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Ⅰ 障がい者実態調査の概要 

１ 調査の目的 

本調査は、「障がい者福祉計画」及び「障がい福祉計画」を改定にあたり、計画策定の基礎資料

とするために実施したものです。 

 

２ 調査対象 

御嵩町在住の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、及び放課後

等デイサービス事業所通所者等 

 

３ 調査期間 

令和４年 10月から令和４年 11月 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

1,230 通 517 通 42.0％ 
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Ⅱ 障がい者実態調査結果 

１ 「障がい者支えあいプラン」策定のためのアンケート調査 

（１）回答者 

調査にご回答されるのはどなたですか。（１つに○） 

（ご本人がご回答されない場合、ご家族または介助者の方が代わりにご回答ください。） 

「ご本人」の割合が 67.9％と最も高く、次いで「ご家族」の割合が 27.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

ご本人

ご家族

ご家族以外の介助者

その他

無回答

67.9

27.3

1.5

0.6

2.7

0 20 40 60 80 100
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（２）回答者属性 

問１ あなたの性別をお聞かせください。（１つに○） 

「男性」の割合が 53.8％、「女性」の割合が 45.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの年齢は満何歳ですか。 

「７０歳以上」の割合が 48.7％と最も高く、次いで「６０歳代」の割合が 15.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

男性

女性

無回答

53.8

45.6

0.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

１０歳未満

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

1.2

3.3

4.3

5.6

9.9

9.9

15.9

48.7

1.4

0 20 40 60 80 100
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問３ あなたのお住まいはどちらの地域ですか。（１つに○） 

「中地区」の割合が 31.7％と最も高く、次いで「伏見地区」の割合が 27.7％、「御嵩地区」の

割合が 27.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたはどの手帳をお持ちですか。手帳の等級もお答えください。（あてはまるも

のすべてに○） 

「身体障害者手帳１級」の割合が 20.1％と最も高く、次いで「身体障害者手帳４級」の割合が

14.7％、「身体障害者手帳３級」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

上之郷地区

御嵩地区

中地区

伏見地区

無回答

10.6

27.1

31.7

27.7

2.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

身体障害者手帳１級

身体障害者手帳２級

身体障害者手帳３級

身体障害者手帳４級

身体障害者手帳５級

身体障害者手帳６級

療育手帳Ａ

療育手帳Ａ１

療育手帳Ａ２

療育手帳Ｂ１

療育手帳Ｂ２

精神障害者保健福祉手帳１級

精神障害者保健福祉手帳２級

精神障害者保健福祉手帳３級

持っていない

無回答

20.1

13.0

14.5

14.7

2.3

2.9

1.5

1.9

3.1

2.9

3.7

3.1

8.3

1.5

6.8

2.7

0 20 40 60 80 100
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問５ 身体障害者手帳をお持ちの方、手帳に記されている障がい名をお答えください。

（あてはまるものすべてに○） 

「肢体不自由（下肢機能障がい）」の割合が 20.5％と最も高く、次いで「心臓機能障害」の割

合が 17.5％、「肢体不自由（上肢機能障がい）」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

視覚障がい

聴覚障がい

平衡機能障がい

音声機能障がい

言語機能障がい

そしゃく機能障がい

肢体不自由（上肢機能障がい）

肢体不自由（下肢機能障がい）

肢体不自由（体幹）

肢体不自由（脳原性運動機能障がい）

心臓機能障がい

腎臓機能障がい

呼吸器機能障がい

ぼうこう機能障がい

直腸機能障がい

小腸機能障がい

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障が
い

その他

無回答

3.0

4.9

0.2

0.4

0.9

0.4

11.3

20.5

7.1

2.8

17.5

6.0

3.2

0.9

2.4

0.0

0.0

7.7

26.9

0 20 40 60 80 100
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問６ すべての方にお尋ねします。障がいが生じた時期はいつですか。（１つに○） 

「７０歳代以上」の割合が 20.5％と最も高く、次いで「５０歳代」の割合が 14.7％、「６０歳

代」の割合が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

生まれた時

０～９歳

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代以上

無回答

8.9

10.6

5.2

6.6

7.7

7.4

14.7

13.9

20.5

4.4

0 20 40 60 80 100
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問７ 40歳以上の方にお尋ねします。介護保険の要介護認定を受けていますか。受けて

いる場合は要介護度をお答えください。（１つに○） 

「要介護認定を受けている」の割合が 29.4％、「要介護認定を受けていない」の割合が 64.9％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「要介護認定を受けていない」の

割合が、持っていないで「要介護認定を受けていない」の割合が、療育手帳で「要介護認定を受

けていない」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「要介護認定を受け

ている」の割合が、持っていないで「要介護認定を受けている」の割合が、療育手帳で「要介護

認定を受けている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る 

要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 436  29.4  64.9  5.7  

身体障害者手帳 335  34.3  59.7  6.0  

療育手帳 22  18.2  77.3  4.5  

精神障害者保健福祉手帳 50  12.0  84.0  4.0  

持っていない 29  13.8  82.8  3.4  

 

  

回答者数 = 436 ％

要介護認定を受けている

要介護認定を受けていない

無回答

29.4

64.9

5.7

0 20 40 60 80 100
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＜要介護度＞ 

「要介護１」の割合が 16.4％と最も高く、次いで「要介護４」の割合が 15.6％、「要支援２」、

「要介護５」の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

要
支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

要
介
護
４ 

要
介
護
５ 

無
回
答 

全  体 128  10.9  14.8  16.4  11.7  14.1  15.6  14.8  1.6  

身体障害者手帳 115  10.4  15.7  18.3  11.3  13.9  14.8  13.9  1.7  

療育手帳 4  25.0  － － 50.0  － － 25.0  － 

精神障害者保健福祉手帳 6  － － 16.7  16.7  16.7  16.7  33.3  － 

持っていない 4  － 25.0  － － 25.0  50.0  － － 

 

  

回答者数 = 128 ％

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

無回答

10.9

14.8

16.4

11.7

14.1

15.6

14.8

1.6

0 20 40 60 80 100
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問８ あなたは発達障がいと診断されていますか。（１つに○） 

「診断されていない」の割合が 72.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 医師あるいは医療機関から出された診断名をお答えください。（あてはまるものす

べてに○） 

「広汎性発達障害（知的障がいを伴う自閉症）」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「注意欠

陥多動性障害（ＡＤＨＤ）」の割合が 16.0％、「広汎性発達障害（アスペルガー症候群）」の割合

が 10.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

診断されていない

診断されている

わからない

無回答

72.7

9.7

9.9

7.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 50 ％

広汎性発達障がい（知的障がいを伴う自閉
症）

広汎性発達障がい（高機能自閉症（高機能
広汎性発達障がい））

広汎性発達障がい（アスペルガー症候群）

学習障がい（ＬＤ）

注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）

その他

無回答

40.0

6.0

10.0

6.0

16.0

20.0

16.0

0 20 40 60 80 100
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問 10 発達障がいについて相談したいことは何ですか。（主なもの３つまで○） 

「福祉サービスに関すること」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「生活に関すること」の割

合が 28.0％、「就職に関すること」の割合が 24.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 「あなた」は国が定める難病の診断を受けていますか。（１つに○） 

「受けていない」の割合が 63.8％と最も高く、次いで「受けている差し支えなければ疾患名を

ご記入ください」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 50 ％

医療機関に関すること

保育園に関すること

就学に関すること

学校生活に関すること

就職に関すること

生活に関すること

対人関係に関すること

福祉サービスに関すること

療育に関すること

社会的自立の訓練に関すること

その他

相談する必要はない

無回答

16.0

0.0

8.0

8.0

24.0

28.0

12.0

40.0

4.0

22.0

6.0

6.0

14.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

受けている差し支えなければ疾患名をご記
入ください

受けていない

わからない

無回答

15.7

63.8

7.7

12.8

0 20 40 60 80 100
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問 12 難病医療費助成を受けている方は、身体障害者手帳を持っていなくても、必要と

認められた障害福祉サービス等の利用が可能です。あなたはこのことを知っていま

すか。（１つに○） 

「知っている」の割合が 32.1％、「知らなかった」の割合が 63.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 「あなた」は、高次脳機能障がいに該当しますか。（１つに○） 

「該当しない」の割合が 61.1％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 16.6％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 81 ％

知っている

知らなかった

無回答

32.1

63.0

4.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

該当する

該当しない

わからない

無回答

3.1

61.1

16.6

19.1

0 20 40 60 80 100
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（３）生活のことについて 

問 14 現在の暮らしの状況は以下のどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

「同居の家族がいる」の割合が 76.8％と最も高く、次いで「一人暮らし」の割合が 11.4％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「同居の家族がいる」高くなっています。ま

た、他に比べ、療育手帳で「一人暮らし」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
暮
ら
し 

同
居
の
家
族
が
い
る 

施
設
に
入
所
し
て
い

る そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  11.4  76.8  7.0  3.7  1.9  

身体障害者手帳 348  12.9  77.0  5.5  3.2  2.0  

療育手帳 68  4.4  79.4  14.7  2.9  － 

精神障害者保健福祉手帳 67  9.0  73.1  10.4  7.5  1.5  

持っていない 35  11.4  88.6  － － － 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

一人暮らし

同居の家族がいる

施設に入所している

その他

無回答

11.4

76.8

7.0

3.7

1.9

0 20 40 60 80 100
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問 15 現在、一緒に暮らしている方は誰ですか。（あてはまるものすべてに○） 

「配偶者（妻・夫）」の割合が 46.8％と最も高く、次いで「子ども」の割合が 26.7％、「父親・

母親」の割合が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「父親・母親」の割合が、精神障害者保健福祉手

帳で「父親・母親」の割合が、持っていないで「配偶者（妻・夫）」の割合が高くなっています。

また、精神障害者保健福祉手帳で「配偶者（妻・夫）」「子ども」の割合が、身体障害者手帳で「父

親・母親」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
妻
・
夫
） 

父
親
・
母
親 

子
ど
も 

子
ど
も
の
配
偶
者 

兄
弟
・
姉
妹 

祖
父
・
祖
母 

孫 親
戚 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  46.8  23.0  26.7  7.2  9.5  2.9  6.4  0.2  7.0  15.5  

身体障害者手
帳 

348  57.8  10.1  31.9  9.5  3.2  0.9  8.3  － 3.4  17.2  

療育手帳 68  － 73.5  － － 45.6  11.8  － 1.5  19.1  5.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  22.4  49.3  14.9  1.5  11.9  4.5  － － 14.9  13.4  

持っていない 35  65.7  22.9  42.9  5.7  5.7  － 5.7  － 5.7  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

配偶者（妻・夫）

父親・母親

子ども

子どもの配偶者

兄弟・姉妹

祖父・祖母

孫

親戚

その他

無回答

46.8

23.0

26.7

7.2

9.5

2.9

6.4

0.2

7.0

15.5

0 20 40 60 80 100
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問 16 あなたの世帯で主に生計を支えている方はどなたですか。（１つに○） 

「あなた（ご本人）」の割合が 39.3％と最も高く、次いで「配偶者（妻・夫）」の割合が 23.2％、

「父親」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「父親」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「父

親」の割合が、持っていないで「配偶者（妻・夫）」の割合が高くなっています。また、療育手帳

で「あなた（ご本人）」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「あなた（ご本人）」の割合が、身

体障害者手帳で「父親」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
な
た
（
ご
本
人
） 

配
偶
者
（
妻
・
夫
） 

父
親 

母
親 

子
ど
も 

兄
弟
・
姉
妹 

祖
父
・
祖
母 

孫 親
戚 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  39.3  23.2  14.5  4.3  8.5  1.5  0.4  － － 2.1  6.2  

身体障害者手
帳 

348  46.3  27.3  5.2  2.0  10.6  0.9  － － － 1.4  6.3  

療育手帳 68  10.3  － 64.7  11.8  － 5.9  1.5  － － 2.9  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  22.4  20.9  23.9  10.4  4.5  3.0  1.5  － － 6.0  7.5  

持っていない 35  45.7  31.4  8.6  5.7  5.7  － － － － － 2.9  

 

  

回答者数 = 517 ％

あなた（ご本人）

配偶者（妻・夫）

父親

母親

子ども

兄弟・姉妹

祖父・祖母

孫

親戚

その他

無回答

39.3

23.2

14.5

4.3

8.5

1.5

0.4

0.0

0.0

2.1

6.2

0 20 40 60 80 100
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問 17 現在のお住まい、あるいは生活の場はどこですか。（１つに○） 

「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」の割合が 89.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」

高くなっています。また、他に比べ、療育手帳で「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
（
借
家
・
借
間
・

ア
パ
ー
ト
な
ど
を
含

む
） 

施
設
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム 病
院
問 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  89.0  6.6  2.7  － 1.7  

身体障害者手帳 348  90.5  5.5  2.6  － 1.4  

療育手帳 68  79.4  19.1  － － 1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  86.6  4.5  7.5  － 1.5  

持っていない 35  100.0  － － － － 

 

  

回答者数 = 517 ％

自宅（借家・借間・アパートなどを含む）

施設・グループホーム

病院問

その他

無回答

89.0

6.6

2.7

0.0

1.7

0 20 40 60 80 100
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、内部障がいで「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」

高くなっています。また、その他で「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」の割合が、聴覚・

平衡機能障がいで「自宅（借家・借間・アパートなどを含む）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
（
借
家
・
借
間
・

ア
パ
ー
ト
な
ど
を
含

む
） 

施
設
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
問 

病
院
問 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  89.0  6.6  2.7  － 1.7  

視覚障害 14  92.9  7.1  － － － 

聴覚・平衡機能障害 24  83.3  12.5  － － 4.2  

音声・言語・そしゃく機能障
害 

6  66.7  － 33.3  － － 

肢体不自由 147  86.4  6.8  4.8  － 2.0  

内部障害 131  96.2  3.1  － － 0.8  

その他 36  77.8  13.9  8.3  － － 

 

 

問 18 住まいについて困っていて改修した、あるいは改修したい箇所はどこですか。

（あてはまるものすべてに○） 

「特にない」の割合が 53.7％と最も高く、次いで「浴室」の割合が 18.5％、「トイレ」の割合

が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 460 ％

玄関

台  所

浴室

トイレ

居間

寝室

廊下

階段

特にない

その他

無回答

13.0

8.3

18.5

16.7

2.8

6.7

4.8

8.3

53.7

7.2

5.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「浴室」「玄関」の割合が、精神障害者保健福

祉手帳で「浴室」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

玄
関 

台 
 

所 

浴
室 

ト
イ
レ 

居
間 

寝
室 

廊
下 

階
段 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 460  13.0  8.3  18.5  16.7  2.8  6.7  4.8  8.3  53.7  7.2  5.2  

身体障害者手帳 315  16.2  8.3  22.5  18.1  2.9  7.6  5.1  10.5  48.9  7.3  4.8  

療育手帳 54  7.4  1.9  14.8  9.3  － 3.7  1.9  3.7  72.2  3.7  7.4  

精神障害者保健
福祉手帳 

58  12.1  17.2  10.3  17.2  5.2  5.2  3.4  3.4  51.7  10.3  6.9  

持っていない 35  2.9  － 5.7  11.4  － 2.9  8.6  2.9  68.6  8.6  － 

 

 

問 19 あなたは日中をどのように過ごしていますか。（主なもの３つまで○） 

「家にいて家事をしている」の割合が 34.3％と最も高く、次いで「病院に通っている」の割合

が 30.9％、「デイケアに通っている」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 460 ％

会社や団体を経営・運営している

正社員・従業員として働いている

パート・臨時・アルバイトとして働いてい
る

実際の職場で職業訓練中である（社会適応
訓練など）

家業（自営業や農業など）を手伝っている

就労移行支援・就労継続支援を利用してい
る

家にいて家事をしている

学校に通っている

病院に通っている

デイケアに通っている

同じ障がいのある方たち同士の活動・集ま
りに通っている

何もしていない

その他

無回答

3.0

9.8

9.3

0.0

8.5

6.3

34.3

3.9

30.9

12.0

2.6

9.8

8.5

0.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「病院に通っている」高くなって

います。また、療育手帳で「家にいて家事をしている」「病院に通っている」の割合が、持ってい

ないで「病院に通っている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

会
社
や
団
体
を
経
営
・
運
営
し
て
い

る 正
社
員
・
従
業
員
と
し
て
働
い
て
い

る パ
ー
ト
・
臨
時
・
ア
ル
バ
イ
ト
と
し

て
働
い
て
い
る 

実
際
の
職
場
で
職
業
訓
練
中
で
あ

る
（
社
会
適
応
訓
練
な
ど
） 

家
業
（
自
営
業
や
農
業
な
ど
）
を
手

伝
っ
て
い
る 

就
労
移
行
支
援
・
就
労
継
続
支
援
を

利
用
し
て
い
る 

家
に
い
て
家
事
を
し
て
い
る 

学
校
に
通
っ
て
い
る 

病
院
に
通
っ
て
い
る 

デ
イ
ケ
ア
に
通
っ
て
い
る 

同
じ
障
が
い
の
あ
る
方
た
ち
同
士

の
活
動
・
集
ま
り
に
通
っ
て
い
る 

何
も
し
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 460  3.0  9.8  9.3  － 8.5  6.3  34.3  3.9  30.9  12.0  2.6  9.8  8.5  0.4  

身 体 障 害
者手帳 

315  2.5  8.3  8.3  － 10.2  2.5  39.0  0.6  34.9  14.3  1.6  11.4  7.3  0.3  

療育手帳 54  － 13.0  7.4  － － 25.9  7.4  24.1  9.3  11.1  16.7  1.9  11.1  － 

精 神 障 害
者 保 健 福
祉手帳 

58  1.7  5.2  10.3  － 5.2  17.2  29.3  3.4  39.7  12.1  － 6.9  15.5  1.7  

持 っ て い
ない 

35  11.4  20.0  20.0  － 5.7  － 28.6  8.6  14.3  2.9  － 8.6  8.6  － 
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問 20 すべての方にお尋ねします。今後、日中はどのようなことをしていきたいです

か。（主なもの３つまで○） 

「今のままでよい」の割合が 48.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

今のままでよい

正社員・従業員として働きたい

パート・臨時・アルバイトなど自分が働け
る時間は働きたい

職業に就くための技術を身につけたい

家業（自営業や農業など）を手伝いたい

就労移行支援・就労継続支援を利用したい

家事をしたい

学校に通いたい

病院に通いたい

デイケアに通いたい

同じ障がいのある方たち同士の活動・集ま
りに通いたい

その他

わからない

無回答

48.9

6.2

9.1

1.5

4.6

6.0

9.7

1.2

8.7

5.2

3.7

3.5

7.0

3.1

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「今のままでよい」の割合が、持っていないで「今

のままでよい」の割合が高くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「今の

ままでよい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

今
の
ま
ま
で
よ
い 

正
社
員
・
従
業
員
と
し
て
働
き
た
い 

パ
ー
ト
・
臨
時
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

自
分
が
働
け
る
時
間
は
働
き
た
い 

職
業
に
就
く
た
め
の
技
術
を
身
に

つ
け
た
い 

家
業
（
自
営
業
や
農
業
な
ど
）
を
手

伝
い
た
い 

就
労
移
行
支
援
・
就
労
継
続
支
援
を

利
用
し
た
い 

家
事
を
し
た
い 

学
校
に
通
い
た
い 

病
院
に
通
い
た
い 

デ
イ
ケ
ア
に
通
い
た
い 

同
じ
障
が
い
の
あ
る
方
た
ち
同
士

の
活
動
・
集
ま
り
に
通
い
た
い 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  48.9  6.2  9.1  1.5  4.6  6.0  9.7  1.2  8.7  5.2  3.7  3.5  7.0  3.1  

