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３．社会参加

（１）地域活動への参加の状況・きっかけ

ア.町会・自治会やボランティア・ＮＰＯなどの地域活動への参加状況をみると、高

齢者一般、これから高齢期一般ともに「活動はしていない」という回答が多い。

イ.活動に参加していない人が参加するきっかけは、「時間に余裕があれば活動した

い」「関心・興味のあるテーマがあれば活動したい」が上位にあげられている。

65.1

13.1

8.5

6.6

4.2

1.6

10.6

76.4

12.1

4.8

4.8

0.0

1.6

3.7

0 20 40 60 80

活動はしていない

サークル・趣味活動をしている

町会・自治会の活動をしている

ボランティア活動をしている

老人クラブの活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

無回答
高齢者一般 N=2,106
これから高齢期一般 N=568

％

図表 18 地域活動の参加の状況 （複数回答）

22.3

31.0

15.6

11.0

10.2

11.3

12.2

23.0

4.2

47.7

38.7

15.7

9.2

9.9

7.1

5.5

14.7

3.2

0 10 20 30 40 50

時間に余裕があれば活動したい

関心・興味のあるテーマがあれば活動したい

活動拠点が身近なところにあれば活動したい

紹介があれば活動したい

知り合いがいれば活動したい

健康状態がよくなったら活動したい

その他

活動したくない・関心がない

無回答 高齢者一般 ｎ=1,372
これから高齢期一般 ｎ=434

％

図表 19 地域活動への参加のきっかけ （複数回答）

活動はしていない：高齢者一般 1,372 人 これから高齢期一般 434 人

【地域活動への参加のきっかけ】
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ウ．就労の有無別や年齢区分（前期高齢者・後期高齢者）に地域活動の参加状況を

みると、それぞれ大きな差はみられない。

10.4

10.9

8.0

2.4

2.1

6.2

14.6

7.6

6.2

5.0

1.5

65.3

10.2

69.4

0 10 20 30 40 50 60 70

サークル・趣味活動をしている

町会・自治会の活動をしている

ボランティア活動をしている

老人クラブの活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

活動はしていない

無回答
就労している n=342
就労していない n=1,369

％

【高齢者一般】

図表 20 就労の有無×地域活動の参加の状況 （複数回答）

12.3

9.8

8.4

2.1

2.0

69.3

5.6

14.2

7.6

5.0

6.2

1.3

61.7

14.6

0 10 20 30 40 50 60 70

サークル・趣味活動をしている

町会・自治会の活動をしている

ボランティア活動をしている

老人クラブの活動をしている

ＮＰＯ活動をしている

活動はしていない

無回答
前期高齢者 n=1,002

後期高齢者 n=1,016

％

【高齢者一般】

図表 21 年齢区分×地域活動の参加の状況 （複数回答）
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エ.男女・年齢区分別にみると、男女ともに前期高齢者が「関心・興味のあるテーマ

があれば活動したい」「時間に余裕があれば活動したい」を重視する割合が高くな

っている。

37.3

29.6

17.0

8.6

10.7

10.1

39.0

30.5

22.1

8.5

13.6

13.6

28.7

13.9

16.8

15.1

13.4

9.1

16.4

14.3

8.4

10.5

7.1

7.6

0 10 20 30 40

関心・興味のあるテーマがあれば活動したい

時間に余裕があれば活動したい

活動拠点が身近なところにあれば活動したい

健康状態がよくなったら活動したい

紹介があれば活動したい

知り合いがいれば活動したい
男性-前期高齢者 n＝466

女性-前期高齢者 n＝213

男性-後期高齢者 n＝352

女性-後期高齢者 n＝238

％

【高齢者一般】

図表 22 男女・年齢区分×地域活動への参加のきっかけ （複数回答）
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（２）就労状況

