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【図17-1-a 不安に感じることの内容（性別・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
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【図17-1-b 不安に感じることの内容（介護度別）】 
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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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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 今後の就労意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 今後の就労意向（比較）】 
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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 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） 
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問20 近所付き合いの程度 

あなたは、近所付き合いをどの程度していますか。（○はひとつ） 

【図20 近所付き合いの程度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所付き合いについては、「会った時に世間話をするくらい」が36.2％と最も多く、次いで

「あいさつ程度」が35.8％となっている。（図20） 

性別でみると、「互いの家をよく行き来するくらい」「ときどき行き来するくらい」をあわ

せた『近所の方と行き来のある人』については、男性は女性の半分以下に留まっている。ま

た、男性は「あいさつ程度」が女性の倍近くとなっている。 

年齢別では、『近所の方と行き来のある人』は75～79歳で最も多く19.6％となっている。ま

た、65～69歳では「あいさつ程度」の回答が最も多く、90歳以上では、付き合いの「ほとん

どない」方の割合が、他の年齢と比べて多い。 

世帯状況別でみると、『近所の方と行き来のある人』は、ひとり暮らし世帯が18.8％と最も

多いが、付き合いが「ほとんどない」との回答も11.5％と、他の世帯と比べて高い割合となっ

ている。（図20-a） 
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【図20-a 近所付き合いの程度（性別・年齢別・世帯状況別）】 
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問20-1 近所付き合いがほとんどない理由 

【問20で「５ ほとんどない」と回答された方におうかがいします。】 

近所付き合いがほとんどない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

【図20-1 近所付き合いがほとんどない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所付き合いがほとんどないと回答した人に、その理由をたずねると、「近所と付き合う

きっかけや機会が無い」が33.1％で最も多く、次いで「あまり関わり合いをもちたくない」

（31.5％）となっている。（図20-1） 
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問21 継続的に参加している団体や集まり 

あなたが、現在、継続的に参加している団体や集まりはありますか。（○はいくつでも） 

【図21 継続的に参加している団体や集まり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加しているとの回答の中では、「町会、自治会、女性会などの地域団体」が18.5％と最も

多く、次いで「趣味のサークル・団体」（15.4％）、「健康・スポーツのサークル・団体」（13.2％）

となっている。 

一方で、回答割合が最も多いのは、「参加していない」で50.1％となっている。（図21） 

性別でみると、「参加していない」は女性よりも男性の方が高い割合となっており、団体等

への参加についても、全体的に女性の方が参加割合が高い。 

年齢別では、「参加していない」が65～69歳と80歳以上で５割を超える割合となっている。

（図21-a） 
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【図21-a 継続的に参加している団体や集まり（性別・年齢別）】 
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