身体障害者
手帳 

348  50.9  4.0  8.3  0.3  5.5  2.6  10.6  0.3  9.5  5.7  3.2  4.3  6.6  4.0  

療育手帳 68  57.4  10.3  2.9  4.4  － 16.2  1.5  4.4  1.5  2.9  5.9  1.5  4.4  1.5  

精神障害者
保健福祉手
帳 

67  31.3  11.9  16.4  6.0  1.5  17.9  9.0  － 10.4  6.0  6.0  3.0  13.4  3.0  

持っていな
い 

35  54.3  11.4  11.4  － 5.7  － 11.4  5.7  11.4  2.9  2.9  2.9  2.9  － 
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問 21 ＜今後どのように暮らしたいか（１つに○）＞ 

「家族といっしょに自宅で暮らしたい」の割合が 67.5％と最も高く、次いで「ひとりで暮らし

たい」の割合が 10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「家族といっしょに自宅で暮らしたい」高く

なっています。また、他に比べ、療育手帳で「家族といっしょに自宅で暮らしたい」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ひ
と
り
で
暮
ら
し
た
い 

家
族
と
い
っ
し
ょ
に
自

宅
で
暮
ら
し
た
い 

専
門
の
職
員
が
い
て
共

同
生
活
が
で
き
る
施
設

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な

ど
）
を
利
用
し
た
い 

障
害
者
支
援
施
設
（
入

所
）
を
利
用
し
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  10.6  67.5  8.3  4.4  3.1  6.0  

身体障害者手帳 348  10.3  69.8  6.0  3.2  3.7  6.9  

療育手帳 68  13.2  45.6  17.6  20.6  － 2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  13.4  65.7  9.0  － 3.0  9.0  

持っていない 35  5.7  91.4  － － 2.9  － 

 

  

回答者数 = 517 ％

ひとりで暮らしたい

家族といっしょに自宅で暮らしたい

専門の職員がいて共同生活ができる施設（グループ
ホームなど）を利用したい

障がい者支援施設（入所）を利用したい

その他

無回答

10.6

67.5

8.3

4.4

3.1

6.0

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、１０歳代で「ひとりで暮らしたい」の割合が、６０歳代で「ひと

りで暮らしたい」の割合が高くなっています。また、５０歳代で「家族といっしょに自宅で暮ら

したい」の割合が、３０歳代で「家族といっしょに自宅で暮らしたい」の割合が低くなっていま

す。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ひ
と
り
で
暮
ら
し
た
い 

家
族
と
い
っ
し
ょ
に
自

宅
で
暮
ら
し
た
い 

専
門
の
職
員
が
い
て
共

同
生
活
が
で
き
る
施
設

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な

ど
）
を
利
用
し
た
い 

障
害
者
支
援
施
設
（
入

所
）
を
利
用
し
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  10.6  67.5  8.3  4.4  3.1  6.0  

１０歳未満 6  － 83.3  － － 16.7  － 

１０歳代 17  23.5  70.6  － 5.9  － － 

２０歳代 22  9.1  63.6  9.1  18.2  － － 

３０歳代 29  10.3  58.6  17.2  6.9  － 6.9  

４０歳代 51  7.8  66.7  11.8  7.8  － 5.9  

５０歳代 51  11.8  56.9  11.8  3.9  5.9  9.8  

６０歳代 82  17.1  69.5  9.8  － － 3.7  

７０歳以上 252  8.7  70.2  6.0  3.6  4.4  7.1  

 

【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、内部障がいで「家族といっしょに自宅で暮らしたい」高

くなっています。また、視覚障がいで「家族といっしょに自宅で暮らしたい」の割合が、聴覚・

平衡機能障がいで「家族といっしょに自宅で暮らしたい」の割合が、その他で「家族といっしょ

に自宅で暮らしたい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ひ
と
り
で
暮
ら
し
た
い 

家
族
と
い
っ
し
ょ
に
自

宅
で
暮
ら
し
た
い 

専
門
の
職
員
が
い
て
共

同
生
活
が
で
き
る
施
設

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な

ど
）
を
利
用
し
た
い 

障
が
い
者
支
援
施
設

（
入
所
）
を
利
用
し
た

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  10.6  67.5  8.3  4.4  3.1  6.0  

視覚障がい 14  14.3  50.0  － － 7.1  28.6  

聴覚・平衡機能障がい 24  12.5  54.2  8.3  12.5  4.2  8.3  

音声・言語・そしゃく機
能障がい 

6  － 50.0  － 16.7  33.3  － 

肢体不自由 147  10.9  66.7  8.8  3.4  5.4  4.8  

内部障がい 131  8.4  80.9  2.3  1.5  4.6  2.3  

その他 36  11.1  58.3  8.3  11.1  － 11.1  
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問 21 ＜どのような支援があればよいか（あてはまるものすべてに○）＞ 

「経済的な負担の軽減」の割合が 38.9％と最も高く、次いで「在宅で医療的ケアなどが適切に

受けられること」の割合が 28.0％、「ホームヘルプなど、必要な在宅サービスが適切に利用でき

ること」の割合が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「障がいに対応した住居の確保」「相談支援等の充

実」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「相談支援等の充実」の割合が高くなっています。ま

た、療育手帳で「在宅で医療的ケアなどが適切に受けられること」の割合が、持っていないで「障

がいに対応した住居の確保」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「在宅で医療的ケアなどが適

切に受けられること」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

在
宅
で
医
療
的
ケ
ア
な
ど

が
適
切
に
受
け
ら
れ
る
こ

と 障
が
い
に
対
応
し
た
住
居

の
確
保 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
な
ど
、
必
要

な
在
宅
サ
ー
ビ
ス
が
適
切

に
利
用
で
き
る
こ
と 

生
活
訓
練
等
の
充
実 

経
済
的
な
負
担
の
軽
減 

相
談
支
援
等
の
充
実 

地
域
住
民
等
の
理
解 

支
援
を
必
要
と
し
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  28.0  14.9  23.0  7.2  38.9  18.6  6.6  10.8  3.9  11.2  

身体障害者手
帳 

348  33.6  14.1  24.7  4.6  37.1  12.9  4.0  10.3  2.6  12.4  

療育手帳 68  7.4  35.3  22.1  23.5  36.8  36.8  14.7  11.8  1.5  4.4  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  19.4  14.9  17.9  7.5  47.8  34.3  16.4  9.0  9.0  11.9  

持っていない 35  25.7  2.9  17.1  5.7  42.9  20.0  － 14.3  5.7  11.4  

  

回答者数 = 517 ％

在宅で医療的ケアなどが適切に受けられる
こと

障がいに対応した住居の確保

ホームヘルプなど、必要な在宅サービスが
適切に利用できること

生活訓練等の充実

経済的な負担の軽減

相談支援等の充実

地域住民等の理解

支援を必要としない

その他

無回答

28.0

14.9

23.0

7.2

38.9

18.6

6.6

10.8

3.9

11.2

0 20 40 60 80 100
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問 22 「あなた」は現在、生活で困っていることがありますか。（あてはまるものすべ

てに○） 

「特に困っていることはない」の割合が 35.0％と最も高く、次いで「外出する機会や場所が限

られている」の割合が 22.4％、「十分な収入が得られない」、「人とのコミュニケーションがうま

くとれない」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

身の回りの世話や介助をしてくれる人がいない

自立して生活するための住宅（持家、借家等）がな
い

自分の希望に合った福祉サービスがない

福祉施設の定員がいっぱいで入所できない

受けたい学校教育の環境（選択肢）がない

（特別支援学校を除き）受け入れてくれる教育機関
（幼稚園、学校等）がない

働けない（職業に就くことができない）

就ける職業が限られている

十分な収入が得られない

医療費の負担が大きい

医療機関が近くにない

お金がかかるので、障がいにあった住宅改修ができ
ない

趣味や生きがいが持てない

生活するうえでの相談がしにくい、必要な情報が得
にくい

人とのコミュニケーションがうまくとれない

外出する機会や場所が限られている

街なかで困っていても周りの人が助けてくれない

障がいが原因で特別な目でみられたり、差別を受け
たりする

障がいのための生活への不安を話す人がいない

その他

特に困っていることはない

無回答

2.9

1.2

5.4

1.9

1.2

0.2

8.1

6.0

14.3

5.4

12.4

7.9

9.3

7.4

14.3

22.4

2.3

5.2

7.5

5.0

35.0

6.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「人とのコミュニケーションがう

まくとれない」「十分な収入が得られない」の割合が、持っていないで「特に困っていることはな

い」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「特に困っていることはない」

の割合が、持っていないで「外出する機会や場所が限られている」「十分な収入が得られない」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

身
の
回
り
の
世
話
や
介
助
を
し
て
く
れ
る
人

が
い
な
い 

自
立
し
て
生
活
す
る
た
め
の
住
宅
（
持
家
、

借
家
等
）
が
な
い 

自
分
の
希
望
に
合
っ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
な

い 福
祉
施
設
の
定
員
が
い
っ
ぱ
い
で
入
所
で
き

な
い 

受
け
た
い
学
校
教
育
の
環
境
（
選
択
肢
）
が

な
い 

（
特
別
支
援
学
校
を
除
き
）
受
け
入
れ
て
く

れ
る
教
育
機
関
（
幼
稚
園
、
学
校
等
）
が
な
い 

働
け
な
い
（
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
） 

就
け
る
職
業
が
限
ら
れ
て
い
る 

十
分
な
収
入
が
得
ら
れ
な
い 

医
療
費
の
負
担
が
大
き
い 

医
療
機
関
が
近
く
に
な
い 

全  体 517  2.9  1.2  5.4  1.9  1.2  0.2  8.1  6.0  14.3  5.4  12.4  

身体障害者手
帳 

348  2.6  0.6  5.2  1.4  0.6  － 6.0  3.7  11.2  4.6  13.2  

療育手帳 68  2.9  2.9  5.9  8.8  4.4  － 2.9  8.8  14.7  － 4.4  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  6.0  3.0  9.0  － 1.5  1.5  23.9  16.4  37.3  7.5  22.4  

持っていない 35  － － － － － － 5.7  8.6  5.7  17.1  8.6  

 

区分 

お
金
が
か
か
る
の
で
、
障
が
い
に
あ
っ
た
住

宅
改
修
が
で
き
な
い 

趣
味
や
生
き
が
い
が
持
て
な
い 

生
活
す
る
う
え
で
の
相
談
が
し
に
く
い
、
必

要
な
情
報
が
得
に
く
い 

人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
と

れ
な
い 

外
出
す
る
機
会
や
場
所
が
限
ら
れ
て
い
る 

街
な
か
で
困
っ
て
い
て
も
周
り
の
人
が
助
け

て
く
れ
な
い 

障
が
い
が
原
因
で
特
別
な
目
で
み
ら
れ
た

り
、
差
別
を
受
け
た
り
す
る 

障
が
い
の
た
め
の
生
活
へ
の
不
安
を
話
す
人

が
い
な
い 

そ
の
他 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

無
回
答 

全  体 7.9  9.3  7.4  14.3  22.4  2.3  5.2  7.5  5.0  35.0  6.2  

身体障害者手
帳 

10.1  6.9  5.5  6.6  22.4  2.0  4.3  5.7  4.9  34.8  7.5  

療育手帳 4.4  8.8  5.9  36.8  17.6  4.4  7.4  13.2  2.9  36.8  4.4  

精神障害者保
健福祉手帳 

6.0  31.3  22.4  40.3  40.3  4.5  10.4  19.4  10.4  14.9  3.0  

持っていない 2.9  － 2.9  － 5.7  2.9  － 8.6  2.9  60.0  5.7  
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問 23 悩みや困ったことを相談するのは誰（どこ）ですか。（主なもの３つまで○） 

「家族・親族」の割合が 74.7％と最も高く、次いで「病院」の割合が 22.6％、「友人・知人・

近所の人」の割合が 20.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

家族・親族

友人・知人・近所の人

保育園・幼稚園・学校

病院

サービスを受けているところ（施設、事業
所等）の職員

ホームヘルパー

職場の人

役場（保健師も含む）

社会福祉協議会

地域活動支援センター

民生委員・児童委員

専門の相談員

障がい者（児）の団体

子育て支援センター

誰もいない

その他

無回答

74.7

20.5

1.5

22.6

15.1

3.5

3.1

5.6

6.6

3.3

1.0

3.9

0.2

0.4

4.1

3.9

5.6

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「サービスを受けているところ（施設、事業所等）

の職員」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「病院」の割合が、持っていないで「家族・親族」

の割合が高くなっています。また、他に比べ、療育手帳で「友人・知人・近所の人」「病院」「家

族・親族」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

友
人
・
知
人
・
近
所
の
人 

保
育
園
・
幼
稚
園
・
学
校 

病
院 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

と
こ
ろ
（
施
設
、
事
業
所

等
）
の
職
員 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

職
場
の
人 

役
場
（
保
健
師
も
含
む
） 

全  体 517  74.7  20.5  1.5  22.6  15.1  3.5  3.1  5.6  

身体障害者手帳 348  74.1  23.0  － 20.4  11.2  4.3  2.6  5.5  

療育手帳 68  67.6  4.4  8.8  14.7  44.1  2.9  4.4  7.4  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  73.1  16.4  － 41.8  14.9  1.5  3.0  3.0  

持っていない 35  91.4  25.7  5.7  22.9  11.4  － 5.7  5.7  

 

区分 

社
会
福
祉
協
議
会 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

専
門
の
相
談
員 

障
が
い
者
（
児
）
の
団
体 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

誰
も
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 6.6  3.3  1.0  3.9  0.2  0.4  4.1  3.9  5.6  

身体障害者手帳 6.3  4.3  1.4  3.7  － 0.3  3.2  4.0  6.6  

療育手帳 16.2  2.9  － 10.3  － 1.5  1.5  4.4  2.9  

精神障害者保健
福祉手帳 

6.0  1.5  － 3.0  1.5  － 11.9  1.5  1.5  

持っていない 2.9  － － － － － 2.9  2.9  2.9  
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問 24 新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活で特に困っていることはどの

ようなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

「特にない」の割合が 40.4％と最も高く、次いで「外出の制限」の割合が 28.0％、「支出の増

加」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「外出の制限」の割合が、精神障害者保健福祉手

帳で「支出の増加」の割合が、持っていないで「収入の減少」の割合が高くなっています。また、

精神障害者保健福祉手帳で「外出の制限」の割合が、療育手帳で「支出の増加」の割合が低くな

っています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

収
入
の
減
少 

学
習
機
会
の
確
保
・
学

力
の
低
下 

支
出
の
増
加 

運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
の
機

会
の
減
少 

失
業 

外
出
の
制
限 

休
業 

マ
ス
ク
・
消
毒
液
の
不

足 働
き
方
の
変
化
に
よ

る
負
担 

あ
な
た
と
家
族
の
健

康
悪
化 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 517  12.0  1.4  15.7  8.1  1.7  28.0  2.3  2.5  3.1  8.7  4.1  40.4  7.0  

身体障害者
手帳 

348  12.9  0.3  15.5  6.9  0.9  27.6  2.0  2.9  3.2  8.9  3.2  39.9  7.8  

療育手帳 68  7.4  5.9  8.8  16.2  2.9  42.6  5.9  － 1.5  8.8  7.4  35.3  2.9  

精神障害者
保健福祉手
帳 

67  11.9  1.5  20.9  7.5  6.0  20.9  1.5  4.5  1.5  9.0  6.0  44.8  4.5  

持っていな
い 

35  17.1  2.9  17.1  2.9  － 28.6  2.9  － 8.6  5.7  2.9  37.1  8.6  

 

  

回答者数 = 517 ％

収入の減少

学習機会の確保・学力の低下

支出の増加

運動・スポーツの機会の減少

失業

外出の制限

休業

マスク・消毒液の不足

働き方の変化による負担

あなたと家族の健康悪化

その他

特にない

無回答

12.0

1.4

15.7

8.1

1.7

28.0

2.3

2.5

3.1

8.7

4.1

40.4

7.0

0 20 40 60 80 100
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「外出の制限」の割合が、その他で「支出

の増加」の割合が、内部障がいで「外出の制限」の割合が高くなっています。また、他に比べ、

聴覚・平衡機能障がいで「外出の制限」「収入の減少」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

収
入
の
減
少 

学
習
機
会
の
確
保
・
学
力
の

低
下 

支
出
の
増
加 

運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
の
機
会
の

減
少 

失
業 

外
出
の
制
限 

休
業 

マ
ス
ク
・
消
毒
液
の
不
足 

働
き
方
の
変
化
に
よ
る
負

担 あ
な
た
と
家
族
の
健
康
悪

化 そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 517  12.0  1.4  15.7  8.1  1.7  28.0  2.3  2.5  3.1  8.7  4.1  40.4  7.0  

視覚障がい 14  7.1  － － 7.1  － 42.9  － 7.1  － － － 57.1  － 

聴覚・平衡
機能障がい 

24  4.2  － 20.8  4.2  － 16.7  － 4.2  － － 12.5  45.8  8.3  

音声・言語・
そしゃく機
能障がい 

6  － － 16.7  － － 33.3  － － － － 16.7  33.3  16.7  

肢体不自由 147  12.9  0.7  15.0  6.8  0.7  25.9  2.0  2.0  2.0  12.9  2.0  40.1  6.8  

内部障がい 131  12.2  － 13.0  7.6  0.8  33.6  3.1  3.8  4.6  9.2  3.1  38.2  6.9  

その他 36  11.1  － 27.8  8.3  2.8  30.6  － 2.8  2.8  5.6  8.3  36.1  5.6  
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問 25 施設入所や入院生活から地域での暮らしへ移行する場合、障がい者が暮らしやす

いまちづくりを進めるために、どのような配慮が必要だと考えますか。（主なもの３

つまで○） 

「年金などの経済的な支援を充実させる」の割合が 28.6％と最も高く、次いで「気軽に何でも

相談できるような体制を充実させる」の割合が 21.9％、「自宅で受けられる福祉サービスなどを

充実させる」の割合が 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

障がいに対する町民の理解を深めるような、啓発活
動を積極的に行う

文化活動などを通じて、地域の人々との交流を活発
にする

気軽に何でも相談できるような体制を充実させる

健康づくりや医療面での福祉施策などを充実させる

自宅で受けられる福祉サービスなどを充実させる

施設に入所、通所して受けられる福祉サービスなど
を充実させる

病院との連携による支援を充実させる

障がいのある人との生活を支えるヘルパーや職員、
ボランティアを育成する

地域に住む人が力を合わせて、障がいのある人を支
えていく体制づくりを進める

教育や就労など、障がいのある人の自立に向けた取
り組みを充実させる

年金などの経済的な支援を充実させる

住宅や交通機関など、障がいのある人も暮らしやす
いバリアフリーの街づくりを進める

家族の介護負担の軽減や、家族が就労するための支
援などを充実させる

その他

わからない

特に力をいれるべきことはない

無回答

10.8

1.2

21.9

9.9

20.9

14.5

16.8

10.3

3.5

5.4

28.6

11.2

17.0

1.7

11.4

4.1

11.8

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「施設に入所、通所して受けられる福祉サービス

などを充実させる」「障がいのある人との生活を支えるヘルパーや職員、ボランティアを育成す

る」「わからない」の割合が、持っていないで「病院との連携による支援を充実させる」の割合が

高くなっています。また、他に比べ、療育手帳で「年金などの経済的な支援を充実させる」「自宅

で受けられる福祉サービスなどを充実させる」「病院との連携による支援を充実させる」の割合

が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

障
が
い
に
対
す
る
町
民
の
理
解
を

深
め
る
よ
う
な
、
啓
発
活
動
を
積
極

的
に
行
う 

文
化
活
動
な
ど
を
通
じ
て
、
地
域
の

人
々
と
の
交
流
を
活
発
に
す
る 

気
軽
に
何
で
も
相
談
で
き
る
よ
う

な
体
制
を
充
実
さ
せ
る 

健
康
づ
く
り
や
医
療
面
で
の
福
祉

施
策
な
ど
を
充
実
さ
せ
る 

自
宅
で
受
け
ら
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
な
ど
を
充
実
さ
せ
る 