ア.現在の就労状況について男女・年齢区分別にみると、仕事をしている割合は、い

ずれの年齢区分においても女性よりも男性の方が高くなっている。

イ.定年期を迎える時期（55～59 歳→60～64 歳）において、就労の割合が急激に低

下する状況はみられない。

ウ.高齢者一般について、収入と仕事の有無の関係をみると、仕事の有無に関わらず

年収「300～400 万円未満」の割合が多くなっている。

86.2

74.6

61.4

45.8

27.7

15.3 14.3 11.1

64.0
55.9

44.4

21.9

12.0

0.0 4.38.1

0

20

40

60

80

100

55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上

男性

女性

％

※無回答を除く構成比
高齢者一般：収入のある仕事についている割合

これから高齢期一般：（現在）仕事についている割合

図表 23 男女・年齢区分×就労状況 （単数回答）

6.2

3.63.6

7.5

10.0

12.9
12.0

10.2

7.7

0.9 1.4
5.7

4.6

1.9

7.7

10.1
9.3

10.7

4.6

14.714.7

1.8
3.5

13.5

0
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５
０
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０
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０
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満

１
０
０
～

１
５
０
万
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満

１
５
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～

２
０
０
万
円
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満

２
０
０
～

２
５
０
万
円
未
満

２
５
０
～

３
０
０
万
円
未
満

３
０
０
～

４
０
０
万
円
未
満

４
０
０
～

５
０
０
万
円
未
満

５
０
０
～

６
０
０
万
円
未
満

６
０
０
～

７
０
０
万
円
未
満

７
０
０
～

８
０
０
万
円
未
満

８
０
０
万
円
以
上

仕事あり n＝634

仕事なし n＝1,369

％

図表 24 収入のある仕事の有無×年収区分／高齢者一般 （単数回答）
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（３）就労意向・形態

ア.高齢者一般で、現在働いている人の働き続けたい年齢をみると、前期高齢者では

「70～74 歳まで」が４割強、後期高齢者では「80 歳以上」が６割弱となっている。

イ.これから高齢期一般のうち『働きたい』と回答した方をみると、現在 55～59 歳

の方では「61～65 歳まで」という回答が５割弱であるのに対し、現在 60～64 歳

の方では「66～69 歳まで」と回答する割合が４割弱となっている。

【高齢者一般・現在就労している】

44.4 24.5

31.8 57.6 6.0

11.3 14.5 3.0

4.6

2.4

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

前期高齢者 n=462

後期高齢者 n=151

69歳まで 70～74歳まで 75～79歳まで 80歳以上 働きたいとは思わない 無回答

図表 25 働き続けたい年齢／高齢者一般・現在就労している （単数回答）

【これから高齢期一般・働きたい】

46.2 29.3

39.2 22.0 5.7

1.6

25.6

12.0 4.9 4.9

4.8 2.6

1.1

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

55～59歳 n=184

60～64歳 n=227

60歳まで 61～65歳まで 66～69歳まで 70～74歳まで
75～79歳まで 80歳以上 無回答

図表 26 働きたい年齢／これから高齢期一般 （単数回答）
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ウ.これから高齢期一般について、『働きたい』と思っている人が希望する就労形態

についてみると、「会社などで非常勤（パート・アルバイトなど）で働きたい」が

４割弱と最も多い。次いで「会社などで常勤で働きたい」が３割となっている。

35.5

30.0

17.3

9.0

8.0

8.0

6.1

5.9

3.8

2.8

2.8

5.2

0 10 20 30 40 50 60

会社などで非常勤で働きたい

会社などで常勤で働きたい

自営業で働きたい

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO等で有償で働きたい

会社・団体の役員で働きたい

シルバー人材センターで働きたい

起業・創業して働きたい

ﾊﾟｿｺﾝ等を活用し自宅で働きたい

自営業の手伝いで働きたい

内職をしたい

その他

無回答

％

【これから高齢期一般・働きたい（ｎ=423)】

図表 27 希望する就労形態／これから高齢期一般 （複数回答）
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エ.「会社などで非常勤（常勤）で働きたい」以外の項目をみると、男女・年齢区分

