7

1.6

4.7

4.3

1.4

1.7

3.6

9.7

5.9

0.6

1.5

3.6

7.4

5.9

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

健康である(N=362)

おおむね健康である

(N=1,076)

あまり健康ではない(N=361)

健康ではない(N=257)

わからない(N=17)

ほぼ毎日 週に４～５日 週に３日

週に２日 週に１日 ２週に１日

月に１回 ほとんど外出しない 無回答

図表2-6-4 問6-1(1) 外出頻度 × 問4-1 主観的健康感 【65歳以上】
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要介護認定の状況別にみると、「ほぼ毎日」「週に４～５日」を合わせた割合は、 

要支援１から要介護１までで、20％を超えている。 

33.5

12.5

9.7

8.6

8.3

28.6

22.5

10.2

14.5

12.1

11.4

8.3

25.0

25.0

20.4

27.3

14.5

15.5

11.4

16.7

11.1

21.4

11.8

12.5

22.6

13.8

11.4

20.8

20.0

25.0

3.6

6.7

17.0

11.3

13.8

11.4

8.3

40.0

22.2

7.1

1.3

5.7

8.1

1.7

6.8

4.2

11.1

25.0

1.5

6.8

4.8

10.3

13.6

8.3

10.0

7.1

1.0

4.5

4.8

20.7

22.7

20.8

10.0

44.4

25.0

7.1

1.4

3.4

9.7

3.4

11.4

4.2

20.0

11.1

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

要介護認定を受けていない

(N=1,583)

「要支援１」と認定(N=88)

「要支援２」と認定(N=62)

「要介護１」と認定(N=58)

「要介護２」と認定(N=44)

「要介護３」と認定(N=24)

「要介護４」と認定(N=10)

「要介護５」と認定(N=9)

要介護認定を受け、

「非該当（自立）」(N=4)

わからない(N=28)

ほぼ毎日 週に４～５日 週に３日

週に２日 週に１日 ２週に１日

月に１回 ほとんど外出しない 無回答

図表2-6-5 問6-1(1) 外出頻度 × 問4-10 要介護認定を受けているか 【65歳以上】
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（２）外出の移動手段 ［複数回答］ 

外出をしている方にうかがいます。外出する際の移動手段は何ですか。あてはまるも

のすべてに○をつけてください。 

問６-１（１）で、「外出する」と回答した方に、外出する際の移動手段をたずねたと

ころ、「徒歩」(59.6％)が最も多く、次いで、「市電・地下鉄・路線バス」(58.3％)、「自

家用車（自分で運転）」(34.9％)となっている。 

59.6

18.1

34.9

20.6

12.0

58.3

16.6

2.6

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

徒歩（つえ等を使用する場合を含む）

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（家族、知人などに乗せてもらう）

ＪＲ（鉄道）

市電・地下鉄・路線バス

タクシー

その他

無回答

図表2-6-6 外出の移動手段

65歳以上(N=1,978)
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年齢別にみると、満 65～69 歳では、「自家用車（自分で運転）」の割合が、他の年齢

層に比べて高くなっている。また、満 70 歳以上では、年齢層が高くなるほど、「徒歩（つ

え等を使用する場合を含む）」「市電・地下鉄・路線バス」の割合が低くなり、「自家用

車（家族、知人などに乗せてもらう）」「タクシー」の割合が高くなっている。 

62.2

17.5

30.4

18.6

12.1

62.7

16.4

3.3

0.8

0% 50% 100%

満75～79歳(N=365)

63.9

21.4

39.2

19.5

12.7

66.3

13.8

1.6

0.6

0% 50% 100%

満70～74歳(N=487)

55.6

20.0

48.2

20.9

14.4

50.0

11.5

0.7

0.6

0% 50% 100%

徒歩（つえ等を使用する場合を含む）

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（家族、知人などに

乗せてもらう）

ＪＲ（鉄道）

市電・地下鉄・路線バス

タクシー

その他

無回答

満65～69歳(N=680)

40.8

2.0

2.0

40.8

4.1

30.6

34.7

18.4

-

0% 50% 100%

満90歳以上(N=49)

58.9

13.7

9.6

25.3

10.3

58.9

32.9

8.2

1.4

0% 50% 100%

満85～89歳(N=146)

62.2

13.1

18.3

18.3

6.8

63.7

23.1

2.4

1.2

0% 50% 100%

徒歩（つえ等を使用する場合を含む）

自転車

自家用車（自分で運転）

自家用車（家族、知人などに

乗せてもらう）

ＪＲ（鉄道）

市電・地下鉄・路線バス

タクシー

その他

無回答

満80～84歳(N=251)

図表 2-6-7 問 6-1(2) 外出の移動手段 × 問 1-2 年齢
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問６-２ 日中一人で過ごすことはあるか 

あなたは日中、ひとりで過ごすことが、１週間に何日くらいありますか。あてはまる

もの１つに○をつけてください。 

日中、ひとりで過ごすことが１週間に何日くらいあるかたずねたところ、「ない」

(31.8％)が最も多く、次いで、「ほとんどない（月に数日程度）」(25.9％)、「週に１～

２日」(15.6％)となっている。 

31.8

25.9

15.6

13.2

9.2

4.2

0% 10% 20% 30% 40%

ない

ほとんどない（月に数日程度）

週に１～２日

週に３～５日

週に６～７日

無回答

図表2-6-8 日中一人で過ごすことはあるか

65歳以上(N=2,099)
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男女別にみると、男性の方が「ない」「ほとんどない（月に数日程度）」の割合が高く

なっている。 

年齢別にみると、満 89歳までは年齢層が高くなるにつれ「ない」「ほとんどない」と

する割合が低くなり、満 85～89 歳は 43.6％となっている。 

37.2

27.8

29.9

22.3

14.4

16.6

8.6

16.9

7.3

11.0

2.6

5.4

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

男性(N=922)

女性(N=1,119)

ない ほとんどない（月に数日程度）

週に１～２日 週に３～５日

週に６～７日 無回答

図表2-6-9 問6-2 日中一人で過ごすことはあるか × 問1-1 性別 【65歳以上】

33.2

33.7

33.3

26.7

22.7

35.8

26.1

26.7

26.8

27.8

20.9

18.5

15.8

17.0

12.6

17.6

16.6

11.1

13.2

11.7

13.9

11.7

19.0

12.3

8.3

8.5

10.5

9.9

11.7

8.6

3.3

2.4

2.9

6.2

9.2

13.6

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

満65～69歳(N=696)

満70～74歳(N=505)

満75～79歳(N=381)

満80～84歳(N=273)

満85～89歳(N=163)

満90歳以上(N=81)

ない ほとんどない（月に数日程度）

週に１～２日 週に３～５日

週に６～７日 無回答

図表2-6-10 問6-2 日中一人で過ごすことはあるか × 問1-2 年齢 【65歳以上】
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同居者の続柄別にみると、「親または配偶者の親」「配偶者（夫または妻）」と同居し

ている人は、「ない」「ほとんどない」とする割合が特に高くなっている。 

8.0

42.0

38.1

33.0

37.8

55.3

37.6

31.0

8.2

32.5

25.7

28.5

20.7

38.3

21.6

24.1

19.0

14.0

14.0

14.9

18.3

6.4

14.4

24.1

26.5

7.2

11.1

12.4

18.3

17.6

13.8

31.0

1.5

6.8

6.2

2.4

3.2

3.4

7.3

2.7

4.2

5.1

2.4

5.6

3.4

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

ひとり暮らし(N=452)

配偶者（夫または妻）

(N=1,318)

息子(N=307)

娘(N=355)

子の配偶者(N=82)

親または配偶者の親(N=47)

孫(N=125)

兄弟・姉妹(N=29)

ない ほとんどない（月に数日程度）

週に１～２日 週に３～５日

週に６～７日 無回答

図表2-6-11 問6-2 日中一人で過ごすことはあるか × 問2-1(1) 同居者の続柄

【65歳以上】
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問６-３ 主に食事を用意する人 

主に食事の用意をする人はどなたですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

主に食事の用意をする人についてたずねたところ、「自分自身」(55.6％)が最も多く、

次いで、「同居家族」(38.2％)となっている。 

55.6

38.2

0.2

0.1

0.3

0.7

0.9

2.2

1.8

0% 20% 40% 60%

自分自身

同居家族

別居家族

近所の人

友人・知人

ホームヘルパー

配食サービスを利用

その他

無回答

図表2-6-12 主に食事を用意する人

65歳以上(N=2,099)
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年齢別にみると、年齢層が高くなるほど「自分自身」とする割合が低くなり、満 85