施
設
に
入
所
、
通
所
し
て
受
け
ら
れ

る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
充
実
さ

せ
る 

病
院
と
の
連
携
に
よ
る
支
援
を
充

実
さ
せ
る 

障
が
い
の
あ
る
人
と
の
生
活
を
支

え
る
ヘ
ル
パ
ー
や
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
を
育
成
す
る 

全  体 517  10.8  1.2  21.9  9.9  20.9  14.5  16.8  10.3  

身体障害者手帳 348  10.6  1.4  21.3  11.8  23.6  12.6  17.0  8.6  

療育手帳 68  14.7  1.5  22.1  4.4  11.8  29.4  8.8  22.1  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  16.4  － 25.4  6.0  16.4  11.9  14.9  9.0  

持っていない 35  － － 22.9  14.3  22.9  14.3  28.6  14.3  

 

区分 

地
域
に
住
む
人
が
力
を
合
わ
せ
て
、

障
が
い
の
あ
る
人
を
支
え
て
い
く

体
制
づ
く
り
を
進
め
る 

教
育
や
就
労
な
ど
、
障
が
い
の
あ
る

人
の
自
立
に
向
け
た
取
り
組
み
を

充
実
さ
せ
る 

年
金
な
ど
の
経
済
的
な
支
援
を
充

実
さ
せ
る 

住
宅
や
交
通
機
関
な
ど
、
障
が
い
の

あ
る
人
も
暮
ら
し
や
す
い
バ
リ
ア

フ
リ
ー
の
街
づ
く
り
を
進
め
る 

家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
や
、
家
族

が
就
労
す
る
た
め
の
支
援
な
ど
を

充
実
さ
せ
る 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

特
に
力
を
い
れ
る
べ
き
こ
と
は
な

い 無
回
答 

全  体 3.5  5.4  28.6  11.2  17.0  1.7  11.4  4.1  11.8  

身体障害者手帳 2.3  3.2  29.9  12.9  19.3  0.9  10.6  4.6  11.2  

療育手帳 5.9  17.6  17.6  8.8  10.3  1.5  17.6  4.4  7.4  

精神障害者保健
福祉手帳 

7.5  7.5  34.3  4.5  13.4  7.5  9.0  1.5  13.4  

持っていない 2.9  2.9  34.3  11.4  17.1  － 14.3  2.9  11.4  
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問 26 以下の項目について希望の程度（希望するかどうか）はどのくらいですか。ま

た、実現の程度（実現しているかどうか）はどのくらいですか。それぞれに１つず

つ○をつけてください。 

①障がいや障がいのある方について理解してほしい 

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 35.8％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 32.1％、「どちら

ともいえない」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「そう思う」の割合が、療育手帳

で「そう思う」の割合が高くなっています。また、持っていないで「そう思う」の割合が、精神

障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  32.1  35.8  12.8  6.2  2.5  10.6  

身体障害者手帳 348  27.3  36.2  13.8  6.9  2.9  12.9  

療育手帳 68  44.1  35.3  13.2  4.4  1.5  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  53.7  32.8  4.5  3.0  1.5  4.5  

持っていない 35  20.0  40.0  17.1  8.6  2.9  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

32.1

35.8

12.8

6.2

2.5

10.6

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、中地区で「まあそう思う」の割合が、上之郷地区で「どちらとも

いえない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、上之郷地区で「そう思う」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  32.1  35.8  12.8  6.2  2.5  10.6  

上之郷地区 55  25.5  32.7  18.2  7.3  3.6  12.7  

御嵩地区 140  36.4  35.0  12.1  5.0  0.7  10.7  

中地区 164  29.3  42.7  8.5  6.1  4.3  9.1  

伏見地区 143  32.9  32.9  15.4  6.3  2.1  10.5  

 

 

実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 36.0％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 21.7％、「やや実現している」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

0.8

12.8

36.0

21.7

7.5

21.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「あまり実現していない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉

手帳で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  0.8  12.8  36.0  21.7  7.5  21.3  

身体障害者手帳 348  0.6  13.5  35.6  19.8  5.7  24.7  

療育手帳 68  2.9  8.8  57.4  22.1  2.9  5.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  － 14.9  17.9  23.9  23.9  19.4  

持っていない 35  － 8.6  40.0  28.6  5.7  17.1  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「あまり実現していない」高くなっています。また、

上之郷地区で「やや実現している」の割合が、中地区で「あまり実現していない」の割合が低く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  0.8  12.8  36.0  21.7  7.5  21.3  

上之郷地区 55  1.8  5.5  40.0  27.3  3.6  21.8  

御嵩地区 140  1.4  15.7  31.4  24.3  5.7  21.4  

中地区 164  0.6  13.4  38.4  15.2  10.4  22.0  

伏見地区 143  － 12.6  37.8  24.5  7.7  17.5  
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②地域のボランティアの方と知り合いになりたい 

希望の程度 

「どちらともいえない」の割合が 31.7％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 19.1％、

「あまり思わない」の割合が 16.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「思わない」の割合が、持ってい

ないで「まあそう思う」の割合が、療育手帳で「まあそう思う」の割合が高くなっています。ま

た、他に比べ、療育手帳で「思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.7  19.1  31.7  16.2  12.8  12.4  

身体障害者手帳 348  6.9  17.5  32.5  16.1  12.1  14.9  

療育手帳 68  14.7  26.5  35.3  14.7  5.9  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  9.0  14.9  31.3  16.4  23.9  4.5  

持っていない 35  5.7  28.6  28.6  17.1  8.6  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

7.7

19.1

31.7

16.2

12.8

12.4

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「思わない」高くなっています。また、他に比べ、

上之郷地区で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.7  19.1  31.7  16.2  12.8  12.4  

上之郷地区 55  7.3  18.2  21.8  16.4  20.0  16.4  

御嵩地区 140  8.6  20.0  35.0  15.0  10.7  10.7  

中地区 164  7.3  18.9  33.5  15.9  14.6  9.8  

伏見地区 143  6.3  20.3  28.7  18.9  10.5  15.4  

 

 

実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 36.6％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 19.0％、

「あまり実現していない」の割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

1.4

4.3

36.6

17.8

19.0

21.1

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が、療

育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていないで「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」「あまり実

現していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.4  4.3  36.6  17.8  19.0  21.1  

身体障害者手帳 348  1.4  3.7  37.4  17.2  14.9  25.3  

療育手帳 68  1.5  7.4  47.1  23.5  14.7  5.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  1.5  3.0  26.9  11.9  37.3  19.4  

持っていない 35  2.9  5.7  42.9  17.1  20.0  11.4  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、上之郷地区で「どちらともいえない」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.4  4.3  36.6  17.8  19.0  21.1  

上之郷地区 55  1.8  9.1  30.9  18.2  18.2  21.8  

御嵩地区 140  2.1  5.7  36.4  20.0  18.6  17.1  

中地区 164  － 2.4  39.0  16.5  18.9  23.2  

伏見地区 143  2.1  3.5  36.4  18.9  19.6  19.6  
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③生活上の困りごとを相談できる人がいるとよい 

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 29.0％、「どちら

ともいえない」の割合が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「そう思う」「まあそう思う」割合が、持っていな

いで「まあそう思う」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  29.0  32.5  14.7  7.9  4.1  11.8  

身体障害者手帳 348  26.1  30.2  15.5  9.5  4.6  14.1  

療育手帳 68  42.6  39.7  11.8  2.9  － 2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  29.9  38.8  13.4  4.5  4.5  9.0  

持っていない 35  28.6  40.0  11.4  5.7  2.9  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

29.0

32.5

14.7

7.9

4.1

11.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見地区で「そう思う」高くなっています。また、他に比べ、上

之郷地区で「そう思う」「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  29.0  32.5  14.7  7.9  4.1  11.8  

上之郷地区 55  21.8  32.7  9.1  16.4  7.3  12.7  

御嵩地区 140  32.1  28.6  19.3  6.4  2.9  10.7  

中地区 164  24.4  37.2  14.0  10.4  3.7  10.4  

伏見地区 143  34.3  32.2  11.9  4.2  3.5  14.0  

 

 

③実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 27.9％と最も高く、次いで「やや実現している」の割合が

15.7％、「あまり実現していない」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

8.7

15.7

27.9

14.9

10.1

22.8

0 20 40 60 80 100



41 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「やや実現している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  8.7  15.7  27.9  14.9  10.1  22.8  

身体障害者手帳 348  8.9  13.5  27.0  15.8  9.2  25.6  

療育手帳 68  10.3  26.5  29.4  16.2  5.9  11.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  7.5  14.9  26.9  10.4  14.9  25.4  

持っていない 35  11.4  17.1  31.4  17.1  11.4  11.4  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」高くなっています。また、

他に比べ、上之郷地区で「やや実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  8.7  15.7  27.9  14.9  10.1  22.8  

上之郷地区 55  5.5  9.1  34.5  18.2  9.1  23.6  

御嵩地区 140  13.6  14.3  30.0  15.7  5.7  20.7  

中地区 164  3.7  15.9  26.8  16.5  13.4  23.8  

伏見地区 143  10.5  20.3  25.2  12.6  10.5  21.0  
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④今の住まいをもっと住みやすく、また介助がしやすいように改修したい   

希望の程度 

「どちらともいえない」の割合が 21.9％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 18.8％、

「そう思う」の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合

が高くなっています。また、持っていないで「あまり思わない」の割合が、精神障害者保健福祉

手帳で「あまり思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  16.4  18.8  21.9  13.9  16.1  13.0  

身体障害者手帳 348  19.3  19.3  17.0  14.9  14.1  15.5  

療育手帳 68  13.2  17.6  33.8  17.6  16.2  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  14.9  23.9  28.4  6.0  22.4  4.5  

持っていない 35  14.3  14.3  34.3  5.7  17.1  14.3  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

16.4

18.8

21.9

13.9

16.1

13.0

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「どちらともいえない」高くなっています。また、上

之郷地区で「そう思う」の割合が、伏見地区で「どちらともいえない」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  16.4  18.8  21.9  13.9  16.1  13.0  

上之郷地区 55  9.1  23.6  23.6  12.7  14.5  16.4  

御嵩地区 140  17.1  17.1  27.1  12.9  15.0  10.7  

中地区 164  16.5  18.9  20.7  13.4  18.9  11.6  

伏見地区 143  18.9  19.6  16.1  16.8  14.0  14.7  

 

 

実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 31.1％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 15.5％、

「あまり実現していない」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

7.4

11.0

31.1

13.7

15.5

21.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合

が高くなっています。また、持っていないで「やや実現している」の割合が、精神障害者保健福

祉手帳で「あまり実現していない」の割合が、身体障害者手帳で「どちらともいえない」の割合

が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.4  11.0  31.1  13.7  15.5  21.3  

身体障害者手帳 348  6.3  14.1  24.7  15.8  15.2  23.9  

療育手帳 68  8.8  5.9  52.9  11.8  10.3  10.3  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  9.0  7.5  40.3  6.0  16.4  20.9  

持っていない 35  8.6  2.9  42.9  11.4  20.0  14.3  

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」の割合が、御嵩地区で「ど

ちらともいえない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、中地区で「どちらともいえな

い」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.4  11.0  31.1  13.7  15.5  21.3  

上之郷地区 55  1.8  14.5  40.0  12.7  10.9  20.0  

御嵩地区 140  7.9  10.0  38.6  10.0  15.0  18.6  

中地区 164  6.1  10.4  24.4  17.1  17.7  24.4  

伏見地区 143  10.5  11.9  28.0  15.4  16.1  18.2  
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⑤地震などの災害の時、安否を確認してほしい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 27.3％、「どちら

ともいえない」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まあそう思う」の割合が、精神障害者保健

福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が、療育手帳で「そう思う」の割合が高くなっていま

す。また、持っていないで「そう思う」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「まあそう思う」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  32.5  27.3  14.1  7.5  5.6  13.0  

身体障害者手帳 348  31.9  27.0  10.3  8.9  5.2  16.7  

療育手帳 68  42.6  32.4  19.1  2.9  1.5  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  31.3  19.4  26.9  4.5  13.4  4.5  

持っていない 35  20.0  42.9  20.0  8.6  － 8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

32.5

27.3

14.1

7.5

5.6

13.0

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「そう思う」の割合が、上之郷地区で「まあそう思う」

の割合が高くなっています。また、上之郷地区で「そう思う」の割合が、御嵩地区で「まあそう

思う」の割合が、伏見地区で「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  32.5  27.3  14.1  7.5  5.6  13.0  

上之郷地区 55  23.6  34.5  16.4  7.3  5.5  12.7  

御嵩地区 140  40.0  20.0  17.1  7.1  3.6  12.1  

中地区 164  32.9  29.9  11.6  6.1  7.3  12.2  

伏見地区 143  26.6  30.1  12.6  10.5  5.6  14.7  

 

 

⑤実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 41.8％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 13.0％、

「あまり実現していない」の割合が 10.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

3.7

7.5

41.8

10.4

13.0

23.6

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が高

くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「あまり実現していない」の割合が、持って

いないで「実現していない」の割合が、身体障害者手帳で「どちらともいえない」の割合が低く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.7  7.5  41.8  10.4  13.0  23.6  

身体障害者手帳 348  3.2  7.5  36.2  12.9  12.4  27.9  

療育手帳 68  5.9  16.2  52.9  5.9  10.3  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  1.5  7.5  44.8  3.0  22.4  20.9  

持っていない 35  5.7  － 68.6  5.7  5.7  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.7  7.5  41.8  10.4  13.0  23.6  

上之郷地区 55  3.6  7.3  43.6  14.5  9.1  21.8  

御嵩地区 140  5.7  10.7  45.0  10.0  8.6  20.0  

中地区 164  2.4  6.1  38.4  10.4  16.5  26.2  

伏見地区 143  3.5  6.3  42.7  9.8  15.4  22.4  
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⑥仲間同士で集まったり、ひとりでも参加できる場所がほしい  

希望の程度 

「どちらともいえない」の割合が 23.4％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 21.3％、

「あまり思わない」の割合が 17.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「思わない」の割合が、持ってい

ないで「まあそう思う」の割合が、療育手帳で「そう思う」の割合が高くなっています。また、

精神障害者保健福祉手帳で「あまり思わない」の割合が、持っていないで「思わない」の割合が、

療育手帳で「思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  11.6  21.3  23.4  17.2  13.9  12.6  

身体障害者手帳 348  9.8  18.1  24.1  19.8  11.8  16.4  

療育手帳 68  20.6  27.9  27.9  16.2  5.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  11.9  25.4  16.4  7.5  34.3  4.5  

持っていない 35  5.7  34.3  31.4  14.3  5.7  8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

11.6

21.3

23.4

17.2

13.9

12.6

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「そう思う」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  11.6  21.3  23.4  17.2  13.9  12.6  

上之郷地区 55  10.9  23.6  23.6  14.5  12.7  14.5  

御嵩地区 140  17.1  22.1  23.6  15.0  9.3  12.9  

中地区 164  11.6  17.1  25.0  19.5  15.9  11.0  

伏見地区 143  7.7  22.4  22.4  19.6  15.4  12.6  

 

 

 

⑥実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 37.7％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 16.1％、

「あまり実現していない」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

3.9

6.0

37.7

14.1

16.1

22.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が、療

育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていないで「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.9  6.0  37.7  14.1  16.1  22.2  

身体障害者手帳 348  4.3  6.0  36.8  13.5  13.2  26.1  

療育手帳 68  1.5  5.9  50.0  17.6  14.7  10.3  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  4.5  6.0  31.3  10.4  29.9  17.9  

持っていない 35  2.9  － 48.6  20.0  14.3  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見地区で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.9  6.0  37.7  14.1  16.1  22.2  

上之郷地区 55  7.3  7.3  36.4  10.9  16.4  21.8  

御嵩地区 140  5.7  8.6  37.9  15.7  12.1  20.0  

中地区 164  1.2  5.5  35.4  14.0  19.5  24.4  

伏見地区 143  4.2  4.2  42.7  14.7  14.7  19.6  
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⑦買い物や旅行など余暇を充実させたい  

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 29.4％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 22.6％、「どちら

ともいえない」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まあそう思う」の割合が、療育手帳で「そ

う思う」「まあそう思う」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「あまり思わない」の割

合が、持っていないで「そう思う」「あまり思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  22.6  29.4  14.9  11.6  8.7  12.8  

身体障害者手帳 348  19.5  26.7  16.1  14.4  7.2  16.1  

療育手帳 68  33.8  36.8  20.6  1.5  4.4  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  28.4  29.9  13.4  7.5  17.9  3.0  

持っていない 35  14.3  48.6  14.3  5.7  5.7  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

22.6

29.4

14.9

11.6

8.7

12.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「まあそう思う」「そう思う」の割合が、上之郷地区で

「まあそう思う」の割合が高くなっています。また、他に比べ、御嵩地区で「あまり思わない」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  22.6  29.4  14.9  11.6  8.7  12.8  

上之郷地区 55  20.0  34.5  10.9  10.9  7.3  16.4  

御嵩地区 140  27.9  35.7  12.9  5.7  6.4  11.4  

中地区 164  19.5  25.0  17.7  15.9  10.4  11.6  

伏見地区 143  21.0  28.0  15.4  13.3  8.4  14.0  

 

 

⑦実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 30.2％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 18.8％、「実現していない」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

3.5

12.8

30.2

18.8

13.5

21.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が、持

っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.5  12.8  30.2  18.8  13.5  21.3  

身体障害者手帳 348  2.9  12.9  28.7  18.7  12.4  24.4  

療育手帳 68  2.9  14.7  41.2  19.1  11.8  10.3  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  7.5  10.4  22.4  14.9  26.9  17.9  

持っていない 35  2.9  8.6  42.9  22.9  8.6  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「やや実現している」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.5  12.8  30.2  18.8  13.5  21.3  

上之郷地区 55  － 14.5  34.5  20.0  9.1  21.8  

御嵩地区 140  5.7  20.7  27.9  17.9  10.0  17.9  

中地区 164  3.0  8.5  26.8  18.9  18.3  24.4  

伏見地区 143  3.5  10.5  34.3  19.6  14.0  18.2  
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⑧スポーツやレクリエーション活動をしたい  

希望の程度 

「思わない」の割合が 22.2％と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が 20.5％、

「あまり思わない」の割合が 19.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「あまり思わない」の割合が、精神障害者保

健福祉手帳で「思わない」の割合が、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が高くなってい

ます。また、持っていないで「思わない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「あまり思わな

い」の割合が、療育手帳で「思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  9.5  15.3  20.5  19.1  22.2  13.3  

身体障害者手帳 348  7.5  12.6  19.5  20.1  23.3  17.0  

療育手帳 68  19.1  19.1  29.4  17.6  13.2  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  10.4  22.4  22.4  9.0  31.3  4.5  

持っていない 35  8.6  22.9  22.9  28.6  5.7  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

9.5

15.3

20.5

19.1

22.2

13.3

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、中地区で「思わない」高くなっています。また、他に比べ、御嵩