により他の区分に比べ、高い意向を示す項目に差異がみられる。

男性 55～59 歳では、「起業・創業して働きたい（12.8％）」

女性 55～59 歳では、「内職をしたい（8.5％）」

男性 60～64 歳では、「自営業で働きたい（21.5％）」

女性 60～64 歳では、「自営業の手伝いで働きたい（11.1％）」

「シルバー人材センターで働きたい」は、男女とも 60～64 歳での意向が高くなっ

ている。

26.4

39.2

17.6

7.2

13.6

2.4

10.4

0.8

2.4

0.8

6.4

45.8

27.1

15.3

6.8

1.7

5.1

3.4

5.1

1.7

6.8

5.1

26.4

34.7

9.0

9.7

12.5

4.2

4.9

3.5

0.7

3.5

4.9

58.0

9.9

9.9

13.6

2.5

11.1

2.5

1.2

1.2

2.5

3.7

12 .8

8 .5

21 .5

11 .1

0 10 20 30 40 50 60

会社などで非常勤で働きたい

会社などで常勤で働きたい

自営業で働きたい

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・NPO等で有償で働きたい

会社・団体の役員で働きたい

シルバー人材センターで働きたい

起業・創業して働きたい

ﾊﾟｿｺﾝ等を活用し自宅で働きたい

自営業の手伝いで働きたい

内職をしたい

その他

無回答

男性 55～59歳 ｎ＝125

女性 55～59歳 ｎ＝59
男性 60～64歳 ｎ＝144

女性 60～64歳 ｎ＝81

％

【これから高齢期一般】

図表 28 男女・年齢区分×希望する就労形態／これから高齢期一般 （複数回答）
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（４）これから高齢期を迎える方の地域との関わり

ア.これから高齢期一般の地域との関わりをみると、「近所の人とはほとんどつきあ

いはない」が、男女・年齢問わず、１割程度みられる。

イ.「近所の方と行き来している」は、女性での割合が高く、特に 60～64 歳での割

合が高くなっている。一方、男性は、55～59 歳、60～64 歳ともに１割程度となっ

ている。

83.1

8.4

11.7

5.2

5.8

3.2

0.6

76.3

25.0

10.5

6.6

6.6

2.6

1.3

78.1

10.4

8.9

5.7

6.3

6.8

2.1

65.4

33.1

11.0

11.0

7.1

4.7

0.0

0 20 40 60 80 100

挨拶をする程度

近所の方と行き来している

近所の人とはほとんどつきあいはない

地域の集まりに参加している

地域のグループに参加している

町会等の役員をしている

無回答

男性 55～59歳 ｎ＝154

女性 55～59歳 ｎ＝76
男性 60～64歳 ｎ＝192

女性 60～64歳 ｎ＝127

％
【これから高齢期一般】

図表 29 男女・年齢区分×地域との関わり／これから高齢期一般 （複数回答）
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ウ.住宅形態別にみると、持ち家（戸建て）で「近所の方と行き来している（21.1％）」

の割合が高い。これに対し、民間賃貸住宅では「近所の人とはほとんどつきあい

はない（30.5％）」の割合が高くなっている。

エ.世帯類型別にみると、夫婦のみ(配偶者 65 歳以上)の世帯で、「近所の方と行き来

している」の割合が高く、単身（ひとりぐらし）世帯で「近所の人とはほとんど

つきあいはない」の割合が高くなっている。

78.2

21.1

4.4

8.7

7.7

4.0

77.9

14.4

12.5

5.8

4.8

8.7

70.7

8.5

30.5

1.2

1.2

0.0

73.6

17.0

9.4

9.4

7.5

9.4

0 20 40 60 80 100

挨拶をする程度

近所の方と行き来している

近所の人とはほとんどつきあいはない

地域の集まりに参加している

地域のグループに参加している

町会等、地域の役員をしている

持ち家（戸建て） ｎ＝298

持ち家（集合住宅） ｎ＝104

民間賃貸住宅 ｎ＝82

公的賃貸住宅 ｎ＝53

％

【これから高齢期一般】

図表 30 住宅形態×地域との関わり／これから高齢期一般 （複数回答）

72.5

15.4

20.9

2.2

2.2

4.4

2.2

67.6

30.9

4.4

13.2

10.3

7.4

0.0

82.1

10.5

10.5

6.3

4.2

4.2

1.1

78.0

16.5

9.1

6.8

7.1

4.5

1.0

0 20 40 60 80 100

挨拶をする程度

近所の方と行き来している

近所の人とはほとんどつきあいはない

地域の集まりに参加している

地域のグループに参加している

町会等、地域の役員をしている

無回答

単身(ひとりぐらし)世帯 ｎ＝91
夫婦のみ(配偶者65歳以上)の世帯 ｎ＝68
夫婦のみ(配偶者64歳未満)の世帯 ｎ＝95
その他の世帯 ｎ＝309

％

【これから高齢期一般】

図表 31 世帯類型×地域との関わり／これから高齢期一般 （複数回答）
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（５）生きがい