～89 歳は 39.9％、満 90 歳以上は 14.8％となっている。 

61.5

63.0

56.7

47.3

39.9

14.8

36.5

34.3

38.3

42.9

41.1

54.3

0.7

0.6

1.2

0.2

0.3

0.4

0.2

0.3

0.6

0.4

0.8

0.7

3.1

3.7

0.3

0.8

1.1

4.3

3.7

0.7

0.8

1.6

4.0

6.7

12.3

0.6

1.2

1.3

3.3

3.7

9.9

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

満65～

69歳(N=696)

満70～

74歳(N=505)

満75～

79歳(N=381)

満80～

84歳(N=273)

満85～

89歳(N=163)

満90歳以上

(N=81)

自分自身 同居家族 別居家族

近所の人 友人・知人 ホームヘルパー

配食サービスを利用 その他 無回答

図表2-6-13 問6-3 主に食事を用意する人 × 問1-2 年齢 【65歳以上】
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問６-４ 主に洗濯・掃除をする人 

主に洗濯や掃除をする人はどなたですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。

主に洗濯や掃除をする人についてたずねたところ、「自分自身」(59.3％)が最も多く、

次いで、「同居家族」(35.6％)となっている。 

59.3

35.6

0.5

0.1

0.1

1.4

1.3

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

自分自身

同居家族

別居家族

近所の人

友人・知人

ホームヘルパー

その他

無回答

図表2-6-14 主に洗濯・掃除をする人

65歳以上(N=2,099)
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年齢別にみると、年齢層が高くなるほど「自分自身」とする割合が低くなり、満 85

～89 歳は 47.2％、満 90 歳以上は 24.7％となっている。 

62.4

65.9

61.7

53.1

47.2

24.7

36.1

31.5

34.6

40.3

36.8

44.4

0.3

1.1

1.8

3.7

0.2

0.3

0.2

0.3

0.6

0.1

0.6

0.8

1.1

8.0

8.6

0.7

0.6

0.8

1.8

1.8

9.9

0.7

1.0

1.3

2.6

3.7

8.6

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

満65～

69歳(N=696)

満70～

74歳(N=505)

満75～

79歳(N=381)

満80～

84歳(N=273)

満85～

89歳(N=163)

満90歳以上

(N=81)

自分自身 同居家族 別居家族 近所の人

友人・知人 ホームヘルパー その他 無回答

図表2-6-15 問6-4 主に洗濯・掃除をする人 × 問1-2 年齢 【65歳以上】
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問６-５ 主に日常の買い物をする人 

主に日常の買い物を行うのはどなたですか。あてはまるもの１つに○をつけてくださ

い。 

主に日常の買い物を行う人についてたずねたところ、「自分自身で店舗へ行く」

(57.1％)が最も多く、次いで、「同居家族」(34.5％)となっている。 

57.1

1.8

34.5

2.0

0.1

0.2

0.7

2.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

自分自身で店舗へ行く

自分自身でネットスーパーや通信販売等、

宅配サービスを利用して買う

同居家族

別居家族

近所の人

友人・知人

ホームヘルパー

その他

無回答

図表2-6-16 主に日常の買い物をする人

65歳以上(N=2,099)
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年齢別にみると、年齢層が高くなるにつれ「自分自身で店舗へ行く」とする割合が低

くなり、満 85～89 歳は 46.0％、満 90 歳以上は 11.1％となっている。 

63.2

63.0

55.9

52.4

46.0

11.1

0.4

1.6

2.1

2.6

4.3

4.9

32.8

32.3

35.2

37.7

33.7

51.9

0.6

0.4

2.1

2.2

6.7

13.6

0.2

0.3

0.4

0.3

0.6

0.4

0.2

0.5

0.4

2.5

3.7

1.6

1.0

2.6

1.8

2.5

7.4

1.0

1.0

1.0

2.9

3.7

7.4

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

満65～

69歳(N=696)

満70～

74歳(N=505)

満75～

79歳(N=381)

満80～

84歳(N=273)

満85～

89歳(N=163)

満90歳以上

(N=81)

自分自身で店舗へ行く 自分自身でネットスーパーや通信販売等、

宅配サービスを利用して買う

同居家族 別居家族

近所の人 友人・知人

ホームヘルパー その他

無回答

図表2-6-17 問6-5 主に日常の買い物をする人 × 問1-2 年齢 【65歳以上】



- 156 -

問６-６ 体調を崩したときに相談する相手 ［複数回答］ 

あなたが体調を崩したときに、身体の不調をどなたに相談しますか。あてはまるもの

すべてに○をつけてください。 

体調を崩したときに、身体の不調を誰に相談するかについてたずねたところ、「配偶

者（夫又は妻）」(59.0％)が最も多く、次いで、「子（子の配偶者を含む）」(49.4％)、

「かかりつけ医」(26.1％)となっている。 

59.0

49.4

15.1

0.7

2.2

2.6

11.4

0.6

0.2

26.1

3.0

1.2

1.7

2.7

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

かかりつけ医

ケアマネジャー

ホームヘルパー

その他

特にいない

無回答

図表2-6-18 体調を崩したときに相談する相手

65歳以上(N=2,099)
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家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人は「子（子の配偶者を含む）」

(46.5％)、「かかりつけ医」(31.0％)の順に高くなっており、「家族がいる」と回答した

人は「配偶者（夫又は妻）」(75.2％)、「子（子の配偶者を含む）」(50.3％)の順に高く

なっている。 

0.7

46.5

23.5

0.0

4.9

5.8

24.1

2.4

0.4

31.0

7.1

4.0

3.8

8.4

2.2

75.2

50.3

12.7

0.9

1.5

1.7

7.9

0.1

0.2

24.9

1.8

0.4

1.1

1.0

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

かかりつけ医

ケアマネジャー

ホームヘルパー

その他

特にいない

無回答

ひとり暮らし(N=452) 家族がいる(N=1,641)

図表2-6-19 問6-6 体調を崩したときに相談する相手 × 問2-1 同居家族の有無

【65歳以上】
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問６-７ 体調を崩したときに病院の付き添いを頼む相手 ［複数回答］ 

あなたが体調を崩したときに、病院への付き添いをお願いする人はどなたですか。あ

てはまるものすべてに○をつけてください。 

体調を崩したときに、病院への付き添いをお願いする人についてたずねたところ、「配

偶者（夫又は妻）」(56.1％)が最も多く、次いで、「子（子の配偶者を含む）」(48.2％)、

「兄弟姉妹」(9.6％)となっている。 

56.1

48.2

9.6

0.1

2.6

1.1

5.4

0.4

0.0

2.6

9.3

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

その他

特にいない

無回答

図表2-6-20 体調を崩したときに病院の付き添いを頼む相手

65歳以上(N=2,099)
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家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人は「子（子の配偶者を含む）」

(42.9％)、「特にいない」(26.3％)の順に高くなっており、「家族がいる」と回答した人

は「配偶者（夫又は妻）」(71.4％)、「子（子の配偶者を含む）」(49.7％)の順に高くな

っている。 

1.1

42.9

17.5

0.4

5.8

2.4

14.6

1.3

0.0

6.4

26.3

2.9

71.4

49.7

7.5

0.1

1.7

0.7

2.9

0.1

0.1

1.5

4.6

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

その他

特にいない

無回答

ひとり暮らし(N=452) 家族がいる(N=1,641)

図表2-6-21 問6-7 体調を崩したときに病院の付き添いを頼む相手 × 問2-1 同居家族の有無

【65歳以上】
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問６-８ 体調を崩したときに買い物を頼む相手 ［複数回答］ 