地区で「思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  9.5  15.3  20.5  19.1  22.2  13.3  

上之郷地区 55  9.1  18.2  20.0  16.4  20.0  16.4  

御嵩地区 140  13.6  20.0  18.6  20.7  15.0  12.1  

中地区 164  9.1  12.8  18.9  18.3  28.7  12.2  

伏見地区 143  6.3  12.6  23.1  21.7  22.4  14.0  

 

 

⑧実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 30.2％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 22.1％、

「あまり実現していない」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

3.3

7.0

30.2

16.1

22.1

21.5

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が高

くなっています。また、持っていないで「実現していない」の割合が、療育手帳で「実現してい

ない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.3  7.0  30.2  16.1  22.1  21.5  

身体障害者手帳 348  3.4  6.6  28.4  14.1  22.4  25.0  

療育手帳 68  4.4  8.8  41.2  23.5  13.2  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  4.5  3.0  28.4  14.9  31.3  17.9  

持っていない 35  2.9  17.1  40.0  14.3  11.4  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「あまり実現していない」高くなっています。また、

他に比べ、上之郷地区で「実現していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.3  7.0  30.2  16.1  22.1  21.5  

上之郷地区 55  － 10.9  29.1  23.6  14.5  21.8  

御嵩地区 140  4.3  6.4  32.9  18.6  20.7  17.1  

中地区 164  3.0  4.9  26.8  14.6  26.8  23.8  

伏見地区 143  4.2  8.4  32.2  13.3  21.7  20.3  
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⑨バリアフリーな場所がもっと増えるとよい  

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 32.7％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 28.4％、「どちら

ともいえない」の割合が 13.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が、

持っていないで「まあそう思う」の割合が、療育手帳で「まあそう思う」の割合が高くなってい

ます。また、精神障害者保健福祉手帳で「まあそう思う」の割合が、持っていないで「そう思う」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  28.4  32.7  13.2  7.0  5.4  13.3  

身体障害者手帳 348  30.2  31.6  8.9  8.6  4.3  16.4  

療育手帳 68  29.4  42.6  22.1  1.5  2.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  25.4  26.9  25.4  3.0  13.4  6.0  

持っていない 35  22.9  42.9  8.6  8.6  2.9  14.3  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

28.4

32.7

13.2

7.0

5.4

13.3

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「そう思う」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  28.4  32.7  13.2  7.0  5.4  13.3  

上之郷地区 55  25.5  36.4  12.7  5.5  3.6  16.4  

御嵩地区 140  33.6  27.9  14.3  7.1  3.6  13.6  

中地区 164  26.2  34.8  13.4  5.5  9.1  11.0  

伏見地区 143  26.6  35.0  10.5  9.8  3.5  14.7  

 

 

 

⑨実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 19.3％、「やや実現している」の割合が 12.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

1.9

12.4

34.2

19.3

8.9

23.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「どち

らともいえない」の割合が、持っていないで「やや実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.9  12.4  34.2  19.3  8.9  23.2  

身体障害者手帳 348  1.4  11.8  30.2  21.0  8.9  26.7  

療育手帳 68  － 16.2  55.9  16.2  2.9  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  9.0  16.4  26.9  14.9  13.4  19.4  

持っていない 35  － 5.7  51.4  20.0  2.9  20.0  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.9  12.4  34.2  19.3  8.9  23.2  

上之郷地区 55  3.6  10.9  40.0  18.2  3.6  23.6  

御嵩地区 140  2.1  15.0  35.0  20.7  6.4  20.7  

中地区 164  0.6  7.9  32.3  18.9  15.2  25.0  

伏見地区 143  2.8  15.4  33.6  21.0  6.3  21.0  
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⑩公共交通機関（バス・鉄道）などが利用しやすくなるとよい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 39.8％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 27.7％、「どちら

ともいえない」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「そう思う」の割合が、精神障害者保健福祉手帳

で「まあそう思う」の割合が、持っていないで「どちらともいえない」の割合が高くなっていま

す。また、他に比べ、持っていないで「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  39.8  27.7  11.8  3.7  5.2  11.8  

身体障害者手帳 348  38.5  26.7  10.3  4.0  5.2  15.2  

療育手帳 68  50.0  29.4  14.7  1.5  2.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  37.3  37.3  11.9  1.5  7.5  4.5  

持っていない 35  34.3  25.7  17.1  8.6  5.7  8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

39.8

27.7

11.8

3.7

5.2

11.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「まあそう思う」高くなっています。また、上之郷地

区で「そう思う」の割合が、中地区で「まあそう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  39.8  27.7  11.8  3.7  5.2  11.8  

上之郷地区 55  30.9  30.9  14.5  3.6  1.8  18.2  

御嵩地区 140  41.4  34.3  10.0  2.1  0.7  11.4  

中地区 164  43.3  22.0  12.2  3.7  9.1  9.8  

伏見地区 143  37.1  29.4  11.2  4.9  5.6  11.9  

 

 

 

⑩実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 27.3％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 21.5％、「実現していない」の割合が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

2.1

8.9

27.3

21.5

17.8

22.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が高

くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「あまり実現していない」の割合

が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  2.1  8.9  27.3  21.5  17.8  22.4  

身体障害者手帳 348  2.6  8.9  24.1  22.1  16.4  25.9  

療育手帳 68  1.5  7.4  38.2  27.9  16.2  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  1.5  13.4  23.9  11.9  28.4  20.9  

持っていない 35  － 5.7  42.9  22.9  14.3  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「あまり実現していない」の割合が高くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  2.1  8.9  27.3  21.5  17.8  22.4  

上之郷地区 55  1.8  9.1  23.6  29.1  14.5  21.8  

御嵩地区 140  2.1  12.1  31.4  22.1  12.9  19.3  

中地区 164  2.4  7.3  25.0  19.5  20.7  25.0  

伏見地区 143  2.1  7.7  26.6  21.7  21.7  20.3  
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⑪自分にあった仕事や作業をしたい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 23.2％と最も高く、次いで「思わない」の割合が 20.3％、「まあそう思

う」の割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まあそう思う」の割合が、療育手帳で「そ

う思う」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「そう思う」の割合が高くなっています。また、

療育手帳で「思わない」の割合が、持っていないで「そう思う」の割合が、精神障害者保健福祉

手帳で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  23.2  19.0  14.9  7.7  20.3  14.9  

身体障害者手帳 348  17.2  14.1  17.0  9.8  22.7  19.3  

療育手帳 68  38.2  30.9  20.6  1.5  5.9  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  37.3  26.9  7.5  1.5  20.9  6.0  

持っていない 35  11.4  40.0  11.4  11.4  17.1  8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

23.2

19.0

14.9

7.7

20.3

14.9

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「まあそう思う」高くなっています。また、他に比

べ、上之郷地区で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  23.2  19.0  14.9  7.7  20.3  14.9  

上之郷地区 55  20.0  29.1  9.1  3.6  18.2  20.0  

御嵩地区 140  27.9  20.0  16.4  6.4  17.1  12.1  

中地区 164  23.8  16.5  11.6  8.5  25.0  14.6  

伏見地区 143  19.6  16.8  18.2  10.5  19.6  15.4  

 

 

実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 30.2％と最も高く、次いで「実現していない」の割合が 21.3％、

「やや実現している」の割合が 10.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

7.0

10.3

30.2

8.9

21.3

22.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保

健福祉手帳で「実現していない」の割合が、持っていないで「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。また、療育手帳で「実現していない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「や

や実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.0  10.3  30.2  8.9  21.3  22.4  

身体障害者手帳 348  5.7  10.3  27.9  9.2  19.8  27.0  

療育手帳 68  8.8  14.7  51.5  10.3  5.9  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  10.4  3.0  26.9  6.0  37.3  16.4  

持っていない 35  5.7  17.1  37.1  8.6  17.1  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、上之郷地区で「実現していない」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.0  10.3  30.2  8.9  21.3  22.4  

上之郷地区 55  7.3  14.5  29.1  14.5  12.7  21.8  

御嵩地区 140  7.9  10.7  30.7  8.6  23.6  18.6  

中地区 164  6.1  7.9  28.0  7.9  23.2  26.8  

伏見地区 143  7.7  11.9  32.2  8.4  21.0  18.9  

 

 

  



66 

⑫家族や支援者の支援を受けながらも、できるだけ自立した生活をしたい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 28.8％、「どちら

ともいえない」の割合が 14.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まあそう思う」「どちらともいえない」の割

合が、精神障害者保健福祉手帳で「そう思う」の割合が高くなっています。また、他に比べ、持

っていないで「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  31.5  28.8  14.7  4.4  7.5  13.0  

身体障害者手帳 348  29.9  26.7  14.9  3.7  8.0  16.7  

療育手帳 68  35.3  33.8  16.2  7.4  5.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  37.3  32.8  14.9  4.5  6.0  4.5  

持っていない 35  14.3  42.9  22.9  5.7  5.7  8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

31.5

28.8

14.7

4.4

7.5

13.0

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、上之郷地区で「そう思う」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  31.5  28.8  14.7  4.4  7.5  13.0  

上之郷地区 55  23.6  30.9  16.4  3.6  9.1  16.4  

御嵩地区 140  28.6  30.7  15.0  5.7  9.3  10.7  

中地区 164  33.5  28.0  12.2  5.5  7.3  13.4  

伏見地区 143  35.0  28.0  16.1  2.8  5.6  12.6  

 

 

⑫実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 30.4％と最も高く、次いで「やや実現している」の割合が

19.0％、「実現していない」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

7.5

19.0

30.4

10.3

11.8

21.1

0 20 40 60 80 100



68 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が、持

っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が高

くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「やや実現している」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.5  19.0  30.4  10.3  11.8  21.1  

身体障害者手帳 348  7.8  21.8  28.4  8.6  8.3  25.0  

療育手帳 68  4.4  14.7  42.6  17.6  11.8  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  6.0  10.4  28.4  11.9  26.9  16.4  

持っていない 35  11.4  14.3  42.9  11.4  8.6  11.4  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  7.5  19.0  30.4  10.3  11.8  21.1  

上之郷地区 55  5.5  23.6  27.3  10.9  10.9  21.8  

御嵩地区 140  6.4  20.0  33.6  10.0  12.9  17.1  

中地区 164  6.1  18.3  28.7  8.5  14.6  23.8  

伏見地区 143  10.5  18.2  30.1  12.6  9.1  19.6  

 

 

  



69 

⑬介助する家族などの健康管理にも気を配りたい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 39.1％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 30.2％、「どちら

ともいえない」の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「まあそう思う」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「まあそう思う」の割合が高くなって

います。また、他に比べ、持っていないで「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  39.1  30.2  12.2  2.5  2.9  13.2  

身体障害者手帳 348  39.9  29.0  9.5  2.0  3.2  16.4  

療育手帳 68  41.2  27.9  22.1  4.4  1.5  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  41.8  35.8  13.4  － 4.5  4.5  

持っていない 35  25.7  40.0  17.1  5.7  2.9  8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

39.1

30.2

12.2

2.5

2.9

13.2

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  39.1  30.2  12.2  2.5  2.9  13.2  

上之郷地区 55  36.4  32.7  9.1  1.8  3.6  16.4  

御嵩地区 140  43.6  30.7  12.1  2.1  1.4  10.0  

中地区 164  38.4  28.7  11.6  3.7  3.7  14.0  

伏見地区 143  37.1  32.2  12.6  2.1  2.1  14.0  

 

 

⑬実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 34.8％と最も高く、次いで「やや実現している」の割合が

18.4％、「あまり実現していない」の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

4.6

18.4

34.8

12.2

6.6

23.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」高くなっています。また、

他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「やや実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.6  18.4  34.8  12.2  6.6  23.4  

身体障害者手帳 348  4.9  19.5  31.6  11.8  4.9  27.3  

療育手帳 68  1.5  19.1  52.9  10.3  5.9  10.3  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  4.5  11.9  34.3  11.9  17.9  19.4  

持っていない 35  8.6  22.9  34.3  14.3  5.7  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」高くなっています。また、

上之郷地区で「あまり実現していない」の割合が、中地区で「どちらともいえない」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.6  18.4  34.8  12.2  6.6  23.4  

上之郷地区 55  3.6  21.8  43.6  3.6  3.6  23.6  

御嵩地区 140  8.6  17.1  37.9  10.7  5.0  20.7  

中地区 164  4.3  19.5  28.7  15.2  7.3  25.0  

伏見地区 143  2.1  18.9  35.0  14.0  8.4  21.7  

 

 

  



72 

⑭信頼できる「かかりつけ医」がいるとよい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 54.4％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 25.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、持っていないで「そう思う」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  54.4  25.1  6.2  0.8  0.8  12.8  

身体障害者手帳 348  54.6  23.0  5.2  0.9  0.9  15.5  

療育手帳 68  58.8  29.4  7.4  － 1.5  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  56.7  29.9  6.0  1.5  － 6.0  

持っていない 35  45.7  25.7  17.1  － － 11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

54.4

25.1

6.2

0.8

0.8

12.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「まあそう思う」高くなっています。また、他に比

べ、上之郷地区で「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  54.4  25.1  6.2  0.8  0.8  12.8  

上之郷地区 55  43.6  30.9  5.5  － 1.8  18.2  

御嵩地区 140  56.4  27.9  5.7  0.7  － 9.3  

中地区 164  57.3  24.4  3.7  0.6  1.2  12.8  

伏見地区 143  53.1  23.1  8.4  1.4  0.7  13.3  

 

 

 

⑭実現の程度 

「やや実現している」の割合が 27.3％と最も高く、次いで「すでに実現している」の割合が

20.3％、「どちらともいえない」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

20.3

27.3

19.7

6.4

6.2

20.1

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、精神障害者保健福祉手

帳で「すでに実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  20.3  27.3  19.7  6.4  6.2  20.1  

身体障害者手帳 348  21.0  27.3  18.4  5.5  4.9  23.0  

療育手帳 68  19.1  26.5  27.9  11.8  5.9  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  14.9  26.9  17.9  6.0  11.9  22.4  

持っていない 35  22.9  25.7  28.6  5.7  5.7  11.4  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」高くなっています。また、

他に比べ、上之郷地区で「すでに実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  20.3  27.3  19.7  6.4  6.2  20.1  

上之郷地区 55  14.5  27.3  27.3  5.5  7.3  18.2  

御嵩地区 140  22.9  27.1  17.1  7.1  7.1  18.6  

中地区 164  22.0  25.0  15.9  8.5  6.7  22.0  

伏見地区 143  18.9  30.1  23.8  4.2  4.9  18.2  

 

 

  



75 

⑮現在利用できるサービスをもっと知りたい  

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 32.7％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 26.1％、「どちら

ともいえない」の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、精神障害

者保健福祉手帳で「そう思う」の割合が、療育手帳で「そう思う」の割合が高くなっています。

また、他に比べ、持っていないで「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  26.1  32.7  16.1  7.0  4.6  13.5  

身体障害者手帳 348  24.4  33.0  13.5  7.2  5.5  16.4  

療育手帳 68  35.3  36.8  22.1  1.5  2.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  35.8  32.8  14.9  7.5  1.5  7.5  

持っていない 35  17.1  28.6  31.4  5.7  5.7  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

26.1

32.7

16.1

7.0

4.6

13.5

0 20 40 60 80 100



76 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「まあそう思う」高くなっています。また、他に比べ、

上之郷地区で「まあそう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  26.1  32.7  16.1  7.0  4.6  13.5  

上之郷地区 55  27.3  23.6  12.7  9.1  7.3  20.0  

御嵩地区 140  24.3  39.3  17.1  5.7  2.1  11.4  

中地区 164  26.8  30.5  15.2  7.9  6.7  12.8  

伏見地区 143  25.9  34.3  15.4  7.0  4.2  13.3  

 

 

 

⑮実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 35.4％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 14.7％、「やや実現している」の割合が 13.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

4.3

13.3

35.4

14.7

10.1

22.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「やや実現している」の割合が、持っていないで

「あまり実現していない」「どちらともいえない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、

精神障害者保健福祉手帳で「やや実現している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.3  13.3  35.4  14.7  10.1  22.2  

身体障害者手帳 348  4.6  12.9  33.0  14.4  9.2  25.9  

療育手帳 68  5.9  33.8  33.8  11.8  5.9  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  3.0  6.0  37.3  14.9  17.9  20.9  

持っていない 35  2.9  － 45.7  28.6  8.6  14.3  

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、中地区で「実現していない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.3  13.3  35.4  14.7  10.1  22.2  

上之郷地区 55  3.6  14.5  40.0  10.9  7.3  23.6  

御嵩地区 140  5.0  16.4  36.4  16.4  7.1  18.6  

中地区 164  2.4  11.0  30.5  15.9  15.2  25.0  

伏見地区 143  6.3  13.3  37.1  14.7  8.4  20.3  
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⑯自宅で必要な援助をしてもらいながら暮らしたい  

希望の程度 

「そう思う」の割合が 31.7％と最も高く、次いで「まあそう思う」の割合が 24.0％、「どちら

ともいえない」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が、持っていない

で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、持っていないで「そう

思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  31.7  24.0  19.7  7.4  5.2  12.0  

身体障害者手帳 348  32.8  23.6  17.5  7.2  3.7  15.2  

療育手帳 68  27.9  23.5  32.4  7.4  7.4  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  35.8  26.9  17.9  6.0  9.0  4.5  

持っていない 35  20.0  28.6  31.4  11.4  － 8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

31.7

24.0

19.7

7.4

5.2

12.0

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、伏見地区で「そう思う」高くなっています。また、他に比べ、

上之郷地区で「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  31.7  24.0  19.7  7.4  5.2  12.0  

上之郷地区 55  16.4  27.3  21.8  7.3  7.3  20.0  

御嵩地区 140  30.7  24.3  18.6  8.6  7.9  10.0  

中地区 164  29.3  24.4  22.0  7.9  5.5  11.0  

伏見地区 143  39.2  24.5  16.8  5.6  2.1  11.9  

 

 

 

⑯実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 36.0％と最も高く、次いで「やや実現している」の割合が

12.8％、「実現していない」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

6.8

12.8

36.0

11.0

11.8

21.7

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらともいえない」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「あまり実現していない」の割

合が高くなっています。また、持っていないで「やや実現している」の割合が、精神障害者保健

福祉手帳で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  6.8  12.8  36.0  11.0  11.8  21.7  

身体障害者手帳 348  7.2  14.4  32.8  10.6  9.8  25.3  

療育手帳 68  4.4  11.8  50.0  10.3  14.7  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  7.5  10.4  29.9  17.9  16.4  17.9  

持っていない 35  5.7  5.7  57.1  8.6  8.6  14.3  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「どちらともいえない」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  6.8  12.8  36.0  11.0  11.8  21.7  

上之郷地区 55  3.6  10.9  43.6  14.5  7.3  20.0  

御嵩地区 140  7.9  10.7  33.6  13.6  15.0  19.3  

中地区 164  6.1  13.4  38.4  6.7  12.2  23.2  

伏見地区 143  7.7  15.4  33.6  12.6  10.5  20.3  

 

 

  



81 

⑰自分の将来の生活を支援するサービスや制度を知りたい  

希望の程度 

「まあそう思う」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「そう思う」の割合が 30.8％、「どちら

ともいえない」の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「そう思う」の割合が、療育手帳

で「どちらともいえない」の割合が、持っていないで「まあそう思う」の割合が高くなっていま

す。また、他に比べ、持っていないで「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  30.8  34.2  15.1  4.1  4.3  11.6  

身体障害者手帳 348  28.4  33.3  13.2  5.2  5.5  14.4  

療育手帳 68  35.3  32.4  26.5  1.5  2.9  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  44.8  37.3  10.4  3.0  － 4.5  

