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居住区別でみると、「話し合ったことがない」の回答割合は平野区が52.6％で最も高く、「家

族・親族」は福島区が47.8％で最も高くなっている。（図16-b ①②） 

【図16-b 終末期についての話し合いの有無（居住区別）①】 
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【図16-b 終末期についての話し合いの有無（居住区別）②】 
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介護度別でみると、「話し合ったことがない」の回答割合は、非該当（自立）で最も高く、

次いで申請していないとなっている。「家族・親族」の回答割合は、要介護５で最も高くなっ

ている。（図16-c） 

【図16-c 終末期についての話し合いの有無（介護度別）】 
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問17 日常生活全般に対する不安 

あなたは、日常生活全般で不安を感じていますか。（○はひとつ） 

【図17 日常生活全般に対する不安】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活での不安の有無については、「多小不安を感じる」が48.2％で最も多く、「とても

不安を感じる」とあわせた『不安を感じる』割合は57.6％となっている。（図17） 

前回調査と比較すると、『不安を感じる』割合は前回より2.3ポイント低くなっている。（図

17-1） 

性別でみると、『不安を感じる』割合は女性の方が高くなっている。 

年齢別でみると、『不安を感じる』割合は80～84歳が63.2％で最も高く、いずれも６割前後

を占めている。（図17-a） 

【図17-a 日常生活全般に対する不安（性別・年齢別）】 
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【図17-1 日常生活全般に対する不安（比較）】 
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居住区別でみると、『不安を感じる』割合は、此花区が63.5％で最も多くなっている。（図

17-b） 

【図17-b 日常生活全般に対する不安（居住区別）】 
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世帯状況別でみると、『不安を感じる』割合はひとり暮らしが63.5％で最も多くなっている。 

介護度別でみると、要支援１と要支援２で『不安を感じる』割合が高く、８割近くを占め

ている。（図17-c） 

【図17-c 日常生活全般に対する不安（世帯状況別・介護度別）】 
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問17-1 不安に感じることの内容 

【問17で「１～２」と回答された方におうかがいします。】 

あなたが、不安に感じることはどのようなことですか。(○はいくつでも) 

【図17-1-1 不安に感じることの内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不安を感じると回答した人に、不安を感じることの内容についてたずねると、「急に具合が

悪くなったりしたときのこと」が66.0％で最も多く、次いで「あなたや家族の健康のこと」

（59.4％）、「自分自身が認知症になること」（58.0％）が続いている。（図17-1-1） 

性別でみると、「自分自身が認知症になること」と「火事や地震など災害のこと」の回答割

合は女性の方が１割程度高くなっている。 

年齢別でみると、「急に具合が悪くなったりしたときのこと」の回答割合は高齢になるほど

高くなっている。（図17-1-a） 
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【図17-1-a 不安に感じることの内容（性別・年齢別）（上位項目）】 
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介護度別でみると、「自分自身が認知症になること」の回答割合は、「申請していない」か

ら「要支援２」の割合が高い。（図17-1-b） 

【図17-1-b 不安に感じることの内容（介護度別）（上位項目）】 
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(N=246)

要介護１

(N=127)

要介護２

(N=174)

要介護３

(N=73)

要介護４

(N=53)

要介護５

(N=34)
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24.3 
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20.3 

21.3 

25.3 

13.7 

28.3 

26.5 

0 20406080100

19.2 

18.3 

11.3 

11.4 

12.6 

12.6 

27.4 
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0 20406080100

14.9 

14.7 

28.3 

22.8 

26.0 

25.9 

16.4 

17.0 

14.7 

0 20406080100

8.2 

8.4 

8.3 

5.3 

3.1 

7.5 

5.5 

11.3 

0.0 

0 20406080100

(MA%)

社会の仕組み（法律、

年金や健康保険など）

が変わること

頼れる人がいなくな

り、ひとりきりの暮

らしになること

子どもや孫の将来

のこと

日常の食事づくり

や、ひとりでの買い

物など外出すること

困りごとなど相談する

相手がいないこと（場

所がわからないこと）
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（４）就労・地域生活の状況・意向、いきがいの状況 

問18 就労の状況 

あなたは、現在収入を得られる仕事をしていますか。（○はひとつ） 

【図18 就労の状況】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

収入を得られる仕事の状況については、「仕事をしている」は26.3％、「仕事をしていない」

は69.6％となっている。（図18） 

前回調査と比較すると、「仕事をしている」は2.8ポイント高く、「仕事をしていない」は3.1

ポイント低くなっている。（図18-1） 

性別でみると、「仕事をしている」は男性の方が高くなっている。 

年齢別では、高齢になるにつれて「仕事をしている」は減少している。（図18-a） 

【図18-a 就労の状況（性別・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図18-1 就労の状況（比較）】 
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(N=10,128)

26.3 

23.5 

69.6 

72.7 
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問19 今後仕事をしたいか（続けたいか）の意向 

あなたは今後、仕事をしたい（続けたい）と思いますか。（○はひとつ） 

【図19 今後仕事をしたいか   
（続けたいか）の意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労意向については、「仕事をしたい(続けたい)」は32.5％と最も多く、「仕事をしたくな

い(仕事をやめたい)」は31.5％となっている。（図19） 

前回調査と比較すると、「仕事をしたくない(仕事をやめたい)」は2.0ポイント高くなって

いる。（図19-1） 

性別でみると、男性は「仕事をしたい（続けたい）」が４割を超えており、女性よりも多く

なっている。 

年齢別では、「仕事をしたい（続けたい）」が65～69歳は半数近くを占めているが、高齢に

なるにつれて「仕事をしたくない（やめたい）」が増加し、75～79歳で割合が逆転している。

（図19-a） 

【図19-a 今後の就労意向（性別・年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図19-1 今後仕事をしたいか（続けたいか）の意向（比較）】 

 

41.2 

25.9 

48.7 

38.2 

26.6 

14.7 

10.2 

8.4 

28.9 

34.0 

26.7 

31.5 

35.1 

34.9 

35.5 

38.8 

18.2 

17.5 

17.7 

17.2 

19.6 

16.5 

18.3 

18.1 

11.7 

22.6 

6.9 

13.2 

18.7 

33.8 

36.0 

34.7 

男性
(N=4,423)

女性
(N=5,528)

65～69歳
(N=3,135)

70～74歳
(N=2,295)

75～79歳
(N=1,997)

80～84歳
(N=1,492)

85～89歳
(N=726)

90歳以上
(N=320)

(%)
0 20 40 60 80 100

仕事をしたい（続けたい）
仕事をしたくない

（仕事をやめたい） わからない 無回答

仕事をしたい

（続けたい）

32.5%

仕事をしたくない

（仕事をやめたい）

31.5%

わから

ない

17.8%

無回答

18.2%

(N=10,128)

32.5 
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問19-1 仕事をしたい（続けたい）理由 

【問19で「１ 仕事をしたい（続けたい）」と回答された方におうかがいます。】 

あなたが、仕事をしたい（続けたい）理由は何ですか。(○はいくつでも) 

【図19-1-1 仕事をしたい（続けたい）理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事をしたい（続けたい）と回答した人に、その理由をたずねると、「健康に良いから」が

59.3％で最も多く、次いで「生きがいを得られるから」（55.5％）、「生活費が必要だから」

（49.5％）が続いている。 

前回調査と比べると、ほぼ同様の傾向となっているが、「健康に良いから」が前回よりも高

い割合となっている。（図19-1-1） 
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