あなたが体調を崩したときに、買い物をお願いする人はどなたですか。あてはまるも

のすべてに○をつけてください。 

体調を崩したときに、買い物をお願いする人についてたずねたところ、「配偶者（夫

又は妻）」(55.2％)が最も多く、次いで、「子（子の配偶者を含む）」(48.7％)、「特にい

ない」(8.6％)となっている。 

55.2

48.7

7.2

0.0

2.4

1.9

5.7

0.0

0.0

2.2

8.6

3.1

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

その他

特にいない

無回答

図表2-6-22 体調を崩したときに買い物を頼む相手

65歳以上(N=2,099)
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家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人は「子（子の配偶者を含む）」

(39.6％)、「特にいない」(27.9％)の順に高くなっており、「家族がいる」と回答した人

は、「配偶者（夫又は妻）」(70.4％)、「子（子の配偶者を含む）」(51.2％)の順に高くな

っている。 

0.7

39.6

13.9

0.0

5.1

4.4

16.8

0.2

0.0

5.5

27.9

4.0

70.4

51.2

5.4

0.0

1.7

1.2

2.7

0.0

0.0

1.3

3.3

2.8

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者（夫又は妻）

子（子の配偶者を含む）

兄弟姉妹

親

その他の親族

近所の人

友人・知人

民生委員

町内会・町内会役員

その他

特にいない

無回答

ひとり暮らし(N=452) 家族がいる(N=1,641)

図表2-6-23 問6-8 体調を崩したときに買い物を頼む相手 × 問2-1 同居家族の有無

【65歳以上】
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問６-９ 預貯金の出し入れができなくなった場合に頼む相手 

将来、自分で預貯金の出し入れができなくなった場合、頼める人はいますか。あては

まるものに○をつけてください。 

将来、自分で預貯金の出し入れができなくなった場合、頼める人がいるかについてた

ずねたところ、「いる」は 87.2％、「いない」は 9.2％となっている。 

家族構成別にみると、「いる」とする割合は、ひとり暮らしの人は、74.3％、家族が

いる人は、90.9％となっている。 

いる

87.2%

いない

9.2%

無回答

3.6%

図表2-6-24 預貯金の出し入れができなくなった場合に頼む相手【65歳以上】

(N=2,099)  

74.3

90.9

21.2

5.9

4.4

3.3

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

ひとり暮らし(N=452)

家族がいる(N=1,641)

いる いない 無回答

図表2-6-25 問6-9 預貯金の出し入れができなくなった場合に頼む相手 × 問2-1 同居家族の有無

【65歳以上】
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問６-10 介護予防のために利用しているもの ［複数回答］ 

「介護予防」とは、要介護状態にならないように取り組むこと、または、要介護状態

であってもその悪化を防ぐよう取り組むことをいいます。あなたが、介護予防のため

に利用しているものについて、あてはまるものすべてに○をつけてください。 

介護予防のために利用しているものについてたずねたところ、「運動機能向上のため

の教室（膝痛・腰痛対策、転倒防止対策）」(14.6％)が最も多く、次いで、「閉じこもり

予防のための仲間づくり」(11.8％)、「食生活（栄養等）の改善のための教室」(9.3％)

となっている。一方、「特にない」は 57.5％となっている。 

7.0

14.6

9.3

5.5

7.1

2.6

11.8

7.3

5.1

57.5

10.3

0% 20% 40% 60% 80%

介護予防の知識全般を学べる教室

運動機能向上のための教室（膝痛・腰痛対策、

転倒防止対策）

食生活（栄養等）の改善のための教室

歯や口の機能の維持向上を図るための教室

認知症予防のための教室

老齢期のうつ予防の必要性や対処法を理解す

るための教室

閉じこもり予防のための仲間づくり

健康・介護の悩みや心配事を相談する場

その他

特にない

無回答

図表2-6-26 介護予防のために利用しているもの

65歳以上(N=2,099)
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問６-11 認知症予防のために取組んでいること ［複数回答］ 

あなたは、認知症予防のために取り組んでいることはありますか。あてはまるものす

べてに○をつけてください。 

認知症予防のために取り組んでいることについてたずねたところ、「運動を心がける」

(54.5％)が最も多く、次いで、「趣味を持つ」(47.3％)、「栄養のバランスに気をつける」

(44.3％)となっている。 

54.5

32.8

44.3

43.6

47.3

3.7

19.6

4.1

0% 20% 40% 60% 80%

運動を心がける

口腔の手入れ

栄養のバランスに気をつける

人との交流

趣味を持つ

その他

特にない

無回答

図表2-6-27 認知症予防のために取組んでいること

65歳以上(N=2,099)
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２．７ 介護保険について 

問７-１ 介護保険料段階【65 歳以上のみ】 

介護保険料の段階は何段階ですか。あてはまるもの１つに○をつけてください。 

介護保険料の段階についてたずねたところ、「第１段階」(14.1％)が最も多く、次い

で、「第７段階」(9.6％)、「第４段階」(8.9％)となっている。 

14.1

7.2

7.0

8.9

5.2

5.7

9.6

8.4

2.0

2.1

14.5

15.3

0% 5% 10% 15% 20%

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第10段階

わからない

無回答

図表2-7-1 介護保険料段階

65歳以上(N=2,124)
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問７-２ 介護保険料の負担感【65 歳以上のみ】 

あなたは、現在支払っている介護保険料について、どう思いますか。あてはまるもの

１つに○をつけてください。 

現在支払っている介護保険料の負担感についてたずねたところ、「負担ではあるが、

なんとかやりくりしている」(48.1％)が最も多く、次いで、「これくらいの負担はやむ

をえないと思う」(22.9％)、「現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい」(11.1％)

となっている。 

介護の状況別にみると、大きな差はみられないが、「介護を受けている」と回答した

人は、「これくらいの負担はやむをえないと思う」とする割合が 25.3％とやや高くなっ

ている。 

4.4

22.9

48.1

11.1

2.2

6.3

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50%

特に負担とは思わない

これくらいの負担はやむをえないと思う

負担ではあるが、なんとかやりくりしている

現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい

その他

わからない

無回答

図表2-7-2 介護保険料の負担感

65歳以上(N=2,124)

3.4

7.8

9.0

23.8

16.7

25.3

49.8

43.2

42.1

10.9

17.7

7.7

2.8

0.5

0.9

5.3

8.3

10.4

3.9

5.7

4.5

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

介護は必要ない(N=1,531)

何らかの介護は必要だが、

現在は受けていない(N=192)

介護を受けている(N=221)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-3 問7-2 介護保険料の負担感 × 問4-9 介護を受けているか 【65歳以上】
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要介護認定の状況別では、特に目立った傾向は見られない。 

3.5

6.8

8.1

12.1

6.8

40.0

11.1

7.1

23.1

25.0

30.6

22.4

15.9

37.5

20.0

33.3

50.0

7.1

50.7

46.6

32.3

39.7

54.5

29.2

20.0

11.1

50.0

21.4

11.6

9.1

11.3

6.9

4.5

12.5

11.1

25.0

2.7

1.6

1.7

11.1

4.9

8.0

11.3

8.6

13.6

16.7

20.0

11.1

32.1

3.6

4.5

4.8

8.6

4.5

4.2

11.1

7.1

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

要介護認定を受けて

いない(N=1,583)

「要支援１」と認定(N=88)

「要支援２」と認定(N=62)

「要介護１」と認定(N=58)

「要介護２」と認定(N=44)

「要介護３」と認定(N=24)

「要介護４」と認定(N=10)

「要介護５」と認定(N=9)

要介護認定を受け、

「非該当（自立）」(N=4)

わからない(N=28)

特に負担とは思わない

これくらいの負担はやむをえないと思う

負担ではあるが、なんとかやりくりしている

現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい

その他

わからない

無回答

図表2-7-4 問7-2 介護保険料の負担感 × 問4-10 要介護認定を受けているか

【65歳以上】
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介護保険料の所得段階別に、「特に負担とは思わない」「これくらいの負担はやむをえ

ないと思う」を合わせた割合をみると、第７段階以上は、所得段階が高くなるにつれそ

の割合は高くなっており、「第 10段階」と回答した人は、60.0％となっている。 

7.3

3.3

2.7

2.6

2.7

1.6

3.0

2.8

4.7

11.1

5.2

34.0

20.9

24.2

21.7

25.5

18.9

15.8

27.9

39.5

48.9

18.2

35.7

54.9

55.7

58.7

61.8

66.4

56.2

53.6

44.2

26.7

36.5

10.3

15.7

14.8

14.8

3.6

8.2

16.7

6.1

2.3

13.0

1.7

1.3

0.5

5.5

1.6

4.4

2.8

4.7

4.4

2.3

9.0

3.9

0.7

0.5

0.9

3.3

2.0

3.9

2.3

4.4

22.5

2.0

1.3

0.7

1.1

2.0

2.8

2.3

4.4

2.3

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

第１段階(N=300)