持っていない 35  25.7  42.9  22.9  － － 8.6  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

そう思う

まあそう思う

どちらともいえない

あまり思わない

思わない

無回答

30.8

34.2

15.1

4.1

4.3

11.6

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩地区で「そう思う」高くなっています。また、他に比べ、上

之郷地区で「そう思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ま
あ
そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
思
わ
な
い 

思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 517  30.8  34.2  15.1  4.1  4.3  11.6  

上之郷地区 55  21.8  32.7  16.4  5.5  5.5  18.2  

御嵩地区 140  36.4  35.0  12.9  2.9  2.9  10.0  

中地区 164  29.9  32.3  16.5  4.9  4.9  11.6  

伏見地区 143  29.4  37.8  14.7  3.5  4.2  10.5  

 

 

 

⑰実現の程度 

「どちらともいえない」の割合が 37.9％と最も高く、次いで「あまり実現していない」の割合

が 16.8％、「実現していない」の割合が 14.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

すでに実現している

やや実現している

どちらともいえない

あまり実現していない

実現していない

無回答

1.5

7.5

37.9

16.8

14.3

21.9

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「あまり実現していない」の割合が、精神障

害者保健福祉手帳で「実現していない」の割合が、療育手帳で「どちらともいえない」の割合が

高くなっています。また、持っていないで「実現していない」の割合が、精神障害者保健福祉手

帳で「どちらともいえない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.5  7.5  37.9  16.8  14.3  21.9  

身体障害者手帳 348  2.0  7.8  36.2  15.8  12.6  25.6  

療育手帳 68  － 8.8  50.0  20.6  11.8  8.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  － 7.5  31.3  14.9  28.4  17.9  

持っていない 35  2.9  5.7  42.9  31.4  2.9  14.3  

 

 

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

す
で
に
実
現
し
て
い

る や
や
実
現
し
て
い
る 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い あ
ま
り
実
現
し
て
い

な
い 

実
現
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.5  7.5  37.9  16.8  14.3  21.9  

上之郷地区 55  － 3.6  41.8  16.4  14.5  23.6  

御嵩地区 140  3.6  8.6  39.3  18.6  10.7  19.3  

中地区 164  1.2  10.4  33.5  14.6  17.7  22.6  

伏見地区 143  0.7  5.6  41.3  17.5  14.7  20.3  
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（４）介助の状況について 

問 27 次の①～③のことをするのに介助が必要ですか。 

①身の回りのこと（食事、入浴、着がえなど） 

「一人でできる」の割合が 65.2％と最も高く、次いで「部分的に介助が必要」の割合が 17.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「部分的に介助が必要」の割合が、精神障害者保

健福祉手帳で「一人でできる」の割合が、持っていないで「一人でできる」の割合が高くなって

います。また、持っていないで「部分的に介助が必要」の割合が、療育手帳で「一人でできる」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  65.2  17.0  9.3  8.5  

身体障害者手帳 348  64.4  16.1  10.9  8.6  

療育手帳 68  54.4  30.9  13.2  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  71.6  14.9  6.0  7.5  

持っていない 35  71.4  5.7  8.6  14.3  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

一人でできる

部分的に介助が必要

全面的に介助が必要

無回答

65.2

17.0

9.3

8.5

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  65.2  17.0  9.3  8.5  

上之郷地区 55  65.5  14.5  5.5  14.5  

御嵩地区 140  70.0  16.4  9.3  4.3  

中地区 164  64.6  18.3  9.1  7.9  

伏見地区 143  62.2  17.5  10.5  9.8  

 

 

②洗濯・炊事などの家事 

「一人でできる」の割合が 48.9％と最も高く、次いで「全面的に介助が必要」の割合が 22.8％、

「部分的に介助が必要」の割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

一人でできる

部分的に介助が必要

全面的に介助が必要

無回答

48.9

17.4

22.8

10.8

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「全面的に介助が必要」の割合が、精神障害者保

健福祉手帳で「部分的に介助が必要」の割合が、持っていないで「一人でできる」の割合が高く

なっています。また、療育手帳で「一人でできる」の割合が、持っていないで「部分的に介助が

必要」「全面的に介助が必要」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  48.9  17.4  22.8  10.8  

身体障害者手帳 348  52.0  15.5  21.3  11.2  

療育手帳 68  26.5  22.1  50.0  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  46.3  26.9  19.4  7.5  

持っていない 35  57.1  8.6  14.3  20.0  

 

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「一人でできる」高くなっています。また、他に比

べ、上之郷地区で「部分的に介助が必要」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  48.9  17.4  22.8  10.8  

上之郷地区 55  54.5  10.9  18.2  16.4  

御嵩地区 140  48.6  22.1  22.1  7.1  

中地区 164  47.6  17.1  23.8  11.6  

伏見地区 143  49.7  15.4  24.5  10.5  
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③外出（買い物、通院など） 

「一人でできる」の割合が 41.4％と最も高く、次いで「全面的に介助が必要」の割合が 29.0％、

「部分的に介助が必要」の割合が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「全面的に介助が必要」の割合が、持っていない

で「一人でできる」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「部分的に介助が必要」の割合が高く

なっています。また、持っていないで「全面的に介助が必要」「部分的に介助が必要」の割合が、

療育手帳で「一人でできる」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  41.4  19.9  29.0  9.7  

身体障害者手帳 348  42.2  19.3  29.0  9.5  

療育手帳 68  27.9  22.1  48.5  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  38.8  25.4  28.4  7.5  

持っていない 35  57.1  8.6  14.3  20.0  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

一人でできる

部分的に介助が必要

全面的に介助が必要

無回答

41.4

19.9

29.0

9.7

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷地区で「一人でできる」の割合が、御嵩地区で「部分的に

介助が必要」の割合が高くなっています。また、他に比べ、上之郷地区で「全面的に介助が必要」

「部分的に介助が必要」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
人
で
で
き
る 

部
分
的
に
介
助
が
必

要 全
面
的
に
介
助
が
必

要 無
回
答 

全  体 517  41.4  19.9  29.0  9.7  

上之郷地区 55  50.9  14.5  20.0  14.5  

御嵩地区 140  40.0  26.4  27.1  6.4  

中地区 164  37.2  20.7  31.1  11.0  

伏見地区 143  44.1  15.4  32.2  8.4  

 

 

問 28 主な介助者は誰ですか。（１つに○） 

「配偶者（妻・夫）」の割合が 33.7％と最も高く、次いで「父親・母親」の割合が 14.3％、「子

ども」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

配偶者（妻・夫）

父親・母親

子ども

兄弟・姉妹

祖父・祖母

孫

親戚

隣人・知人

ホームヘルパー

施設の職員

ボランティア

特にいない

その他

無回答

33.7

14.3

12.8

2.3

0.4

0.2

0.6

0.0

0.8

6.0

0.2

11.8

2.5

14.5

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「父親・母親」の割合が、精神障害者保健福祉手

帳で「父親・母親」の割合が、身体障害者手帳で「配偶者（妻・夫）」の割合が高くなっています。

また、精神障害者保健福祉手帳で「配偶者（妻・夫）」の割合が、持っていないで「配偶者（妻・

夫）」の割合が、身体障害者手帳で「父親・母親」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
妻
・
夫
） 

父
親
・
母
親 

子
ど
も 

兄
弟
・
姉
妹 

祖
父
・
祖
母 

孫 親
戚 

隣
人
・
知
人 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

施
設
の
職
員 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

特
に
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  33.7  14.3  12.8  2.3  0.4  0.2  0.6  － 0.8  6.0  0.2  11.8  2.5  14.5  

身 体 障 害
者手帳 

348  43.4  4.0  17.0  2.0  － 0.3  0.9  － 0.9  4.9  0.3  10.3  2.9  13.2  

療育手帳 68  － 58.8  － 2.9  1.5  － － － 2.9  14.7  － 11.8  － 7.4  

精 神 障 害
者 保 健 福
祉手帳 

67  20.9  34.3  6.0  4.5  － － － － － 4.5  － 16.4  3.0  10.4  

持 っ て い
ない 

35  22.9  5.7  5.7  － － － － － － 2.9  － 20.0  2.9  40.0  

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、１０歳代で「父親・母親」の割合が、２０歳代で「父親・母親」

の割合が、３０歳代で「父親・母親」の割合が高くなっています。また、３０歳代で「配偶者（妻・

夫）」の割合が、７０歳以上で「父親・母親」の割合が、６０歳代で「父親・母親」の割合が低く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
妻
・
夫
） 

父
親
・
母
親 

子
ど
も 

兄
弟
・
姉
妹 

祖
父
・
祖
母 

孫 親
戚 

隣
人
・
知
人 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

施
設
の
職
員 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

特
に
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  33.7  14.3  12.8  2.3  0.4  0.2  0.6  － 0.8  6.0  0.2  11.8  2.5  14.5  

１０歳未満 6  － 66.7  － － － － － － － － － － － 33.3  

１０歳代 17  － 70.6  － － 5.9  － － － － － － 17.6  － 5.9  

２０歳代 22  － 68.2  － － 4.5  － － － － － － 22.7  － 4.5  

３０歳代 29  3.4  55.2  － － － － － － － 20.7  － 13.8  3.4  3.4  

４０歳代 51  21.6  39.2  － － － － － － － 2.0  － 23.5  2.0  11.8  

５０歳代 51  27.5  5.9  2.0  7.8  － － － － 2.0  9.8  － 23.5  － 21.6  

６０歳代 82  46.3  1.2  8.5  7.3  － － － － 3.7  1.2  － 14.6  2.4  14.6  

７０歳以上 252  43.3  0.4  23.0  0.8  － 0.4  1.2  － － 6.7  0.4  5.2  3.2  15.5  
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問 29 介助をしている方の年齢は何歳ですか。（１つに○） 

「７０歳以上」の割合が 31.2％と最も高く、次いで「６０歳代」の割合が 21.2％、「５０歳代」

の割合が 16.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「４０歳代」「５０歳代」の割合が、持っていない

で「４０歳代」の割合が高くなっています。また、持っていないで「７０歳以上」の割合が、療

育手帳で「７０歳以上」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「６０歳代」の割合が低くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

１
０
歳
代 

２
０
歳
代 

３
０
歳
代 

４
０
歳
代 

５
０
歳
代 

６
０
歳
代 

７
０
歳
以
上 

無
回
答 

全  体 429  0.5  1.2  2.8  10.3  16.1  21.2  31.2  16.8  

身体障害者手帳 292  0.3  0.3  1.7  6.5  17.1  21.9  34.9  17.1  

療育手帳 63  1.6  3.2  7.9  22.2  22.2  20.6  12.7  9.5  

精神障害者保健福
祉手帳 

58  － 3.4  5.2  13.8  19.0  13.8  31.0  13.8  

持っていない 20  － － － 20.0  10.0  25.0  10.0  35.0  

 

  

回答者数 = 429 ％

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

0.5

1.2

2.8

10.3

16.1

21.2

31.2

16.8

0 20 40 60 80 100
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問 30 介助をしている方の性別をお聞かせください。（１つに○） 

「男性」の割合が 26.6％、「女性」の割合が 57.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「女性」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「男

性」の割合が高くなっています。また、持っていないで「女性」の割合が、療育手帳で「男性」

の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「女性」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

男
性 

女
性 

無
回
答 

全  体 429  26.6  57.6  15.9  

身体障害者手帳 292  26.7  58.2  15.1  

療育手帳 63  17.5  71.4  11.1  

精神障害者保健福祉手帳 58  36.2  50.0  13.8  

持っていない 20  30.0  35.0  35.0  

 

 

問 31 介助者の方は、現在仕事をされていますか。（１つに○） 

「働いている」の割合が 43.6％と最も高く、次いで「働いていない」の割合が 37.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 429 ％

男性

女性

無回答

26.6

57.6

15.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 429 ％

働いている

働いていない

働きたいと思っているが、介助のために働
きに出られない

無回答

43.6

37.8

0.9

17.7

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「働いている」高くなっています。また、他に比

べ、持っていないで「働いていない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

働
い
て
い
る 

働
い
て
い
な
い 

働
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
が
、
介
助
の
た
め

に
働
き
に
出
ら
れ
な

い 無
回
答 

全  体 429  43.6  37.8  0.9  17.7  

身体障害者手帳 292  43.5  37.7  0.7  18.2  

療育手帳 63  50.8  36.5  － 12.7  

精神障害者保健福祉手帳 58  41.4  41.4  3.4  13.8  

持っていない 20  45.0  20.0  － 35.0  

 

 

問 32 介助者の方が、介助（介護）をしていて、困っていることや大変に思うことはど

のようなことですか。（主なもの３つまで○） 

「特にない」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「介助者の心身が疲れる」の割合が 29.6％、

「必要な時に近所の知り合いなど（友人も含む）周りに頼める人や施設がない」の割合が 10.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

介助者が外出できない

介助者の心身が疲れる

介助者の相談相手がいない

必要な時に近所の知り合いなど（友人も含む）周り
に頼める人や施設がない

近所や地域の人が、障がいについてわかってくれな
い

特にない

その他

無回答

6.2

29.6

6.4

10.8

3.3

31.5

4.6

28.6

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「介助者の心身が疲れる」「必要な時に近所の知り

合いなど（友人も含む）周りに頼める人や施設がない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「介

助者の心身が疲れる」の割合が高くなっています。また、他に比べ、持っていないで「介助者の

心身が疲れる」「必要な時に近所の知り合いなど（友人も含む）周りに頼める人や施設がない」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

介
助
者
が
外
出
で
き
な
い 

介
助
者
の
心
身
が
疲
れ
る 

介
助
者
の
相
談
相
手
が
い
な

い 必
要
な
時
に
近
所
の
知
り
合

い
な
ど
（
友
人
も
含
む
）
周
り

に
頼
め
る
人
や
施
設
が
な
い 

近
所
や
地
域
の
人
が
、
障
が
い

に
つ
い
て
わ
か
っ
て
く
れ
な

い 特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  6.2  29.6  6.4  10.8  3.3  31.5  4.6  28.6  

身体障害者手帳 348  5.7  28.2  5.5  10.1  2.6  33.0  3.7  29.3  

療育手帳 68  5.9  41.2  10.3  22.1  2.9  38.2  4.4  10.3  

精神障害者保健福
祉手帳 

67  11.9  37.3  14.9  11.9  7.5  22.4  9.0  23.9  

持っていない 35  － 17.1  － 2.9  － 22.9  5.7  54.3  
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（５）サービスの利用について 

問 33 現在障がいのある方に対する福祉サービスを利用していますか。（１つに○） 

「利用している」の割合が 33.8％、「利用していない」の割合が 59.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「利用している」の割合が、持っていないで「利

用していない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「利用している」の割合が高くなっていま

す。また、療育手帳で「利用していない」の割合が、持っていないで「利用している」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 517  33.8  59.2  7.0  

身体障害者手帳 348  30.7  62.1  7.2  

療育手帳 68  66.2  30.9  2.9  

精神障害者保健福祉手帳 67  38.8  55.2  6.0  

持っていない 35  17.1  71.4  11.4  

 

  

回答者数 = 517 ％

利用している

利用していない

無回答

33.8

59.2

7.0

0 20 40 60 80 100
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問 34 福祉サービスを利用していて感じていることは何ですか。（あてはまるものすべ

てに○） 

「今の福祉サービスに満足している」の割合が 60.6％と最も高く、次いで「他にどのような福

祉サービスが利用できるのかわからない」の割合が 27.4％、「もっと福祉サービスを利用したい」

の割合が 17.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「他にどのような福祉サービスが

利用できるのかわからない」「もっと福祉サービスを利用したい」の割合が、療育手帳で「もっと

福祉サービスを利用したい」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「今

の福祉サービスに満足している」の割合が、療育手帳で「福祉サービスの利用者負担額が高い」

の割合が、身体障害者手帳で「他にどのような福祉サービスが利用できるのかわからない」の割

合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

今
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
満
足
し
て

い
る 

他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い
が

手
続
き
の
方
法
が
わ
か
ら
な
い 

別
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
変
更
し
た

い 他
に
ど
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

が
利
用
で
き
る
の
か
わ
か
ら
な
い 

不
満
や
要
望
を
ど
こ
に
言
え
ば
い

い
の
か
わ
か
ら
な
い 

も
っ
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
い 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額

が
高
い 

他
人
に
知
ら
れ
た
く
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 175  60.6  2.3  2.3  27.4  5.1  17.1  12.0  4.0  2.9  4.6  

身体障害者手帳 107  58.9  0.9  2.8  21.5  4.7  15.0  15.9  3.7  2.8  7.5  

療育手帳 45  64.4  2.2  4.4  33.3  6.7  24.4  4.4  2.2  2.2  － 

精神障害者保健
福祉手帳 

26  42.3  7.7  － 50.0  7.7  30.8  7.7  3.8  7.7  3.8  

持っていない 6  83.3  － － 16.7  － － － － － － 
  

回答者数 = 175 ％

今の福祉サービスに満足している

他のサービスを利用したいが手続きの方法
がわからない

別の福祉サービスに変更したい

他にどのような福祉サービスが利用できる
のかわからない

不満や要望をどこに言えばいいのかわから
ない

もっと福祉サービスを利用したい

福祉サービスの利用者負担額が高い

他人に知られたくない

その他

無回答

60.6

2.3

2.3

27.4

5.1

17.1

12.0

4.0

2.9

4.6

0 20 40 60 80 100
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問 35 福祉サービスを利用していない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

「自分で対応できる」の割合が 58.8％と最も高く、次いで「家族で対応できる」の割合が 45.8％、

「サービスの内容・利用の仕方がわからない」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「自分で対応できる」の割合が、療育手帳で

「サービスの内容・利用の仕方がわからない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「サービス

の内容・利用の仕方がわからない」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳

で「自分で対応できる」の割合が、持っていないで「家族で対応できる」「経済的な負担が心配で

ある」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
で
対
応
で
き
る 

家
族
で
対
応
で
き
る 

家
族
や
親
戚
へ
の
気

兼
ね
が
あ
る 

近
所
の
目
が
気
に
な

る 他
人
の
世
話
に
な
り

た
く
な
い 

経
済
的
な
負
担
が
心

配
で
あ
る 

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
・
利

用
の
仕
方
が
わ
か
ら

な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 306  58.8  45.8  2.0  3.9  5.9  13.1  14.1  5.2  4.6  

身体障害者手帳 216  61.1  46.3  2.8  2.8  5.6  12.0  10.2  3.7  5.6  

療育手帳 21  52.4  52.4  － 9.5  9.5  23.8  33.3  － － 

精神障害者保健
福祉手帳 

37  35.1  45.9  － 8.1  10.8  21.6  27.0  13.5  5.4  

持っていない 25  84.0  28.0  － 4.0  － 4.0  12.0  12.0  － 

 

  

回答者数 = 306 ％

自分で対応できる

家族で対応できる

家族や親戚への気兼ねがある

近所の目が気になる

他人の世話になりたくない

経済的な負担が心配である

サービスの内容・利用の仕方がわからない

その他

無回答

58.8

45.8

2.0

3.9

5.9

13.1

14.1

5.2

4.6

0 20 40 60 80 100
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問 36 現在利用しているサービス以外で、特にどのような支援が必要だと思いますか。

（あてはまるものすべてに○） 

「外出の時に自動車で送迎してくれるサービス」の割合が 23.4％と最も高く、次いで「ちょっ

とした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」の割合が 18.8％、「買い物

など外出に付き添ってくれるサービス」の割合が 11.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

話し相手や地域の人の声かけ、訪問

外出の時に自動車で送迎してくれるサービス

買い物など外出に付き添ってくれるサービス

ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれ
る身近な相談サービス

手話通訳などで意思疎通の手伝いをしてくれるサー
ビス

自立生活支援用具などを給付または貸してくれる
サービス

自宅に来てくれる散髪や理美容サービス

趣味やスポーツなどの集まり

食事の配達サービス

お金の使い方について相談したり、管理してもらえ
るサービス

その他?