ア.高齢者一般、これから高齢期一般のどちらも、生きがいについて、「家族・親族

とのふれあい」「趣味を持つこと」「友人・仲間づくり」を上位にあげている。

イ.この他の項目をみると、高齢者一般では「健康の保持・増進（45.3％）」「近所づ

きあい（29.8％）」の割合が高い。

ウ.これから高齢期一般では、「仕事を持つこと（43.1％）」の割合が高い。

69.6

59.8

52.5

45.3

27.6

20.5

29.8

19.0

10.1

6.9

10.9

2.4

61.6

60.7

44.4

33.1

43.1

21.0

7.4

16.2

7.4

6.7

2.3

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70

家族・親族とのふれあい

趣味を持つこと

友人・仲間づくり

健康の保持・増進

仕事を持つこと

スポーツ活動

近所づきあい

生涯学習

ボランティア・ＮＰＯ活動

特にない

町会・自治会・老人クラブ活動

その他
高齢者一般 N=2,106
これから高齢期一般 N=568

％

図表 32 生きがい （複数回答）
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（６）高齢者センター・敬老館・敬老室の利用状況

ア.高齢者一般では、「名前は知っているが、利用したことはない」が７割弱で、「利

用している」は１割強となっている。

イ.これから高齢期一般では、「名前は知っているが、利用したことはない」が約４

割、「知らない」が３割強となっている。

66.7 17.011.8 4.6

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

高齢者一般
N=2,106

利用している 名前は知っているが、利用したことはない 知らない 無回答

図表 33 高齢者センター・敬老館・敬老室の利用状況／高齢者一般 （単数回答）

39.1 34.22.3 21.0 3.5

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

これから高齢期一般
N=568

利用している 名前は知っているが、利用したことはない

知らない 60歳未満のため利用できない

無回答

図表 34 高齢者センター・敬老館・敬老室の利用状況／これから高齢期一般 （単数回答）
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（７）パソコン・携帯電話の利用状況

ア. 全体としては、パソコン、携帯電話の両方またはいずれかを使用している人は

６割強となっている。

イ．後期高齢者は、パソコン、携帯電話の両方またはいずれかを使用している人の

割合が、前期高齢者に比べ、男女ともに３割程度低くなっている。

17.4

6.1

4.4

1.3

35.9

33.7

21.8

51.4

22.1

17.8

39.7

1.0

5.0

7.1

56.3

29.4

35.2

43.9

32.5

15.2

4.0

3.2

5.1

7.9

2.9

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

【高齢者一般】
全体 N＝2,106

男性-前期高齢者
n＝665

女性-前期高齢者
n＝316

男性-後期高齢者
n＝545

女性-後期高齢者
n＝407

両方使っている パソコンを使っている 携帯電話を使っている 両方使っていない 無回答

図表 35 男女・年齢区分×携帯電話・パソコンの使用（単数回答）
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ウ.パソコンの使用用途は、「インターネット」が 77.4％、「文書や表の作成」が 71.8％

となっている。

エ.男女・年齢区分別にみると、「文章や表の作成」については、男女ともに後期高

齢者の方の割合が高く、「メール」は男女ともに前期高齢者の方が高い割合となっ

ている。

オ.携帯電話の用途は、「通話」が最も多く、次いで「メール」となっており、特に

女性－前期高齢者の割合が高くなっている。

77.4

71.8

62.8

19.0

1.1

81.0

75.2

65.3

17.7

0.3

78.0

42.4

72.9

13.6

0.0

69.4

80.6

56.5

24.2

1.6

75.9

65.5

51.7
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文書や表の作成

メール

その他

無回答

パソコン利用者全体 n=557
男性-前期高齢者 n＝311
女性-前期高齢者 n＝59

男性-後期高齢者 n＝124
女性-後期高齢者 n＝29

％

【高齢者一般／パソコンの使用用途】

図表 36 男女・年齢区分×パソコンの用途（複数回答）
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インターネット

その他

無回答

携帯電話利用者全体 n=1,222
男性-前期高齢者 n＝498
女性-前期高齢者 n＝233

男性-後期高齢者 n＝257
女性-後期高齢者 n＝162

％

【高齢者一般／携帯電話の用途】

図表 37 男女・年齢区分×携帯電話の用途（複数回答）