第２段階(N=153)

第３段階(N=149)

第４段階(N=189)

第５段階(N=110)

第６段階(N=122)

第７段階(N=203)

第８段階(N=179)

第９段階(N=43)

第10段階(N=45)

わからない(N=307)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-5 問7-2 介護保険料の負担感 × 問7-1 介護保険料段階 【65歳以上】
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経済的ゆとり感別にみると、「特に負担とは思わない」とする割合は、「大変ゆとりが

ある」と回答した人が 28.6％と高くなっている一方で、「現在の負担は苦しく、やりく

りがむずかしい」とする割合は、「大変苦しい」と回答した人が 40.7％と高くなってい

る。 

28.6

12.4

5.1

1.6

2.8

38.1

51.3

29.3

13.3

4.9

14.3

25.7

49.2

60.2

37.0

3.7

15.6

40.7

19.0

1.8

2.0

1.4

3.3

5.3

6.5

5.7

9.3

3.5

4.2

2.1

2.0

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

大変ゆとりがある(N=21)

ややゆとりがある(N=113)

普通(N=1,098)

やや苦しい(N=563)

大変苦しい(N=246)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-6 問7-2 介護保険料の負担感 × 問8-1 経済的ゆとり感 【65歳以上】
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個人の年収別に、「特に負担とは思わない」「これくらいの負担はやむをえないと思う」

を合わせた割合をみると、年収が高いほど、その割合は高くなっている。 

1.4

3.4

5.1

4.2

4.1

3.9

11.1

10.0

9.1

6.7

9.9

19.3

20.4

22.9

21.1

31.5

33.3

38.9

80.0

40.9

66.7

20.9

45.5

54.2

49.2

55.8

45.2

43.1

33.3

10.0

22.7

6.7

29.7

21.4

13.4

11.4

10.3

4.8

3.9

5.6

4.5

16.5

1.4

1.7

2.0

1.8

4.8

5.9

13.3

1.1

8.3

4.1

5.9

3.9

5.5

5.9

11.1

22.7

6.7

16.5

2.8

2.9

3.5

2.9

4.1

3.9

5.5

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

50万円未満(N=145)

50～100万円未満(N=417)

100～200万円未満(N=545)

200～300万円未満(N=380)

300～400万円未満(N=146)

400～500万円未満(N=51)

500～600万円未満(N=18)

600～700万円未満(N=10)

700～1,000万円未満(N=22)

1,000万円以上(N=15)

わからない(N=91)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-7 問7-2 介護保険料の負担感 × 問8-3(1) 個人の収入 【65歳以上】
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世帯全体の年収別にみると、個人の年収別と同様に、「特に負担とは思わない」 

「これくらいの負担はやむをえないと思う」を合わせた割合は、世帯収入が高いほど、

その割合は高くなっている。 

4.4

2.9

4.7

3.0

5.4

5.6

6.1

2.7

12.1

9.6

15.6

17.7

21.1

20.1

24.6

32.1

24.1

48.5

40.5

48.5

20.5

40.6

46.0

48.5

56.5

57.0

42.9

53.7

24.2

32.4

9.1

37.8

21.9

14.2

17.7

12.2

6.5

6.3

3.7

6.1

3.0

12.8

1.8

1.0

1.2

2.7

4.5

5.6

9.1

2.7

9.1

1.3

15.6

11.5

6.3

2.4

5.0

4.5

3.7

3.0

18.9

12.1

11.5

6.3

4.4

2.4

3.0

1.2

4.5

3.7

3.0

2.7

6.1

6.4

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

50万円未満(N=32)

50～100万円未満(N=113)

100～200万円未満(N=412)

200～300万円未満(N=508)

300～400万円未満(N=337)

400～500万円未満(N=112)

500～600万円未満(N=54)

600～700万円未満(N=33)

700～1,000万円未満(N=37)

1,000万円以上(N=33)

わからない(N=156)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-8 問7-2 介護保険料の負担感 × 問8-3(2) 世帯収入 【65歳以上】
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世帯全体の貯蓄額別にみると、「特に負担とは思わない」「これくらいの負担はやむを

えないと思う」を合わせた割合は、世帯貯蓄額が高いほど、その割合は高い傾向にある。 

3.7

2.0

6.1

2.6

0.9

3.7

6.8

5.3

5.0

10.4

6.5

15.2

13.6

22.4

20.5

20.6

29.0

26.8

25.0

32.7

35.6

44.0

18.6

49.2

55.1

55.1

52.6

57.9

57.0

56.7

53.8

41.6

48.5

35.2

40.5

20.7

17.7

10.2

17.9

11.2

7.5

4.9

4.5

4.4

1.0

2.4

13.1

1.5

3.4

1.0

1.3

0.9

1.1

1.8

0.8

4.4

4.0

3.2

2.4

7.1

4.8

3.1

5.1

4.7

5.4

2.4

2.3

8.0

2.0

3.2

13.7

2.5

3.4

2.0

3.7

3.7

6.8

3.5

4.0

1.6

5.2

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

100万円未満(N=323)

100万円以上

200万円未満(N=147)

200万円以上

300万円未満 (N=98)

300万円以上

400万円未満 (N=78)

400万円以上

500万円未満(N=107)

500万円以上

700万円未満 (N=93)

700万円以上

1,000万円未満(N=164)

1,000万円以上

1,500万円未満(N=132)

1,500万円以上

2,000万円未満(N=113)

2,000万円以上

3,000万円未満(N=101)

3,000万円以上(N=125)

わからない(N=291)

特に負担とは思わない
これくらいの負担はやむをえないと思う
負担ではあるが、なんとかやりくりしている
現在の負担は苦しく、やりくりがむずかしい
その他
わからない
無回答

図表2-7-9 問7-2 介護保険料の負担感 × 問8-5 世帯貯蓄額 【65歳以上】
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問７-３ 介護保険料の負担のあり方【65 歳以上のみ】 

あなたは、今後の介護保険料の負担はどうあるべきだと思いますか。あてはまるもの

１つに○をつけてください。 

今後の介護保険料の負担のあり方についてたずねたところ、「所得の高い人の負担を

増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)」(52.8％)が最も多く、次いで、

「所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う」(18.0％)となって

いる。 

18.0

52.8

1.3

2.6

18.2

7.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバラン

スで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負

担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負

担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-10 介護保険料の負担のあり方

65歳以上(N=2,124)
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年齢別にみると、「所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす（累

進性を強める）」とする割合は、満 70～74 歳が最も高く、60.4％となっており、次いで、

満 65～69 歳(58.8％)、満 75～79 歳(50.0％)となっている。 

16.4

14.6

17.5

23.9

26.6

17.0

58.8

60.4

50.0

43.8

31.8

42.0

1.6

1.8

0.8

0.7

1.7

2.9

3.1

3.4

1.8

0.6

15.5

14.2

19.4

21.7

26.6

30.7

4.9

5.9

8.9

8.0

12.7

10.2

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

満65～69歳(N=697)

満70～74歳(N=508)

満75～79歳(N=382)

満80～84歳(N=276)

満85～89歳(N=173)

満90歳以上(N=88)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-11 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問1-2 年齢 【65歳以上】
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介護保険料の所得段階別にみると、「所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の

負担を減らす（累進性を強める）」とする割合は、第３段階が最も高く、68.5％となっ

ており、次いで、第６段階(63.9％)、第４段階(63.0％)となっている。 

21.0

19.0

16.1

18.0

20.0

14.8

25.6

20.7

34.9

33.3

10.7

47.0

58.8

68.5

63.0

59.1

63.9

55.7

54.7

25.6

40.0

51.8

0.7

0.7

0.7

1.1

0.9

3.0

1.1

4.7

6.7

1.3

1.0

0.7

2.0

1.6

8.2

2.5

2.5

4.5

16.3

2.3

26.0

19.6

10.1

12.7

8.2

17.2

11.3

16.8

16.3

15.6

30.3

4.3

1.3

2.7

3.7

3.6

1.6

2.0

2.2

2.3

4.4

3.6

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

第１段階(N=300)