無回答

9.1

23.4

11.4

18.8

1.7

6.0

8.9

7.5

11.0

5.0

7.2

40.0

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「ちょっとした不安や困りごとで

も相談にのってくれる身近な相談サービス」「食事の配達サービス」の割合が、持っていないで

「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」の割合が、療育手

帳で「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」の割合が高く

なっています。また、他に比べ、持っていないで「外出の時に自動車で送迎してくれるサービス」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

話
し
相
手
や
地
域
の
人
の
声
か
け
、
訪
問 

外
出
の
時
に
自
動
車
で
送
迎
し
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

買
い
物
な
ど
外
出
に
付
き
添
っ
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

ち
ょ
っ
と
し
た
不
安
や
困
り
ご
と
で
も
相
談

に
の
っ
て
く
れ
る
身
近
な
相
談
サ
ー
ビ
ス 

手
話
通
訳
な
ど
で
意
思
疎
通
の
手
伝
い
を
し

て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
立
生
活
支
援
用
具
な
ど
を
給
付
ま
た
は
貸

し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
宅
に
来
て
く
れ
る
散
髪
や
理
美
容
サ
ー
ビ

ス 趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
集
ま
り 

食
事
の
配
達
サ
ー
ビ
ス 

お
金
の
使
い
方
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
、
管
理

し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他?

  

無
回
答 

全  体 517  9.1  23.4  11.4  18.8  1.7  6.0  8.9  7.5  11.0  5.0  7.2  40.0  

身体障害者
手帳 

348  7.2  23.9  10.6  14.9  1.7  6.9  9.2  6.3  9.8  0.6  7.2  44.0  

療育手帳 68  11.8  20.6  10.3  25.0  － 2.9  13.2  11.8  7.4  22.1  4.4  26.5  

精神障害者
保健福祉手
帳 

67  14.9  28.4  16.4  31.3  1.5  7.5  4.5  6.0  17.9  9.0  9.0  31.3  

持っていな
い 

35  8.6  11.4  11.4  25.7  5.7  2.9  11.4  14.3  14.3  2.9  8.6  42.9  
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、３０歳代で「買い物など外出に付き添ってくれるサービス」の割

合が、６０歳代で「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」

の割合が、１０歳代で「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービ

ス」の割合が高くなっています。また、１０歳代で「外出の時に自動車で送迎してくれるサービ

ス」の割合が、５０歳代で「外出の時に自動車で送迎してくれるサービス」の割合が、７０歳以

上で「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」の割合が低く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

話
し
相
手
や
地
域
の
人
の
声
か
け
、
訪
問 

外
出
の
時
に
自
動
車
で
送
迎
し
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

買
い
物
な
ど
外
出
に
付
き
添
っ
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

ち
ょ
っ
と
し
た
不
安
や
困
り
ご
と
で
も
相
談

に
の
っ
て
く
れ
る
身
近
な
相
談
サ
ー
ビ
ス 

手
話
通
訳
な
ど
で
意
思
疎
通
の
手
伝
い
を
し

て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
立
生
活
支
援
用
具
な
ど
を
給
付
ま
た
は
貸

し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
宅
に
来
て
く
れ
る
散
髪
や
理
美
容
サ
ー
ビ

ス 趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
集
ま
り 

食
事
の
配
達
サ
ー
ビ
ス 

お
金
の
使
い
方
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
、
管

理
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他?

  

無
回
答 

全  体 517  9.1  23.4  11.4  18.8  1.7  6.0  8.9  7.5  11.0  5.0  7.2  40.0  

１０歳未満 6  16.7  16.7  － 83.3  － 16.7  － 16.7  － － － 16.7  

１０歳代 17  11.8  11.8  11.8  29.4  － － 5.9  5.9  11.8  41.2  － 35.3  

２０歳代 22  4.5  31.8  13.6  22.7  4.5  4.5  13.6  4.5  4.5  22.7  － 22.7  

３０歳代 29  10.3  31.0  27.6  27.6  3.4  13.8  17.2  20.7  20.7  6.9  20.7  10.3  

４０歳代 51  7.8  19.6  9.8  13.7  3.9  7.8  7.8  5.9  13.7  3.9  9.8  35.3  

５０歳代 51  15.7  13.7  11.8  27.5  3.9  7.8  9.8  11.8  7.8  5.9  3.9  37.3  

６０歳代 82  9.8  28.0  14.6  30.5  1.2  11.0  3.7  9.8  12.2  7.3  7.3  32.9  

７０歳以上 252  7.9  24.2  8.7  10.7  0.8  3.2  9.9  5.2  10.7  0.4  7.1  48.8  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「外出の時に自動車で送迎してくれるサー

ビス」「買い物など外出に付き添ってくれるサービス」高くなっています。また、視覚障がいで

「ちょっとした不安や困りごとでも相談にのってくれる身近な相談サービス」の割合が、その他

で「買い物など外出に付き添ってくれるサービス」「食事の配達サービス」の割合が低くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

話
し
相
手
や
地
域
の
人
の
声
か
け
、
訪
問 

外
出
の
時
に
自
動
車
で
送
迎
し
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

買
い
物
な
ど
外
出
に
付
き
添
っ
て
く
れ
る
サ

ー
ビ
ス 

ち
ょ
っ
と
し
た
不
安
や
困
り
ご
と
で
も
相
談

に
の
っ
て
く
れ
る
身
近
な
相
談
サ
ー
ビ
ス 

手
話
通
訳
な
ど
で
意
思
疎
通
の
手
伝
い
を
し

て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
立
生
活
支
援
用
具
な
ど
を
給
付
ま
た
は
貸

し
て
く
れ
る
サ
ー
ビ
ス 

自
宅
に
来
て
く
れ
る
散
髪
や
理
美
容
サ
ー
ビ

ス 趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
集
ま
り 

食
事
の
配
達
サ
ー
ビ
ス 

お
金
の
使
い
方
に
つ
い
て
相
談
し
た
り
、
管

理
し
て
も
ら
え
る
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他?

  

無
回
答 

全  体 517  9.1  23.4  11.4  18.8  1.7  6.0  8.9  7.5  11.0  5.0  7.2  40.0  

視覚障害 14  － 42.9  28.6  7.1  － 7.1  14.3  7.1  － － － 57.1  

聴覚・平衡機
能障害 

24  16.7  20.8  12.5  16.7  20.8  4.2  4.2  8.3  12.5  － 12.5  37.5  

音声・言語・
そしゃく機
能障害 

6  － 16.7  － － － － － － － － 16.7  66.7  

肢体不自由 147  6.8  27.9  14.3  15.0  0.7  11.6  7.5  5.4  10.2  0.7  6.8  38.8  

内部障害 131  9.2  21.4  6.9  16.0  － 3.1  9.9  8.4  12.2  0.8  6.9  47.3  

その他 36  8.3  16.7  2.8  16.7  － 5.6  13.9  5.6  2.8  2.8  19.4  36.1  
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問 37 障がい者福祉に関する情報をどこから入手していますか。（主なもの５つまで

○） 

「医療機関」の割合が 24.8％と最も高く、次いで「広報紙」の割合が 20.5％、「テレビ・ラジ

オ・新聞・雑誌」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

障がい者（児）の団体

テレビ・ラジオ・新聞・雑誌

広報紙

家族・親族

友人・知人・近所の人

保育園・幼稚園・学校

医療機関

役場の職員

サービスを受けているところ（施設・事業
所）

社会福祉協議会

地域活動支援センター

民生委員・児童委員

専門の相談員

ホームヘルパー

インターネット

特にない

その他

無回答

6.6

19.7

20.5

11.4

8.9

1.9

24.8

12.4

15.1

15.7

6.6

2.9

6.0

3.5

13.3

17.6

2.7

7.5

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「サービスを受けているところ（施設・事業所）」

の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「医療機関」の割合が、持っていないで「インターネット」

の割合が高くなっています。また、他に比べ、持っていないで「社会福祉協議会」「役場の職員」

「医療機関」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

障
が
い
者
（
児
）
の
団

体 テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新

聞
・
雑
誌 

広
報
紙 

家
族
・
親
族 

友
人
・
知
人
・
近
所
の

人 保
育
園
・
幼
稚
園
・
学

校 医
療
機
関 

役
場
の
職
員 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
る
と
こ
ろ
（
施
設
・

事
業
所
） 

全  体 517  6.6  19.7  20.5  11.4  8.9  1.9  24.8  12.4  15.1  

身体障害者手帳 348  7.2  21.8  21.6  10.1  9.2  － 23.0  11.5  11.8  

療育手帳 68  11.8  14.7  14.7  14.7  8.8  8.8  20.6  13.2  45.6  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  4.5  13.4  20.9  14.9  4.5  1.5  43.3  20.9  11.9  

持っていない 35  5.7  14.3  17.1  5.7  8.6  8.6  17.1  2.9  8.6  

 

区分 

社
会
福
祉
協
議
会 

地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

専
門
の
相
談
員 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 15.7  6.6  2.9  6.0  3.5  13.3  17.6  2.7  7.5  

身体障害者手帳 18.1  7.2  2.6  4.0  4.3  9.2  19.5  2.6  8.9  

療育手帳 20.6  4.4  4.4  14.7  － 17.6  14.7  1.5  2.9  

精神障害者保健
福祉手帳 

9.0  9.0  － 11.9  1.5  25.4  9.0  3.0  4.5  

持っていない 5.7  － 2.9  5.7  － 28.6  14.3  2.9  11.4  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「社会福祉協議会」「家族・親族」の割合が、

聴覚・平衡機能障がいで「役場の職員」の割合が高くなっています。また、視覚障がいで「広報

紙」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「サービスを受けているところ（施設・事業所）」の割合

が、内部障がいで「サービスを受けているところ（施設・事業所）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

障
が
い
者
（
児
）
の
団

体 テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
・
新

聞
・
雑
誌 

広
報
紙 

家
族
・
親
族 

友
人
・
知
人
・
近
所
の

人 保
育
園
・
幼
稚
園
・
学

校 医
療
機
関 

役
場
の
職
員 

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て

い
る
と
こ
ろ
（
施
設
・

事
業
所
） 

全  体 517  6.6  19.7  20.5  11.4  8.9  1.9  24.8  12.4  15.1  

視覚障がい 14  7.1  14.3  7.1  35.7  － － 28.6  7.1  21.4  

聴覚・平衡機能
障がい 

24  8.3  29.2  29.2  8.3  16.7  － 20.8  25.0  4.2  

音声・言語・そし
ゃく機能障がい 

6  16.7  16.7  16.7  50.0  － － 50.0  － 16.7  

肢体不自由 147  7.5  20.4  20.4  6.1  8.2  － 19.0  8.8  19.7  

内部障がい 131  6.1  25.2  27.5  15.3  9.9  － 31.3  12.2  4.6  

その他 36  11.1  16.7  22.2  5.6  8.3  － 16.7  22.2  22.2  

 

区分 

社
会
福
祉
協
議
会 

地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

専
門
の
相
談
員 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 15.7  6.6  2.9  6.0  3.5  13.3  17.6  2.7  7.5  

視覚障がい 50.0  14.3  － 7.1  － 21.4  7.1  14.3  7.1  

聴覚・平衡機能
障がい 

20.8  12.5  12.5  － － 8.3  4.2  4.2  8.3  

音声・言語・そし
ゃく機能障がい 

－ 16.7  － － 16.7  － 16.7  － 16.7  

肢体不自由 22.4  10.2  1.4  5.4  4.8  9.5  19.7  2.0  5.4  

内部障がい 10.7  4.6  3.1  1.5  2.3  9.2  22.1  0.8  8.4  

その他 13.9  － － 8.3  11.1  11.1  19.4  8.3  11.1  
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問 38 あなたが今、必要と感じる情報はどのようなものですか。（あてはまるものすべ

てに○） 

「特にない」の割合が 33.7％と最も高く、次いで「各種福祉サービスや社会保障制度の利用の

仕方について」の割合が 32.1％、「医療に関することについて」の割合が 29.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

医療に関することについて

各種福祉サービスや社会保障制度の利用の仕方につ
いて

障がい者向けの公的住宅やグループホーム、福祉
ホームなどについて

悩みごとが相談できる人や団体、機関について

同じような障がいのある仲間と出会える場について

職業訓練や就職情報などの就労支援について

障がい者も参加できる地域の行事やイベント、講座
などについて

障がい者が外出先で利用できる施設などについて

特にない

その他

無回答

29.0

32.1

11.0

14.9

8.5

7.5

4.3

12.2

33.7

1.5

9.5

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「障がい者向けの公的住宅やグループホーム、福

祉ホームなどについて」「障がい者が外出先で利用できる施設などについて」の割合が、精神障害

者保健福祉手帳で「障がい者向けの公的住宅やグループホーム、福祉ホームなどについて」の割

合が高くなっています。また、療育手帳で「医療に関することについて」「各種福祉サービスや社

会保障制度の利用の仕方について」の割合が、持っていないで「障がい者向けの公的住宅やグル

ープホーム、福祉ホームなどについて」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

医
療
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
保
障
制
度

の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て 

障
害
者
向
け
の
公
的
住
宅
や
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
な
ど
に
つ
い
て 

悩
み
ご
と
が
相
談
で
き
る
人
や
団
体
、

機
関
に
つ
い
て 

同
じ
よ
う
な
障
が
い
の
あ
る
仲
間
と
出

会
え
る
場
に
つ
い
て 

職
業
訓
練
や
就
職
情
報
な
ど
の
就
労
支

援
に
つ
い
て 

障
害
者
も
参
加
で
き
る
地
域
の
行
事
や

イ
ベ
ン
ト
、
講
座
な
ど
に
つ
い
て 

障
害
者
が
外
出
先
で
利
用
で
き
る
施
設

な
ど
に
つ
い
て 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  29.0  32.1  11.0  14.9  8.5  7.5  4.3  12.2  33.7  1.5  9.5  

身体障害者手
帳 

348  29.0  32.5  6.9  11.2  7.8  2.9  3.2  11.5  36.5  1.4  11.5  

療育手帳 68  14.7  26.5  25.0  22.1  8.8  22.1  11.8  25.0  30.9  2.9  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  38.8  40.3  23.9  25.4  13.4  25.4  7.5  9.0  19.4  1.5  6.0  

持っていない 35  34.3  28.6  5.7  20.0  8.6  5.7  2.9  － 28.6  － 14.3  
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、１０歳代で「障がい者が外出先で利用できる施設などについて」

の割合が、３０歳代で「障がい者が外出先で利用できる施設などについて」の割合が、２０歳代

で「障がい者向けの公的住宅やグループホーム、福祉ホームなどについて」の割合が高くなって

います。また、１０歳代で「医療に関することについて」「各種福祉サービスや社会保障制度の利

用の仕方について」の割合が、２０歳代で「医療に関することについて」の割合が低くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

医
療
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
保
障
制
度

の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て 

障
が
い
者
向
け
の
公
的
住
宅
や
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
な
ど
に
つ
い
て 

悩
み
ご
と
が
相
談
で
き
る
人
や
団
体
、
機

関
に
つ
い
て 

同
じ
よ
う
な
障
が
い
の
あ
る
仲
間
と
出

会
え
る
場
に
つ
い
て 

職
業
訓
練
や
就
職
情
報
な
ど
の
就
労
支

援
に
つ
い
て 

障
が
い
者
も
参
加
で
き
る
地
域
の
行
事

や
イ
ベ
ン
ト
、
講
座
な
ど
に
つ
い
て 

障
が
い
者
が
外
出
先
で
利
用
で
き
る
施

設
な
ど
に
つ
い
て 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  29.0  32.1  11.0  14.9  8.5  7.5  4.3  12.2  33.7  1.5  9.5  

１０歳未満 6  16.7  33.3  － 66.7  66.7  33.3  16.7  － 16.7  － － 

１０歳代 17  17.6  23.5  23.5  17.6  5.9  52.9  11.8  35.3  29.4  － 5.9  

２０歳代 22  22.7  27.3  27.3  18.2  9.1  9.1  9.1  18.2  45.5  － － 

３０歳代 29  24.1  37.9  24.1  24.1  13.8  13.8  3.4  31.0  24.1  － － 

４０歳代 51  27.5  35.3  13.7  19.6  7.8  23.5  2.0  5.9  29.4  3.9  3.9  

５０歳代 51  43.1  35.3  11.8  17.6  13.7  7.8  5.9  11.8  23.5  2.0  9.8  

６０歳代 82  32.9  41.5  8.5  15.9  7.3  4.9  6.1  14.6  26.8  2.4  6.1  

７０歳以上 252  27.4  28.6  7.1  10.7  6.3  0.4  2.8  8.3  39.7  1.2  14.3  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「障がい者が外出先で利用できる施設など

について」「各種福祉サービスや社会保障制度の利用の仕方について」の割合が、その他で「医療

に関することについて」の割合が高くなっています。また、その他で「各種福祉サービスや社会

保障制度の利用の仕方について」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「障がい者が外出先で利用

できる施設などについて」の割合が、内部障がいで「障がい者向けの公的住宅やグループホーム、

福祉ホームなどについて」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

医
療
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
保
障
制
度

の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て 

障
が
い
者
向
け
の
公
的
住
宅
や
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
な
ど
に
つ
い
て 

悩
み
ご
と
が
相
談
で
き
る
人
や
団
体
、
機

関
に
つ
い
て 

同
じ
よ
う
な
障
が
い
の
あ
る
仲
間
と
出

会
え
る
場
に
つ
い
て 

職
業
訓
練
や
就
職
情
報
な
ど
の
就
労
支

援
に
つ
い
て 

障
が
い
者
も
参
加
で
き
る
地
域
の
行
事

や
イ
ベ
ン
ト
、
講
座
な
ど
に
つ
い
て 

障
が
い
者
が
外
出
先
で
利
用
で
き
る
施

設
な
ど
に
つ
い
て 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  29.0  32.1  11.0  14.9  8.5  7.5  4.3  12.2  33.7  1.5  9.5  

視覚障がい 14  35.7  42.9  － 14.3  21.4  14.3  7.1  35.7  14.3  7.1  14.3  

聴覚・平衡機
能障がい 

24  37.5  25.0  8.3  － 16.7  － 4.2  4.2  25.0  8.3  12.5  

音声・言語・そ
しゃく機能障
がい 

6  33.3  33.3  － 16.7  － － － － 50.0  － － 

肢体不自由 147  26.5  36.1  9.5  12.9  6.1  4.1  4.1  9.5  39.5  0.7  8.2  

内部障害 131  30.5  35.1  3.1  13.7  6.1  － 3.1  14.5  35.9  0.8  9.9  

その他 36  41.7  22.2  11.1  19.4  8.3  11.1  2.8  11.1  36.1  5.6  8.3  

 

  



108 

問 39 今後、あなたが充実を希望するサービスはどれですか。（あてはまるものすべて

に○） 

「外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、福祉タクシー利用券の交付、自動車燃料

費の助成等）」の割合が 32.3％と最も高く、次いで「短期入所（ショートステイ）・緊急一時保護」

の割合が 20.7％、「居宅介護（ホームヘルプ）」の割合が 17.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 517 ％

居宅介護（ホームヘルプ）

訪問入浴

移動への支援（ガイドヘルプ、通学支援等）

コミュニケーションの支援（手話通訳者の派遣、視覚障害者
ガイドヘルパーの利用等）
補装具の交付・修理（白杖、補聴器、義手、義足、車いす
等）

日常生活用具の給付

寝具乾燥・消毒サービス

緊急時通報機器の支給

自動車運転教習費・改造費の助成

外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、福祉タク
シー利用券の交付、自動車燃料費の助成等）

地域活動支援センター等への通所による日中活動への支援

生活介護

開所時間の延長

日中一時支援

短期入所（ショートステイ）・緊急一時保護

就職するための支援

就労継続支援Ａ型事業所

就労継続支援Ｂ型事業所

就労移行支援

就労定着支援

その他の就労に関する支援

施設入所支援

グループホーム

賃貸住宅への入居手続き等の支援

自立訓練（生活訓練）

住宅設備改善費

医療的ケア者への支援

新たに希望するサービス

特にない

無回答

17.2

7.2

7.7

2.9

9.7

11.0

5.6

10.6

0.8

32.3

10.8

9.9

4.3

8.9

20.7

10.1

4.4

4.8

1.0

3.1

4.8

11.6

5.0

3.1

3.9

14.7

15.7

3.1

15.9

14.9

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「短期入所（ショートステイ）・緊急一時保護」「就

職するための支援」「施設入所支援」高くなっています。また、療育手帳で「外出手段への支援

（リフト付きタクシー費の助成、福祉タクシー利用券の交付、自動車燃料費の助成等）」「日常生

活用具の給付」の割合が、持っていないで「外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、

福祉タクシー利用券の交付、自動車燃料費の助成等）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

居
宅
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

訪
問
入
浴 

移
動
へ
の
支
援
（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
、
通
学
支

援
等
） 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
（
手
話
通

訳
者
の
派
遣
、
視
覚
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル

パ
ー
の
利
用
等
） 

補
装
具
の
交
付
・
修
理
（
白
杖
、
補
聴
器
、

義
手
、
義
足
、
車
い
す
等
） 

日
常
生
活
用
具
の
給
付 

寝
具
乾
燥
・
消
毒
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
時
通
報
機
器
の
支
給 

自
動
車
運
転
教
習
費
・
改
造
費
の
助
成 

外
出
手
段
へ
の
支
援
（
リ
フ
ト
付
き
タ
ク

シ
ー
費
の
助
成
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券

の
交
付
、
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
等
） 

全  体 517  17.2  7.2  7.7  2.9  9.7  11.0  5.6  10.6  0.8  32.3  

身体障害者
手帳 

348  19.0  8.3  4.9  3.2  12.9  13.5  5.7  11.5  0.9  35.9  

療育手帳 68  8.8  2.9  16.2  5.9  5.9  1.5  1.5  8.8  1.5  20.6  

精神障害者
保健福祉手
帳 

67  16.4  3.0  11.9  1.5  － 13.4  7.5  10.4  － 31.3  

持っていな
い 

35  14.3  11.4  8.6  － 2.9  － 5.7  2.9  － 22.9  

 

区分 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
通
所
に

よ
る
日
中
活
動
へ
の
支
援 

生
活
介
護 

開
所
時
間
の
延
長 

日
中
一
時
支
援 

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）・
緊
急
一

時
保
護 

就
職
す
る
た
め
の
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所 

就
労
移
行
支
援 

就
労
定
着
支
援 

そ
の
他
の
就
労
に
関
す
る
支
援 

全  体 10.8  9.9  4.3  8.9  20.7  10.1  4.4  4.8  1.0  3.1  4.8  

身体障害者
手帳 

7.8  10.6  2.3  5.5  20.1  6.9  2.0  1.1  0.3  1.7  3.4  

療育手帳 20.6  14.7  13.2  25.0  36.8  22.1  10.3  19.1  4.4  13.2  7.4  

精神障害者
保健福祉手
帳 

16.4  7.5  3.0  14.9  14.9  16.4  19.4  16.4  3.0  1.5  11.9  

持っていな
い 

8.6  － 2.9  8.6  11.4  8.6  － － － － 2.9  
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【所持手帳別】（つづき） 

 

単位：％ 

区分 

施
設
入
所
支
援 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
手
続
き
等
の
支
援 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
） 

住
宅
設
備
改
善
費 

医
療
的
ケ
ア
者
へ
の
支
援 

新
た
に
希
望
す
る
サ
ー
ビ
ス 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 11.6  5.0  3.1  3.9  14.7  15.7  3.1  15.9  14.9 

身体障害者
手帳 

9.8  2.6  2.3  2.9  16.7  14.1  2.3  14.7  17.0 

療育手帳 23.5  14.7  4.4  8.8  5.9  13.2  1.5  20.6  4.4 

精神障害者
保健福祉手
帳 

13.4  7.5  7.5  6.0  16.4  23.9  10.4  14.9  9.0 

持っていな
い 

－ 2.9  2.9  － 8.6  11.4  2.9  20.0  17.1 
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、その他で「医療的ケア者への支援」の割合が、視覚障が

いで「外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、福祉タクシー利用券の交付、自動車燃

料費の助成等）」の割合が、肢体不自由で「外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、福

祉タクシー利用券の交付、自動車燃料費の助成等）」の割合が高くなっています。また、聴覚・平

衡機能障がいで「外出手段への支援（リフト付きタクシー費の助成、福祉タクシー利用券の交付、

自動車燃料費の助成等）」「日常生活用具の給付」の割合が、視覚障がいで「医療的ケア者への支

援」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

居
宅
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

訪
問
入
浴 

移
動
へ
の
支
援
（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
、
通
学
支
援

等
） 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
支
援
（
手
話
通
訳
者

の
派
遣
、
視
覚
障
害
者
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
利

用
等
） 

補
装
具
の
交
付
・
修
理
（
白
杖
、
補
聴
器
、
義
手
、

義
足
、
車
い
す
等
） 

日
常
生
活
用
具
の
給
付 

寝
具
乾
燥
・
消
毒
サ
ー
ビ
ス 

緊
急
時
通
報
機
器
の
支
給 

自
動
車
運
転
教
習
費
・
改
造
費
の
助
成 

外
出
手
段
へ
の
支
援
（
リ
フ
ト
付
き
タ
ク
シ
ー

費
の
助
成
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付
、
自

動
車
燃
料
費
の
助
成
等
） 

全  体 517  17.2  7.2  7.7  2.9  9.7  11.0  5.6  10.6  0.8  32.3  

視覚障害 14  14.3  － 28.6  28.6  21.4  7.1  － 7.1  － 42.9  

聴覚・平衡機
能障害 

24  16.7  8.3  － 25.0  25.0  4.2  － 8.3  － 8.3  

音声・言語・そ
しゃく機能障
害 

6  16.7  33.3  － － － － － － － 50.0  

肢体不自由 147  17.7  9.5  3.4  0.7  18.4  15.6  4.8  10.2  0.7  41.5  

内部障害 131  20.6  8.4  4.6  － 3.8  13.7  6.9  14.5  0.8  36.6  

その他 36  19.4  13.9  8.3  － 11.1  16.7  11.1  19.4  － 33.3  
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【障がいの種類別】（つづき） 

 

単位：％ 

区分 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
等
へ
の
通
所
に
よ
る

日
中
活
動
へ
の
支
援 

生
活
介
護 

開
所
時
間
の
延
長 

日
中
一
時
支
援 

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）・
緊
急
一
時
保

護 就
職
す
る
た
め
の
支
援 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型
事
業
所 

就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所 

就
労
移
行
支
援 

就
労
定
着
支
援 

そ
の
他
の
就
労
に
関
す
る
支
援 

全  体 10.8  9.9  4.3  8.9  20.7  10.1  4.4  4.8  1.0  3.1  4.8  

視覚障害 7.1  7.1  － 14.3  14.3  7.1  － 7.1  7.1  － 14.3  

聴覚・平衡機
能障害 

－ 12.5  － 4.2  16.7  4.2  － － － － － 

音声・言語・そ
しゃく機能障
害 

16.7  － － － 16.7  16.7  － － － － － 

肢体不自由 9.5  14.3  2.0  7.5  25.9  8.8  4.1  1.4  － 0.7  2.0  

内部障害 8.4  9.2  2.3  3.8  17.6  6.1  － － － 2.3  3.8  

その他 8.3  5.6  8.3  － 16.7  5.6  2.8  2.8  － 11.1  11.1  

 

区分 

施
設
入
所
支
援 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

賃
貸
住
宅
へ
の
入
居
手
続
き
等
の
支
援 

自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
） 

住
宅
設
備
改
善
費 

医
療
的
ケ
ア
者
へ
の
支
援 

新
た
に
希
望
す
る
サ
ー
ビ
ス 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 11.6  5.0  3.1  3.9  14.7  15.7  3.1  15.9  14.9 

視覚障害 － － 7.1  7.1  21.4  7.1  － 14.3  14.3 

聴覚・平衡機
能障害 

16.7  4.2  4.2  － 8.3  16.7  4.2  20.8  12.5 

音声・言語・そ
しゃく機能障
害 

16.7  － － － 33.3  － － － 33.3 

肢体不自由 12.2  4.1  1.4  2.7  18.4  13.6  2.0  10.9  17.0 

内部障害 9.2  － 0.8  4.6  18.3  13.0  1.5  19.8  13.7 

その他 13.9  5.6  8.3  2.8  19.4  27.8  8.3  16.7  13.9 
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（６）医療・保健について 

問 40 どのくらいの頻度で通院していますか。＊往診も１回として（１つに○） 

「月１～２回」の割合が 62.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「月１～２回」割合が、療育手帳で「月１～

２回」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

月
１
～
２
回 

月
３
～
４
回 

月
５
回
以
上 

通
院
し
て
い
な
い
（
往

診
も
受
け
て
い
な
い
） 

入
院
し
て
い
る 

無
回
答 

全  体 517  62.7  7.4  5.8  8.9  3.7  11.6  

身体障害者手帳 348  61.2  7.2  8.3  7.8  3.7  11.8  

療育手帳 68  69.1  2.9  1.5  19.1  － 7.4  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  59.7  14.9  3.0  3.0  7.5  11.9  

持っていない 35  74.3  2.9  － 5.7  2.9  14.3  

 

  

回答者数 = 517 ％

月１～２回

月３～４回

月５回以上

通院していない（往診も受けていない）

入院している

無回答

62.7

7.4

5.8

8.9

3.7

11.6

0 20 40 60 80 100
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問 41 通院などでお困りのことがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

「特に困っていない」の割合が 45.1％と最も高く、次いで「専門的な治療を行う医療機関が身

近にない」の割合が 14.1％、「医療費や交通費の負担が大きい」の割合が 12.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「医療費や交通費の負担が大きい」

の割合が、療育手帳で「専門的な治療を行う医療機関が身近にない」の割合が高くなっています。

また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「特に困っていない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

通
院
す
る
と
き
に
介
助
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い 

専
門
的
な
治
療
を
行
う
医
療

機
関
が
身
近
に
な
い 

専
門
的
な
リ
ハ
ビ
リ
が
で
き

る
機
関
が
身
近
に
な
い 

ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
や
け
が

の
と
き
に
受
け
入
れ
て
く
れ

る
医
療
機
関
が
身
近
に
な
い 

気
軽
に
往
診
を
頼
め
る
医
師

が
い
な
い 

歯
科
診
療
を
受
け
ら
れ
な
い 

医
療
費
や
交
通
費
の
負
担
が

大
き
い 

特
に
困
っ
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  4.6  14.1  5.6  5.0  7.4  3.7  12.4  45.1  5.8  15.7  

身体障害者手
帳 

348  4.9  12.9  6.6  6.0  6.9  3.2  10.9  44.5  5.7  17.2  

療育手帳 68  2.9  19.1  5.9  5.9  4.4  4.4  10.3  47.1  4.4  10.3  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  7.5  16.4  9.0  1.5  11.9  6.0  19.4  37.3  7.5  19.4  

持っていない 35  － 17.1  － － 5.7  2.9  17.1  48.6  5.7  5.7  

  

回答者数 = 517 ％

通院するときに介助してくれる人がいない

専門的な治療を行う医療機関が身近にない

専門的なリハビリができる機関が身近にない

ちょっとした病気やけがのときに受け入れてくれる
医療機関が身近にない

気軽に往診を頼める医師がいない

歯科診療を受けられない

医療費や交通費の負担が大きい

特に困っていない

その他

無回答

4.6

14.1

5.6

5.0

7.4

3.7

12.4

45.1

5.8

15.7

0 20 40 60 80 100
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「医療費や交通費の負担が大きい」の割合

が、内部障がいで「特に困っていない」の割合が、その他で「専門的な治療を行う医療機関が身

近にない」の割合が高くなっています。また、視覚障がいで「特に困っていない」の割合が、聴

覚・平衡機能障がいで「専門的な治療を行う医療機関が身近にない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

通
院
す
る
と
き
に
介
助
し
て

く
れ
る
人
が
い
な
い 

専
門
的
な
治
療
を
行
う
医
療

機
関
が
身
近
に
な
い 

専
門
的
な
リ
ハ
ビ
リ
が
で
き

る
機
関
が
身
近
に
な
い 

ち
ょ
っ
と
し
た
病
気
や
け
が

の
と
き
に
受
け
入
れ
て
く
れ

る
医
療
機
関
が
身
近
に
な
い 

気
軽
に
往
診
を
頼
め
る
医
師

が
い
な
い 

歯
科
診
療
を
受
け
ら
れ
な
い 

医
療
費
や
交
通
費
の
負
担
が

大
き
い 

特
に
困
っ
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  4.6  14.1  5.6  5.0  7.4  3.7  12.4  45.1  5.8  15.7  

視覚障害 14  7.1  14.3  7.1  7.1  － － 42.9  28.6  － 21.4  

聴覚・平衡機能
障害 

24  8.3  8.3  4.2  － 8.3  － 12.5  45.8  8.3  16.7  

音声・言語・そ
しゃく機能障
害 

6  16.7  － － － － － 16.7  33.3  16.7  33.3  

肢体不自由 147  4.1  10.9  9.5  7.5  3.4  4.1  10.2  42.2  4.8  18.4  

内部障害 131  6.1  14.5  4.6  5.3  9.9  1.5  9.2  51.9  4.6  13.0  

その他 36  － 19.4  2.8  11.1  13.9  8.3  13.9  41.7  8.3  16.7  

 

 

問 42 健康を維持するために最も心がけていることを教えてください。（１つに○） 

「なるべく体を動かすようにしている」の割合が 22.8％と最も高く、次いで「特にない」の割

合が 13.0％、「規則正しい生活を送るよう心がけている」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

なるべく体を動かすようにしている

なるべく外出したり、人と会うようにして
いる

栄養バランスの良い食事を心がけている

規則正しい生活を送るよう心がけている

定期的に健康診断や医師の診察を受けるよ
うにしている

趣味を持つなどストレスを解消するよう心
がけている

特にない

その他

無回答

22.8

4.6

6.2

12.8

10.3

4.3

13.0

1.0

25.1

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「規則正しい生活を送るよう心がけている」高く

なっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「なるべく体を動かすようにしている」の割合

が、持っていないで「なるべく体を動かすようにしている」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

な
る
べ
く
体
を
動
か
す

よ
う
に
し
て
い
る 

な
る
べ
く
外
出
し
た

り
、
人
と
会
う
よ
う
に

し
て
い
る 

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
良
い

食
事
を
心
が
け
て
い
る 

規
則
正
し
い
生
活
を
送

る
よ
う
心
が
け
て
い
る 

定
期
的
に
健
康
診
断
や

医
師
の
診
察
を
受
け
る

よ
う
に
し
て
い
る 

趣
味
を
持
つ
な
ど
ス
ト

レ
ス
を
解
消
す
る
よ
う

心
が
け
て
い
る 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  22.8  4.6  6.2  12.8  10.3  4.3  13.0  1.0  25.1  

身体障害者手帳 348  25.9  5.7  6.3  9.8  10.3  4.6  12.1  1.1  24.1  

療育手帳 68  20.6  4.4  5.9  25.0  8.8  1.5  17.6  － 16.2  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  11.9  1.5  6.0  16.4  11.9  6.0  9.0  － 37.3  

持っていない 35  14.3  － 5.7  14.3  11.4  2.9  22.9  2.9  25.7  
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（７）通園・通学について 

問 43 現在、保育園・幼稚園や学校に通園・通学していますか。（１つに○） 

「している」の割合が 4.1％、「していない」の割合が 67.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 44 あなたの通園・通学先は次のどれにあたりますか。（１つに○） 

「小・中学校（特別支援学級）」の割合が 38.1％と最も高く、次いで「盲学校・ろう学校・特

別支援学校」の割合が 23.8％、「小・中学校・高等学校（通常学級）」の割合が 14.3％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

している

していない

無回答

4.1

67.1

28.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 21 ％

保育園・幼稚園

障がい児通園施設

盲学校・ろう学校・特別支援学校

小・中学校（特別支援学級）

小・中学校・高等学校（通常学級）

大学・短大・専門学校

その他

無回答

4.8

0.0

23.8

38.1

14.3

0.0

9.5

9.5

0 20 40 60 80 100
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問 45 通園・通学していて、感じていることは何ですか。（あてはまるものすべてに

○） 

「特に感じていることはない」の割合が 38.1％と最も高く、次いで「保育園・幼稚園や学校に

満足している」の割合が 33.3％、「専門性を持った職員がいない・少ない」の割合が 23.8％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 21 ％

保育園・幼稚園や学校に満足している

障がいのない乳幼児・児童・生徒とのふれ
あいが少ない

周囲の児童・生徒、またはその保護者の理
解がない

通園・通学が不便・送迎の体制が不十分

進路指導が不十分（自立して働けるような
力をつけさせてほしい）

専門性を持った職員がいない・少ない

障がいが理由で利用できない設備がある

休日などに活動できる仲間や施設がほしい

特に感じていることはない

その他

無回答

33.3

19.0

14.3

9.5

9.5

23.8

0.0

9.5

38.1

9.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「保育園・幼稚園や学校に満足している」「障がい

のない乳幼児・児童・生徒とのふれあいが少ない」「専門性を持った職員がいない・少ない」高く

なっています。また、他に比べ、療育手帳で「特に感じていることはない」の割合が低くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

保
育
園
・
幼
稚
園
や
学
校
に
満
足
し
て

い
る 

障
が
い
の
な
い
乳
幼
児
・
児
童
・
生
徒

と
の
ふ
れ
あ
い
が
少
な
い 

周
囲
の
児
童
・
生
徒
、
ま
た
は
そ
の
保

護
者
の
理
解
が
な
い 

通
園
・
通
学
が
不
便
・
送
迎
の
体
制
が

不
十
分 

進
路
指
導
が
不
十
分
（
自
立
し
て
働
け

る
よ
う
な
力
を
つ
け
さ
せ
て
ほ
し
い
） 

専
門
性
を
持
っ
た
職
員
が
い
な
い
・
少

な
い 

障
が
い
が
理
由
で
利
用
で
き
な
い
設

備
が
あ
る 

休
日
な
ど
に
活
動
で
き
る
仲
間
や
施

設
が
ほ
し
い 

特
に
感
じ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 21  33.3  19.0  14.3  9.5  9.5  23.8  － 9.5  38.1  9.5  － 

身体障害者手
帳 

4  50.0  － － － － － － － 50.0  － － 

療育手帳 13  46.2  30.8  15.4  15.4  15.4  30.8  － 15.4  23.1  7.7  － 

精神障害者保
健福祉手帳 

2  50.0  － － － － － － － － 50.0  － 

持っていない 3  － － 33.3  － － 33.3  － － 66.7  － － 
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（８）仕事について 