第２段階(N=153)

第３段階(N=149)

第４段階(N=189)

第５段階(N=110)

第６段階(N=122)

第７段階(N=203)

第８段階(N=179)

第９段階(N=43)

第10段階(N=45)

わからない(N=307)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-12 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問7-1 介護保険料段階 【65歳以上】
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介護保険料の負担感別にみると、「所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負

担を減らす（累進性を強める）」とする割合は、「現在の負担は苦しく、やりくりがむず

かしい」と回答した人が最も高く、71.9％となっている。 

34.4

34.6

15.5

6.4

2.1

4.5

34.4

46.5

62.3

71.9

44.7

22.4

1.1

0.6

1.3

2.6

4.3

0.7

0.6

2.8

3.8

25.5

0.7

25.8

14.8

15.2

13.2

17.0

67.9

4.3

2.9

2.9

2.1

6.4

3.7

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

特に負担とは思わない

(N=93)

これくらいの負担はやむを

えないと思う(N=486)

負担ではあるが、なんとか

やりくりしている(N=1,022)

現在の負担は苦しく、やり

くりがむずかしい(N=235)

その他(N=47)

わからない(N=134)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-13 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問7-2 介護保険料の負担感

【65歳以上】
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現在の生活のゆとり感別にみると、「所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の

負担を減らす（累進性を強める）」とする割合は、「やや苦しい」と回答した人が最も高

く 61.3％となっており、次いで、「大変苦しい」(60.2％)となっている。 

23.8

36.3

21.3

11.9

10.2

38.1

38.9

51.0

61.3

60.2

4.8

2.7

1.3

0.9

2.0

4.8

3.5

2.0

2.7

4.5

28.6

15.0

17.8

19.0

19.9

3.5

6.6

4.3

3.3

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

大変ゆとりがある(N=21)

ややゆとりがある(N=113)

普通(N=1,098)

やや苦しい(N=563)

大変苦しい(N=246)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-14 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問8-1 経済的ゆとり感 【65歳以上】
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個人の年収別にみると、年収が高い人ほど、「所得の高い人と低い人とは、現状ぐら

いのバランスで負担し合う」とする割合が高くなる傾向にある。 

13.1

15.3

18.0

18.2

28.8

29.4

27.8

40.0

36.4

46.7

9.9

57.9

60.4

57.8

58.9

46.6

33.3

38.9

40.0

27.3

26.7

33.0

2.1

1.0

0.7

1.1

0.7

5.9

5.6

4.5

13.3

2.2

1.4

2.6

1.7

4.5

2.7

9.8

5.6

2.2

22.1

14.9

16.1

14.5

16.4

17.6

22.2

20.0

27.3

13.3

46.2

3.4

5.8

5.7

2.9

4.8

3.9

4.5

6.6

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

50万円未満(N=145)

50～100万円未満(N=417)

100～200万円未満(N=545)

200～300万円未満(N=380)

300～400万円未満(N=146)

400～500万円未満(N=51)

500～600万円未満(N=18)

600～700万円未満(N=10)

700～1,000万円未満(N=22)

1,000万円以上(N=15)

わからない(N=91)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-15 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問8-3(1) 個人の収入 【65歳以上】
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世帯全体の年収別にみると、個人の年収別と同様に、世帯収入が高い人ほど、「所得

の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う」とする割合が高くなる傾

向にある。 

12.5

15.9

15.5

15.4

22.3

28.6

20.4

30.3

32.4

36.4

12.8

53.1

47.8

60.0

62.6

57.6

44.6

44.4

48.5

37.8

21.2

40.4

6.3

1.8

0.5

0.6

1.2

0.9

7.4

2.7

12.1

1.9

0.9

1.9

3.1

3.0

4.5

14.8

3.0

1.3

28.1

24.8

17.7

14.2

13.4

17.9

9.3

15.2

24.3

21.2

35.9

8.8

4.4

4.1

2.7

3.6

3.7

3.0

2.7

9.1

7.7

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

50万円未満(N=32)

50～100万円未満(N=113)

100～200万円未満(N=412)

200～300万円未満(N=508)

300～400万円未満(N=337)

400～500万円未満(N=112)

500～600万円未満(N=54)

600～700万円未満(N=33)

700～1,000万円未満(N=37)

1,000万円以上(N=33)

わからない(N=156)

所得の高い人と低い人とは、現状ぐらいのバランスで負担し合う

所得の高い人の負担を増やし、所得の低い人の負担を減らす(累進性を強める)

所得の高い人の負担を減らし、所得の低い人の負担を増やす(累進性を弱める)

その他

わからない

無回答

図表2-7-16 問7-3 介護保険料の負担のあり方 × 問8-3(2) 世帯収入 【65歳以上】
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問７-４ 介護サービスと保険料の関係 

介護保険では、介護サービスを充実させることで、介護保険料が上がりますが、介護

サービスと保険料の関係について、あなたはどのように考えますか。あてはまるもの

１つに○をつけてください。 

介護保険料と介護サービスの関連についてたずねたところ、64 歳以下・65 歳以上共

に「介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである」が

最も多く、64 歳以下は 44.2％、65 歳以上は 49.7％となっている。次いで、64 歳以下

は「介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきで

ある」(21.5％)となっており、65 歳以上は、「介護保険料を安くするため、介護サービ

スの量を減らしても構わない」(9.6％)となっている。 

21.5

44.2

3.7

5.9

22.1

2.6

0% 20% 40% 60%

介護保険料は今より高くなっても良いので、

介護サービスを積極的に増やすべきである

介護保険料は現状程度とし、介護サービスの

量も現状程度を維持すべきである

介護保険料を安くするため、介護サービスの

量を減らしても構わない

その他

わからない

無回答

図表2-7-17 介護サービスと保険料の関係

64歳以下(N=643)

5.5

49.7

9.6

4.1

24.1

7.0

0% 20% 40% 60%

65歳以上(N=2,130)



- 181 -

介護保険料の所得段階別に、「介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サー

ビスを積極的に増やすべきである」とする割合をみると、「第 10段階」と回答した人は

22.2％と最も高くなっている。 

4.0

4.6

5.4

4.8

5.5

3.3

5.4

8.9

4.7

22.2

6.8

50.7

54.2

58.4

52.9

54.5

56.6

49.8

59.2

58.1

46.7

35.5

8.3

11.1

8.7

10.6

10.0

11.5

15.3

6.7

9.3

4.4

8.1

3.7

2.0

5.4

5.3

3.6

2.5

6.9

7.3

4.7

4.4

3.6

29.0

24.2

20.1

21.2

22.7

18.9

16.3

13.4

16.3

17.8

41.7

4.3

3.9

2.0

5.3

3.6

7.4

6.4

4.5

7.0

4.4

4.2

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

第１段階(N=300)

第２段階(N=153)

第３段階(N=149)

第４段階(N=189)

第５段階(N=110)

第６段階(N=122)

第７段階(N=203)

第８段階(N=179)

第９段階(N=43)

第10段階(N=45)

わからない(N=307)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである

介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである

介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない

その他

わからない

無回答

図表2-7-18 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問7-1 介護保険料段階 【65歳以上】
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経済的ゆとり感別にみると、「介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サー

ビスを積極的に増やすべきである」とする割合は、64 歳以下・65歳以上共に、「大変ゆ

とりがある」「ややゆとりがある」と回答した人が高い傾向にある一方、「大変苦しい」

と回答した人は、64 歳以下は 9.5％、65 歳以上は 4.0％と低くなっている。 

50.0

40.7

23.0

15.7

9.5

37.5

25.4

46.7

48.8

43.2

1.7

2.8

4.8

8.1

1.7

5.4

8.4

6.8

12.5

28.8

20.8

19.9

29.7

1.7

1.3

2.4

2.7

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

大変ゆとりがある(N=16)

ややゆとりがある(N=59)

普通(N=317)

やや苦しい(N=166)

大変苦しい(N=74)

図表2-7-19 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-1 経済的ゆとり感 【64歳以下】

28.6

16.8

5.9

3.0

4.0

33.3

56.6

55.5

50.3

34.1

14.3

3.5

7.7

11.9

17.3

4.8

2.7

4.2

3.0

7.6

19.0

17.7

22.0

28.0

33.3

2.7

4.6

3.9

3.6

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

大変ゆとりがある(N=21)

ややゆとりがある

(N=113)

普通(N=1,099)

やや苦しい(N=565)

大変苦しい(N=249)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである

介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである

介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない

その他

わからない

無回答

図表2-7-20 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-1 経済的ゆとり感 【65歳以上】
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個人の年収別に、「介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極

的に増やすべきである」とする割合をみると、64歳以下は「600～700万円未満」が 42.9％

と最も高くなっており、65 歳以上は、「1,000 万円以上」が 33.3％と最も高くなってい

る。 

14.1

12.5

19.4

14.1

25.8

25.9

30.2

42.9

30.6

38.9

4.3

54.1

40.3

44.7

60.6

36.4

48.1

35.8

32.1

36.1

38.9

43.5

3.5

1.4

6.8

4.2

1.9

3.8

7.1

5.6

13.0

4.7

8.3

5.8

4.2

7.6

5.6

9.4

7.1

2.8

4.3

21.2

33.3

22.3

14.1

25.8

18.5

18.9

7.1

25.0

22.2

34.8

2.4

4.2

1.0

2.8

4.5

1.9

3.6

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

50万円未満(N=85)

50～100万円未満(N=72)

100～200万円未満(N=103)

200～300万円未満 (N=71)

300～400万円未満 (N=66)

400～500万円未満 (N=54)

500～600万円未満 (N=53)

600～700万円未満 (N=28)

700～1,000万円未満(N=36)

1,000万円以上(N=18)

わからない(N=23)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである

介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである

介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない

その他

わからない

無回答

図表2-7-21 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-3(1) 個人の収入 【64歳以下】
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1.4

5.3

6.6

5.3

9.5

2.0

11.1

10.0

9.1

33.3

2.2

45.6

53.2

51.8

54.5

53.7

66.7

50.0

80.0

45.5

40.0

26.4

12.9

11.3

10.0

8.9

7.5

7.8

16.7

4.5

13.3

5.5

2.7

3.4

3.3

6.3

4.8

9.8

5.6

5.5

35.4

22.3

22.4

20.3

19.0

13.7

16.7

10.0

40.9

13.3

57.1

2.0

4.6

5.8

4.7

5.4

3.3

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

50万円未満(N=147)

50～100万円未満(N=417)

100～200万円未満(N=548)

200～300万円未満(N=380)

300～400万円未満(N=147)

400～500万円未満 (N=51)

500～600万円未満 (N=18)

600～700万円未満 (N=10)

700～1,000万円未満(N=22)

1,000万円以上(N=15)

わからない(N=91)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである
介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである
介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない
その他
わからない
無回答

図表2-7-22 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-3(1) 個人の収入 【65歳以上】
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世帯全体の年収別にみると、64歳以下は、世帯収入が高い人ほど、「介護保険料は今

より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである」とする割合は

高くなる傾向にあり、65 歳以上は、「介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も

現状程度を維持すべきである」とする割合は、「600～700 万円未満」が最も高く、66.7％

となっている。 

7.1

12.5

8.5

17.9

21.9

27.6

26.8

32.1

32.2

10.8

57.1

69.2

42.9

62.0

46.4

50.0

38.2

41.1

35.7

37.3

43.2

14.3

5.4

4.2

4.8

1.6

1.3

4.8

3.4

8.1

12.5

4.2

6.0

6.3

7.9

10.7

4.8

1.7

21.4

23.1

25.0

18.3

19.0

20.3

25.0

17.9

21.4

23.7

35.1

7.7

1.8

2.8

6.0

3.6

1.2

1.7

2.7

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

50万円未満(N=14)

50～100万円未満(N=13)

100～200万円未満(N=56)

200～300万円未満(N=71)

300～400万円未満(N=84)

400～500万円未満(N=64)

500～600万円未満(N=76)

600～700万円未満(N=56)

700～1,000万円未満(N=84)

1,000万円以上(N=59)

わからない(N=37)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである
介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである
介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない
その他
わからない
無回答

図表2-7-23 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-3(2) 世帯収入 【64歳以下】
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3.1

4.4

5.3

5.5

7.7

3.6

9.3

15.2

5.4

18.2

2.6

31.3

49.6

50.0

53.6

58.9

56.3

46.3

66.7

56.8

39.4

34.0

21.9

8.0

12.0

10.6

8.0

8.0

16.7

3.0

2.7

12.1

5.8

1.8

3.4

5.5

4.4

7.1

5.6

3.0

2.7

9.1

3.2

43.8

31.9

24.5

21.0

16.9

21.4

16.7

12.1

32.4

21.2

49.4

4.4

4.8

3.7

4.1

3.6

5.6

5.1

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

50万円未満(N=32)

50～100万円未満(N=113)

100～200万円未満(N=416)

200～300万円未満(N=509)

300～400万円未満(N=338)

400～500万円未満(N=112)

500～600万円未満(N=54)

600～700万円未満(N=33)

700～1,000万円未満(N=37)

1,000万円以上(N=33)

わからない(N=156)

介護保険料は今より高くなっても良いので、介護サービスを積極的に増やすべきである
介護保険料は現状程度とし、介護サービスの量も現状程度を維持すべきである
介護保険料を安くするため、介護サービスの量を減らしても構わない
その他
わからない
無回答

図表2-7-24 問7-4 介護サービスと保険料の関係 × 問8-3(2) 世帯収入 【65歳以上】
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２．８ 経済生活について 

問８-１ 経済的ゆとり感 

あなたの現在の暮らしは、経済的にゆとりはありますか。あてはまるもの１つに○を

つけてください。 

現在の暮らしは、経済的にゆとりがあるかについてたずねたところ、「大変ゆとりが

ある」「ややゆとりがある」を合わせた割合が、64 歳以下は 11.7％、65 歳以上は 6.3％

となっている。一方、「やや苦しい」「大変苦しい」を合わせた割合は、64 歳以下は 37.3％、

65 歳以上は 38.2％となっている。 

1.0

5.3

51.6

26.5

11.7

3.9

0% 20% 40% 60%

65歳以上(N=2,130)

2.5

9.2

49.3

25.8

11.5

1.7

0% 20% 40% 60%

大変ゆとりがある

ややゆとりがある

普通

やや苦しい

大変苦しい

無回答

図表2-8-1 経済的ゆとり感

64歳以下(N=643)
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3.5

2.8

1.5

3.7

7.5

5.6

11.1

8.2

11.1

5.8

5.6

4.5

5.6

1.9

14.3

19.4

55.6

51.8

38.9

34.0

56.3

50.0

61.1

66.0

64.3

58.3

27.8

56.5

20.0

29.2

41.7

26.8

31.8

24.1

20.8

17.9

11.1

5.6

17.4

15.3

18.1

18.4

9.9

9.1

5.6

1.9

5.6

21.7

1.2

1.4

3.0

1.9

3.6

4.3

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

50万円未満(N=85)

50～100万円未満(N=72)

100～200万円未満(N=103)

200～300万円未満 (N=71)

300～400万円未満 (N=66)

400～500万円未満 (N=54)

500～600万円未満 (N=53)

600～700万円未満 (N=28)

700～1,000万円未満(N=36)

1,000万円以上(N=18)

わからない(N=23)

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通

やや苦しい 大変苦しい 無回答

図表2-8-2 問8-1 経済的ゆとり感 × 問8-3(1) 個人の収入 【64歳以下】

個人の収入別に、「大変ゆとりがある」「ややゆとりがある」を合わせた割合をみると、

64 歳以下・65 歳以上共に、年収が高い人ほどその割合が高くなる傾向がある。 



- 189 -

0.5

0.2

1.1

1.4

5.9

22.2

9.1

13.3

3.4

3.1

3.5

6.1

10.9

23.5

11.1

30.0

27.3

33.3

4.4

40.1

47.7

47.3

63.7

69.4

58.8

61.1

70.0

63.6

46.7

41.8

36.7

31.7

32.7

22.4

12.2

9.8

5.6

6.7

27.5

18.4

15.6

14.6

5.8

3.4

24.2

1.4

1.4

1.8

1.1

2.7

2.0

2.2

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

50万円未満(N=147)

50～100万円未満(N=417)

100～200万円未満(N=548)

200～300万円未満(N=380)

300～400万円未満(N=147)

400～500万円未満 (N=51)

500～600万円未満 (N=18)

600～700万円未満 (N=10)

700～1,000万円未満(N=22)

1,000万円以上(N=15)

わからない(N=91)

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通

やや苦しい 大変苦しい 無回答

図表2-8-3 問8-1 経済的ゆとり感 × 問8-3(1) 個人の収入 【65歳以上】
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1.6

1.3

4.8

16.9

7.1

4.2

4.8

6.3

5.3

10.7

10.7

32.2

5.4

42.9

46.2

28.6

43.7

35.7

62.5

64.5

69.6

60.7

42.4

40.5

21.4

23.1

33.9

35.2

44.0

25.0

23.7

14.3

17.9

6.8

27.0

35.7

30.8

30.4

15.5

13.1

3.1

5.3

3.6

6.0

24.3

1.4

2.4

1.6

1.8

1.7

2.7

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

50万円未満(N=14)

50～100万円未満(N=13)

100～200万円未満(N=56)

200～300万円未満(N=71)

300～400万円未満(N=84)

400～500万円未満(N=64)

500～600万円未満(N=76)

600～700万円未満(N=56)

700～1,000万円未満(N=84)

1,000万円以上(N=59)

わからない(N=37)

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通

やや苦しい 大変苦しい 無回答

図表2-8-4 問8-1 経済的ゆとり感 × 問8-3(2) 世帯収入 【64歳以下】

世帯全体の年収別にみると、個人の年収別と同様に、「大変ゆとりがある」「ややゆと

りがある」を合わせた割合は、世帯収入が高いほど、その割合は高くなっている。 
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0.2

0.8

3.6

9.3

3.0

15.2

3.1

0.9

1.2

4.1

6.8

13.4

16.7

15.2

32.4

30.3

2.6

34.4

34.5

39.4

56.8

67.8

67.0

61.1

63.6

67.6

45.5

45.5

34.4

31.0

37.3

29.1

20.1

14.3

11.1

15.2

6.1

30.8

28.1

32.7

20.9

7.7

4.1

0.9

1.9

3.0

17.9

0.9

1.0

1.6

1.2

0.9

3.0

3.2

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

50万円未満(N=32)

50～100万円未満(N=113)

100～200万円未満(N=416)

200～300万円未満(N=509)

300～400万円未満(N=338)

400～500万円未満(N=112)

500～600万円未満 (N=54)

600～700万円未満 (N=33)

700～1,000万円未満(N=37)

1,000万円以上(N=33)

わからない(N=156)

大変ゆとりがある ややゆとりがある 普通

やや苦しい 大変苦しい 無回答

図表2-8-5 問8-1 経済的ゆとり感 × 問8-3(2) 世帯収入 【65歳以上】
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問８-２ 生活費に充てている収入 ［複数回答］ 

生活費に充てている収入などは何ですか。あてはまるものすべてに○をつけてくださ

い。 

生活費に充てている収入についてたずねたところ、64 歳以下は「働いて得た収入」

(84.6％)が最も多く、次いで、「貯蓄の切りくずし」(16.8％)、「厚生年金（旧共済年金

を含む）」(13.8％)となっており、65 歳以上は「厚生年金（旧共済年金を含む）」(66.9％)

が最も多く、次いで、「国民年金」(48.1％)、「貯蓄の切りくずし」(22.8％)となってい

る。 

18.6

48.1

66.9

4.7

6.4

2.3

4.5

22.8

3.1

4.6

2.2

0.5

3.7

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

65歳以上(N=2,130)

84.6

4.8

13.8

0.3

3.0

1.2

2.2

16.8

0.8

2.6

4.4

0.0

1.2

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

働いて得た収入

国民年金

厚生年金（旧共済年金を含む）

老齢福祉年金、恩給

私的年金、保険金収入

利子・配当金などの収入

家賃・地代などの収入

貯蓄の切りくずし

子などからの援助・仕送り

生活保護

その他

わからない

無回答

図表2-8-6 生活費に充てている収入

64歳以下(N=643)
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男女別にみると、64歳以下は、男女共に「働いて得た収入」が最も高くなっており、

65 歳以上は、男性は「厚生年金（旧共済年金を含む）」(77.5％)、女性は「国民年金」

(59.1％)が最も高くなっている。 

87.1

3.2

12.5

0.4

2.9

1.8

1.4

16.1

0.7

2.5

2.5

-

1.8

82.5

5.8

14.7

0.3

3.0

0.8

2.8

17.5

0.8

2.8

5.8

-

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

働いて得た収入

国民年金

厚生年金（旧共済年金を含む）

老齢福祉年金、恩給

私的年金、保険金収入

利子・配当金などの収入

家賃・地代などの収入

貯蓄の切りくずし

子などからの援助・仕送り

生活保護

その他

わからない

無回答

男性(N=279) 女性(N=361)

【64歳以下】

図表2-8-7 問8-2 生活費に充てている収入 × 問1-1 性別

23.4

34.6

77.5

2.7

7.5

3.2

5.2

20.5

1.7

3.4

1.5

0.3

3.2

14.9

59.1

58.8

6.5

5.5

1.5

3.8

25.0

4.1

5.3

2.8

0.7

3.8

0% 25% 50% 75% 100%

男性(N=928) 女性(N=1,144)

【65歳以上】
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問８-３ 収入について 

（１）個人の収入 

あなた個人の平成 27 年１年間の収入（税込み）はいくらですか。あてはまるもの１つ

に○をつけてください。 

平成27年１年間の本人の収入についてたずねたところ、64歳以下・65歳以上共に「100

～200 万円未満」が最も多く、64 歳以下は 16.0％、65 歳以上は 25.7％となっている。

次いで、64 歳以下は「50 万円未満」(13.2％)、「50～100 万円未満」(11.2％)となって

おり、65 歳以上は、「50～100 万円未満」(19.6％)、「200～300 万円未満」(17.8％)と

なっている。 

6.9

19.6

25.7

17.8

6.9

2.4

0.8

0.5

1.0

0.7

4.3

13.3

0% 10% 20% 30% 40%

65歳以上(N=2,130)

13.2

11.2

16.0

11.0

10.3

8.4

8.2

4.4

5.6

2.8

3.6

5.3

0% 10% 20% 30% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

図表2-8-8 個人の収入

64歳以下(N=643)
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個人の収入別にみると、64 歳以下で、男性は「500～600 万円未満」(14.3％)、女性

は「50万円未満」(21.1％)が最も高くなっており、65歳以上で、男性は「200～300 万

円未満」(32.0％)、女性は「50～100 万円未満」(31.7％)が最も高くなっている。 

3.2

2.2

10.8

13.3

12.2

13.6

14.3

7.5

10.8

5.7

2.5

3.9

21.1

18.0

20.2

9.1

8.6

4.4

3.6

1.9

1.7

0.6

4.4

6.4

0% 20% 40% 60%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

男性(N=279) 女性(N=361)

【64歳以下】

図表2-8-9 問8-3(1) 個人の収入 × 問1-1 性別

1.9

5.1

25.0

32.0

13.3

4.4

1.5

0.9

2.0

1.3

2.5

10.1

11.0

31.7

25.7

6.6

1.9

0.9

0.3

0.2

0.3

0.3

5.7

15.4

0% 20% 40% 60%

男性(N=928) 女性(N=1,144)

【65歳以上】
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年齢別にみると、満 60～64 歳からは、年齢層が高くなるにつれ「100～200 万円未満」

とする割合が高くなっている。 

14.5

18.5

17.7

4.0

11.3

12.9

5.6

2.4

4.8

2.4

1.6

4.0

0% 20% 40%

満45～49歳(N=124)

13.5

3.6

15.3

11.7

11.7

8.1

17.1

3.6

4.5

3.6

5.4

1.8

0% 20% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

満40～44歳(N=111)

8.7

6.1

16.5

8.7

13.0

7.8

7.8

7.8

8.7

3.5

6.1

5.2

0% 20% 40%

満50～54歳(N=115)

16.7

16.0

18.5

17.3

6.8

4.9

5.6

1.9

1.9

1.2

3.1

6.2

0% 20% 40%

満60～64歳(N=162)

11.5

9.2

11.5

11.5

9.9

9.2

6.9

6.9

9.2

3.8

2.3

8.4

0% 20% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

満55～59歳(N=131)

図表 2-8-10 問 8-3(1) 個人の収入 × 問 1-2 年齢

8.3

21.5

26.1

14.9

7.0

3.0

1.9

1.1

1.4

1.1

3.9

9.6

0% 20% 40%

満65～69歳(N=697)
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7.3

18.3

23.2

20.4

6.0

1.0

0.5

-

0.8

0.3

4.4

17.8

0% 20% 40%

満75～79歳(N=383)

6.1

24.3

27.3

16.7

5.1

2.0

0.4

0.4

1.4

0.8

3.1

12.5

0% 20% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

満70～74歳(N=510)

6.5

14.9

25.0

22.1

8.7

2.9

-

-

0.4

0.4

4.0

15.2

0% 20% 40%

満80～84歳(N=276)

4.4

13.3

28.9

15.6

10.0

3.3

-

-

1.1

1.1

13.3

8.9

0% 20% 40%

満90歳以上(N=90)

4.6

11.5

24.7

21.8

9.2

2.9

0.6

-

-

-

4.6

20.1

0% 20% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

満85～89歳(N=174)
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（２）世帯収入 

あなたの世帯全体の平成 27 年１年間の収入（税込み）はいくらですか。あてはまるも

の１つに○をつけてください。 

平成 27 年１年間の世帯全体の収入についてたずねたところ、64 歳以下は「300～400

万円未満」(13.1％)・「700～1,000 万円未満」(13.1％)が最も多く、次いで、「500～600

万円未満」(11.8％)、「200～300 万円未満」(11.0％)となっており、65歳以上は、「200

～300 万円未満」(23.9％)が最も多く、次いで、「100～200 万円未満」(19.5％)、「300

～400 万円未満」(15.9％)となっている。 

1.5

5.3

19.5

23.9

15.9

5.3

2.5

1.5

1.7

1.5

7.3

13.9

0% 10% 20% 30% 40%

65歳以上(N=2,130)

2.2

2.0

8.7

11.0

13.1

10.0

11.8

8.7

13.1

9.2

5.8

4.5

0% 10% 20% 30% 40%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

図表2-8-11 世帯収入

64歳以下(N=643)



- 199 -

家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人は、64 歳以下・65 歳以上共に、

「100～200 万円未満」とする割合が最も高くなっている。 

3.6

4.5

22.5

15.3

12.6

6.3

7.2

3.6

1.8

5.4

8.1

9.0

1.7

1.5

5.8

10.2

13.2

10.7

12.8

9.8

15.4

10.0

5.3

3.6

0% 20% 40% 60%

50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～300万円未満

300～400万円未満

400～500万円未満

500～600万円未満

600～700万円未満

700～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

無回答

ひとり暮らし(N=111)

家族がいる(N=531)

【64歳以下】

図表2-8-12 問8-3(2) 世帯収入 × 問2-1 同居家族の有無

2.2

11.5

33.8

12.2

5.1

0.9

0.2

0.4

0.4

0.4

8.4

24.3

1.3

3.2

15.4

27.5

19.1

6.6

3.2

1.9

2.1

1.8

6.8

11.0

0% 20% 40% 60%

ひとり暮らし(N=452)

家族がいる(N=1,641)

【65歳以上】
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問８-４ 世帯の生活費 

あなたの世帯全体の１ヵ月あたりの生活費（家賃や食費、日用品費など、１ヵ月生活

するために必要なお金）はどのくらいですか。あてはまるもの１つに○をつけてくだ

さい。 

世帯全体の１ヵ月あたりの生活費についてたずねたところ、64 歳以下は「20～25 万

円未満」(20.7％)が最も多く、次いで、「15～20 万円未満」(15.6％)、「25～30 万円未

満」(15.4％)となっており、65 歳以上は、「15～20 万円未満」(19.2％)が最も多く、次

いで、「20～25 万円未満」(19.1％)、「10～15 万円未満」(18.1％)となっている。 

1.9

10.2

18.1

19.2

19.1

10.5

3.3

1.6

1.2

0.3

5.2

9.4

0% 10% 20% 30%

65歳以上(N=2,130)

2.3

5.3

13.8

15.6

20.7

15.4

9.8

4.7

2.8

1.6

4.7

3.4

0% 10% 20% 30%

５万円未満

５～10万円未満

10～15万円未満

15～20万円未満

20～25万円未満

25～30万円未満

30～35万円未満

35～40万円未満

40～50万円未満

50万円以上

わからない

無回答

図表2-8-13 世帯の生活費

64歳以下(N=643)
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家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人は、64 歳以下・65 歳以上共に、

「10～15 万円未満」とする割合が最も高くなっている。 

3.6

12.6

34.2

22.5

8.1

6.3

3.6

-

-

-

4.5

4.5

2.1

3.8

9.6

14.1

23.2

17.3

11.1

5.6

3.4

1.9

4.7

3.2

0% 10% 20% 30% 40%

５万円未満

５～10万円未満

10～15万円未満

15～20万円未満

20～25万円未満

25～30万円未満

30～35万円未満

35～40万円未満

40～50万円未満

50万円以上

わからない

無回答

ひとり暮らし(N=111)

家族がいる(N=531)

【64歳以下】

図表2-8-14 問8-4 世帯の生活費 × 問2-1 同居家族の有無

3.1

21.0

32.5

14.8

8.2

1.5

0.7

0.2

0.4

0.2

4.0

13.3

1.5

7.0

14.3

20.6

22.2

13.2

4.1

2.0

1.3

0.4

5.1

8.3

0% 10% 20% 30% 40%

ひとり暮らし(N=452)

家族がいる(N=1,641)

【65歳以上】



- 202 -

問８-５ 世帯貯蓄額 

あなたの世帯全体の貯蓄の合計額はおよそいくらですか。あてはまるもの１つに○を

つけてください。 

世帯全体の貯蓄額についてたずねたところ、64 歳以下・65 歳以上共に「100 万円未

満」が最も多く、64 歳以下は 20.2％、65 歳以上は 15.3％となっている。次いで、64

歳以下は「100 万円以上 200 万円未満」(8.7％)、「200 万円以上 300 万円未満」(8.1％)

となっており、65 歳以上は、「700 万円以上 1,000 万円未満」(7.7％)、「100～200 万円

未満」(6.9％)となっている。 

15.3

6.9

4.6

3.7

5.0

4.4

7.7

6.2

5.3

4.7

5.9

13.7

16.6

0% 10% 20% 30% 40%

65歳以上(N=2,130)

20.2

8.7

8.1

5.3

3.4

5.3

5.9

6.4

5.8

3.7

4.5

16.0

6.7

0% 10% 20% 30% 40%

100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

400万円以上500万円未満

500万円以上700万円未満

700万円以上1,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

1,500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

わからない

無回答

図表2-8-15 世帯貯蓄額

64歳以下(N=643)
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家族構成別にみると、「ひとり暮らし」と回答した人、「家族がいる」と回答した人共

に、「100 万円未満」とする割合が特に高くなっている。 

28.8

4.5

7.2

7.2

2.7

5.4

4.5

4.5

8.1

1.8

1.8

11.7

11.7

18.3

9.6

8.3

4.9

3.6

5.3

6.2

6.8

5.3

4.1

5.1

16.9

5.6

0% 10% 20% 30% 40%

100万円未満

100万円以上200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上400万円未満

400万円以上500万円未満

500万円以上700万円未満

700万円以上1,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

1,500万円以上2,000万円未満

2,000万円以上3,000万円未満

3,000万円以上

わからない

無回答

ひとり暮らし(N=111)

家族がいる(N=531)

【64歳以下】

図表2-8-16 問8-5 世帯貯蓄額 × 問2-1 同居家族の有無
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ひとり暮らし(N=452)

家族がいる(N=1,641)

【65歳以上】