問 46 あなたは就労して（働いて）いますか。（１つに○） 

「就労している」の割合が 27.3％、「就労していない問 51 へ」の割合が 67.1％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「就労している」の割合が、療育手帳で「就

労している」の割合が高くなっています。また、他に比べ、持っていないで「就労していない問

51 へ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

就
労
し
て
い
る 

就
労
し
て
い
な
い
問

5
1

へ 

無
回
答 

全  体 517  27.3  67.1  5.6  

身体障害者手帳 348  22.7  71.3  6.0  

療育手帳 68  33.8  64.7  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  31.3  62.7  6.0  

持っていない 35  45.7  48.6  5.7  

 

  

回答者数 = 517 ％

就労している

就労していない問51へ

無回答

27.3

67.1

5.6

0 20 40 60 80 100
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問 47 どのような形態で働いていますか。（１つに○） 

「常勤」の割合が 31.2％と最も高く、次いで「パートタイム・アルバイト」の割合が 28.4％、

「自営業」、「就労移行支援・就労継続支援」の割合が 16.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「就労移行支援・就労継続支援」の割合が、精神

障害者保健福祉手帳で「就労移行支援・就労継続支援」の割合が、持っていないで「常勤」の割

合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「常勤」「自営業」の割合が、身体障害

者手帳で「就労移行支援・就労継続支援」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

常
勤 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
ア
ル

バ
イ
ト 

自
営
業 

就
労
移
行
支
援
・
就
労

継
続
支
援 

内
職 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 141  31.2  28.4  16.3  16.3  0.7  5.0  2.1  

身体障害者手帳 79  30.4  30.4  24.1  7.6  1.3  5.1  1.3  

療育手帳 23  26.1  21.7  － 43.5  － 8.7  － 

精神障害者保健福祉
手帳 

21  19.0  33.3  4.8  42.9  － － － 

持っていない 16  50.0  25.0  18.8  － － 6.3  － 

 

  

回答者数 = 141 ％

常勤

パートタイム・アルバイト

自営業

就労移行支援・就労継続支援

内職

その他

無回答

31.2

28.4

16.3

16.3

0.7

5.0

2.1

0 20 40 60 80 100
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問 48 １か月に何日くらい働いていますか。（１つに○） 

「21日以上」の割合が 45.4％と最も高く、次いで「16 日～20 日」の割合が 31.9％、「10日以

内」の割合が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「16日～20日」の割合が、持って

いないで「21日以上」の割合が、療育手帳で「21日以上」の割合が高くなっています。また、精

神障害者保健福祉手帳で「21 日以上」の割合が、持っていないで「16 日～20 日」の割合が、療

育手帳で「10 日以内」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

10
日
以
内 

11
日
～
15
日 

16
日
～
20
日 

21
日
以
上 

無
回
答 

全  体 141  13.5  8.5  31.9  45.4  0.7  

身体障害者手帳 79  16.5  12.7  27.8  43.0  － 

療育手帳 23  4.3  － 34.8  56.5  4.3  

精神障害者保健福祉手帳 21  14.3  4.8  61.9  19.0  － 

持っていない 16  6.3  6.3  18.8  68.8  － 

 

  

回答者数 = 141 ％

10日以内

11日～15日

16日～20日

21日以上

無回答

13.5

8.5

31.9

45.4

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 49 1 日に何時間くらい働いていますか。（１つに○） 

「４時間以上６時間未満」、「６時間以上８時間未満」の割合が 29.1％と最も高く、次いで「８

時間以上」の割合が 24.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「８時間以上」の割合が、療育手帳で「６時

間以上８時間未満」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「６時間以上８時間未満」の割合が高

くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「８時間以上」の割合が、持っていないで「６

時間以上８時間未満」の割合が、療育手帳で「４時間未満」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

４
時
間
未
満 

４
時
間
以
上
６
時
間

未
満 

６
時
間
以
上
８
時
間

未
満 

８
時
間
以
上 

無
回
答 

全  体 141  17.0  29.1  29.1  24.1  0.7  

身体障害者手帳 79  22.8  26.6  24.1  25.3  1.3  

療育手帳 23  8.7  34.8  39.1  17.4  － 

精神障害者保健福祉手帳 21  23.8  33.3  38.1  4.8  － 

持っていない 16  － 25.0  18.8  56.3  － 

 

  

回答者数 = 141 ％

４時間未満

４時間以上６時間未満

６時間以上８時間未満

８時間以上

無回答

17.0

29.1

29.1

24.1

0.7

0 20 40 60 80 100
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問 50 現在の仕事や職場に満足していますか。（１つに○） 

①仕事の内容 

「どちらかといえば満足している」の割合が 48.2％と最も高く、次いで「満足している」の割

合が 40.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらかといえば満足している」の割合が、

精神障害者保健福祉手帳で「満足している」の割合が高くなっています。また、持っていないで

「満足している」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「どちらかといえば満足している」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満
で
あ
る 

不
満
で
あ
る 

無
回
答 

全  体 141  40.4  48.2  5.7  2.1  3.5  

身体障害者手帳 79  43.0  48.1  3.8  － 5.1  

療育手帳 23  43.5  47.8  4.3  4.3  － 

精神障害者保健福祉手帳 21  47.6  38.1  9.5  4.8  － 

持っていない 16  18.8  75.0  6.3  － － 

 

  

回答者数 = 141 ％

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

40.4

48.2

5.7

2.1

3.5

0 20 40 60 80 100
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②職場の環境（設備・人間関係など） 

「どちらかといえば満足している」の割合が 45.4％と最も高く、次いで「満足している」の割

合が 34.0％、「どちらかといえば不満である」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらかといえば満足している」の割合が、

精神障害者保健福祉手帳で「どちらかといえば不満である」の割合が、療育手帳で「満足してい

る」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「どちらかといえば満足して

いる」の割合が、持っていないで「満足している」の割合が、療育手帳で「どちらかといえば不

満である」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満
で
あ
る 

不
満
で
あ
る 

無
回
答 

全  体 141  34.0  45.4  11.3  4.3  5.0  

身体障害者手帳 79  35.4  49.4  8.9  － 6.3  

療育手帳 23  39.1  39.1  4.3  13.0  4.3  

精神障害者保健福祉手帳 21  38.1  23.8  23.8  14.3  － 

持っていない 16  18.8  68.8  12.5  － － 

 

  

回答者数 = 141 ％

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

34.0

45.4

11.3

4.3

5.0

0 20 40 60 80 100
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③就労による収入 

「どちらかといえば満足している」の割合が 39.7％と最も高く、次いで「どちらかといえば不

満である」の割合が 29.1％、「満足している」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「どちらかといえば満足している」の割合が、

精神障害者保健福祉手帳で「不満である」「どちらかといえば不満である」の割合が高くなってい

ます。また、精神障害者保健福祉手帳で「どちらかといえば満足している」の割合が、持ってい

ないで「不満である」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

満
足
し
て
い
る 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

不
満
で
あ
る 

不
満
で
あ
る 

無
回
答 

全  体 141  14.9  39.7  29.1  12.8  3.5  

身体障害者手帳 79  13.9  39.2  31.6  11.4  3.8  

療育手帳 23  17.4  43.5  26.1  8.7  4.3  

精神障害者保健福祉手帳 21  19.0  19.0  38.1  23.8  － 

持っていない 16  12.5  56.3  25.0  6.3  － 

 

  

回答者数 = 141 ％

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

14.9

39.7

29.1

12.8

3.5

0 20 40 60 80 100
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問 51 現在仕事をしていない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

「高齢で仕事ができない」の割合が 41.2％と最も高く、次いで「働ける心身の状態ではない」

の割合が 36.0％、「障がいの程度にあった仕事がない」、「仕事をする必要がない」の割合が 13.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「働ける心身の状態ではない」の

割合が、身体障害者手帳で「高齢で仕事ができない」の割合が、療育手帳で「障がいの程度にあ

った仕事がない」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「高齢で仕事ができない」の割

合が、精神障害者保健福祉手帳で「高齢で仕事ができない」の割合が、持っていないで「高齢で

仕事ができない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

働
け
る
心
身
の
状
態
で

は
な
い 

ま
だ
、
仕
事
を
す
る
年
齢

で
は
な
い 

高
齢
で
仕
事
が
で
き
な

い 受
け
入
れ
て
く
れ
る
職

場
が
少
な
い 

賃
金
な
ど
の
労
働
条
件

が
合
わ
な
い 

技
能
や
資
格
を
取
得
中

で
あ
る 

職
場
ま
で
通
う
の
が
難

し
い 

自
分
の
適
性
を
活
か
し

た
職
業
に
つ
き
た
い 

家
事
・
育
児
に
忙
し
い 

障
が
い
の
程
度
に
あ
っ

た
仕
事
が
な
い 

仕
事
を
す
る
必
要
が
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 347  36.0  5.5  41.2  8.6  0.6  － 4.0  3.7  1.4  13.3  13.3  8.9  4.3  

身体障害者
手帳 

248  34.3  2.0  52.4  7.7  － － 3.2  1.6  0.4  12.1  14.5  7.7  4.4  

療育手帳 44  29.5  27.3  2.3  2.3  － － 4.5  4.5  － 20.5  9.1  18.2  － 

精神障害者
保健福祉手
帳 

42  59.5  4.8  11.9  19.0  4.8  － 9.5  14.3  4.8  19.0  7.1  9.5  － 

持っていな
い 

17  35.3  11.8  29.4  11.8  － － － 11.8  11.8  － 11.8  5.9  11.8  

  

回答者数 = 347 ％

働ける心身の状態ではない

まだ、仕事をする年齢ではない

高齢で仕事ができない

受け入れてくれる職場が少ない

賃金などの労働条件が合わない

技能や資格を取得中である

職場まで通うのが難しい

自分の適性を活かした職業につきたい

家事・育児に忙しい

障がいの程度にあった仕事がない

仕事をする必要がない

その他

無回答

36.0

5.5

41.2

8.6

0.6

0.0

4.0

3.7

1.4

13.3

13.3

8.9

4.3

0 20 40 60 80 100
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問 52 今後、就労することがでいるならば、あなたはどのような形態で働きたいです

か。（１つに○） 

「パート・アルバイト」の割合が 15.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「パート・アルバイト」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

常
勤
の
仕
事 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト 

自
営
業
の
手
伝
い 

就
労
移
行
支
援
・
就
労

継
続
支
援 

内
職 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 347  5.5  15.9  3.5  7.8  8.9  11.0  47.6  

身体障害者手帳 248  2.4  15.3  2.8  2.0  10.9  10.9  55.6  

療育手帳 44  13.6  11.4  － 29.5  2.3  11.4  31.8  

精神障害者保健福祉
手帳 

42  7.1  19.0  4.8  23.8  7.1  11.9  26.2  

持っていない 17  23.5  23.5  11.8  － － 5.9  35.3  

 

  

回答者数 = 347 ％

常勤の仕事

パート・アルバイト

自営業の手伝い

就労移行支援・就労継続支援

内職

その他

無回答

5.5

15.9

3.5

7.8

8.9

11.0

47.6

0 20 40 60 80 100
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問 53 すべての方にお尋ねします。障がいのある方が働くためには、どのようなことが

必要だと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

「障がいの特性や程度にあった仕事が提供されること」の割合が 43.7％と最も高く、次いで

「企業などが積極的に障がい者を雇うこと」の割合が 42.9％、「障がい者に対する事業主や職場

の仲間の理解と協力があること」の割合が 42.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

企業などが積極的に障がい者を雇うこと

障がい者に配慮した職場の施設・設備が整っている
こと

障がい者にあった就労条件（短時間労働など）が
整っていること

生活できる収入を得ること

障がい者に対する事業主や職場の仲間の理解と協力
があること

仕事をするための訓練・研修の機会が充実している
こと

自営業を希望する障がい者への支援が充実している
こと

通勤や移動に対して配慮や支援があること

働く場の紹介（斡旋）や相談が充実していること

健康管理が充実していること

就労移行支援や就労継続支援のサービスが整備され
ていること

公営住宅やアパート、グループホームなどの住居が
整備されていること

就職に結びつく技術や知識を習得すること

障がいの特性や程度にあった仕事が提供されること

特に必要ない

その他

無回答

42.9

41.6

40.8

41.4

42.2

15.5

8.7

29.0

24.6

18.2

18.2

9.7

14.7

43.7

7.5

3.3

15.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「就労移行支援や就労継続支援のサービスが整備

されていること」「障がい者に対する事業主や職場の仲間の理解と協力があること」の割合が、持

っていないで「就職に結びつく技術や知識を習得すること」の割合が高くなっています。また、

身体障害者手帳で「障がい者に対する事業主や職場の仲間の理解と協力があること」の割合が、

持っていないで「企業などが積極的に障がい者を雇うこと」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

企
業
な
ど
が
積
極
的
に
障
が

い
者
を
雇
う
こ
と 

障
が
い
者
に
配
慮
し
た
職
場

の
施
設
・
設
備
が
整
っ
て
い
る

こ
と 

障
が
い
者
に
あ
っ
た
就
労
条

件
（
短
時
間
労
働
な
ど
）
が
整

っ
て
い
る
こ
と 

生
活
で
き
る
収
入
を
得
る
こ

と 障
が
い
者
に
対
す
る
事
業
主

や
職
場
の
仲
間
の
理
解
と
協

力
が
あ
る
こ
と 

仕
事
を
す
る
た
め
の
訓
練
・
研

修
の
機
会
が
充
実
し
て
い
る

こ
と 

自
営
業
を
希
望
す
る
障
が
い

者
へ
の
支
援
が
充
実
し
て
い

る
こ
と 

通
勤
や
移
動
に
対
し
て
配
慮

や
支
援
が
あ
る
こ
と 

全  体 517  42.9  41.6  40.8  41.4  42.2  15.5  8.7  29.0  

身体障害者手帳 348  40.2  40.5  36.5  37.1  35.9  10.6  7.5  25.6  

療育手帳 68  54.4  55.9  51.5  50.0  64.7  33.8  4.4  42.6  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  49.3  41.8  59.7  56.7  50.7  20.9  13.4  40.3  

持っていない 35  37.1  42.9  45.7  40.0  48.6  22.9  17.1  25.7  

 

区分 

働
く
場
の
紹
介
（
斡
旋
）
や
相

談
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

健
康
管
理
が
充
実
し
て
い
る

こ
と 

就
労
移
行
支
援
や
就
労
継
続

支
援
の
サ
ー
ビ
ス
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と 

公
営
住
宅
や
ア
パ
ー
ト
、
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
の
住
居
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と 

就
職
に
結
び
つ
く
技
術
や
知

識
を
習
得
す
る
こ
と 

障
が
い
の
特
性
や
程
度
に
あ

っ
た
仕
事
が
提
供
さ
れ
る
こ

と 特
に
必
要
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 24.6  18.2  18.2  9.7  14.7  43.7  7.5  3.3  15.3  

身体障害者手帳 19.8  18.4  13.5  7.5  11.5  39.1  10.1  2.0  18.1  

療育手帳 33.8  16.2  41.2  11.8  22.1  58.8  4.4  5.9  2.9  

精神障害者保健
福祉手帳 

35.8  19.4  28.4  16.4  19.4  53.7  1.5  6.0  9.0  

持っていない 31.4  17.1  17.1  11.4  34.3  42.9  2.9  2.9  17.1  
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（９）地域生活について 

問 54 あなたやご家族は、隣近所とどの程度つきあいをしていますか。（１つに○） 

「会えばあいさつをする程度のつきあいである」の割合が 39.3％と最も高く、次いで「親しい

つきあいをしている」の割合が 23.4％、「行事のある時はつきあう」の割合が 19.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「会えばあいさつをする程度のつきあいであ

る」の割合が、療育手帳で「行事のある時はつきあう」「会えばあいさつをする程度のつきあいで

ある」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「親しいつきあいをしている」の割合が、

精神障害者保健福祉手帳で「親しいつきあいをしている」の割合が、持っていないで「親しいつ

きあいをしている」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

親
し
い
つ
き
あ
い
を

し
て
い
る 

行
事
の
あ
る
時
は
つ

き
あ
う 

会
え
ば
あ
い
さ
つ
を

す
る
程
度
の
つ
き
あ

い
で
あ
る 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ
い

は
な
い 

無
回
答 

全  体 517  23.4  19.0  39.3  9.9  8.5  

身体障害者手帳 348  27.9  17.2  39.1  6.3  9.5  

療育手帳 68  11.8  27.9  45.6  10.3  4.4  

精神障害者保健福祉手帳 67  13.4  16.4  35.8  29.9  4.5  

持っていない 35  14.3  22.9  51.4  2.9  8.6  

 

  

回答者数 = 517 ％

親しいつきあいをしている

行事のある時はつきあう

会えばあいさつをする程度のつきあいであ
る

ほとんどつきあいはない

無回答

23.4

19.0

39.3

9.9

8.5

0 20 40 60 80 100
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問 55 日常生活において、差別や偏見、疎外感を感じることがありますか。（１つに

○） 

「ほとんど感じたことはない」の割合が 43.1％と最も高く、次いで「まったく感じたことはな

い」の割合が 26.1％、「ときどき感じる」の割合が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「まったく感じたことはない」の割合が、精

神障害者保健福祉手帳で「ときどき感じる」の割合が、療育手帳で「ときどき感じる」の割合が

高くなっています。また、持っていないで「ときどき感じる」の割合が、精神障害者保健福祉手

帳で「ほとんど感じたことはない」「まったく感じたことはない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
感
じ
る 

と
き
ど
き
感
じ
る 

ほ
と
ん
ど
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

ま
っ
た
く
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.1  19.3  43.1  26.1  7.4  

身体障害者手帳 348  2.6  16.7  44.8  27.3  8.6  

療育手帳 68  7.4  32.4  38.2  20.6  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  10.4  32.8  31.3  19.4  6.0  

持っていない 35  － 5.7  51.4  40.0  2.9  

 

  

回答者数 = 517 ％

よく感じる

ときどき感じる

ほとんど感じたことはない

まったく感じたことはない

無回答

4.1

19.3

43.1

26.1

7.4

0 20 40 60 80 100
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、その他で「ときどき感じる」の割合が、視覚障がいで「ま

ったく感じたことはない」の割合が、肢体不自由で「ほとんど感じたことはない」の割合が高く

なっています。また、その他で「ほとんど感じたことはない」の割合が、視覚障がいで「ほとん

ど感じたことはない」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「ときどき感じる」の割合が低くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
感
じ
る 

と
き
ど
き
感
じ
る 

ほ
と
ん
ど
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

ま
っ
た
く
感
じ
た
こ

と
は
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.1  19.3  43.1  26.1  7.4  

視覚障がい 14  － 21.4  28.6  35.7  14.3  

聴覚・平衡機能障がい 24  4.2  12.5  50.0  25.0  8.3  

音声・言語・そしゃく機能障
がい 

6  － － 66.7  33.3  － 

肢体不自由 147  2.0  19.0  51.7  20.4  6.8  

内部障がい 131  2.3  13.0  42.0  34.4  8.4  

その他 36  2.8  30.6  27.8  30.6  8.3  

 

問 56 「あなた」はどのような場面で差別や偏見を感じましたか。（あてはまるものす

べてに○） 

「人間関係」の割合が 57.0％と最も高く、次いで「街のなかでの視線」の割合が 30.6％、「地

域の行事・集まり」の割合が 26.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 121 ％

人間関係

冠婚葬祭

スポーツ・趣味の活動

地域の行事・集まり

交通機関の利用

バリアフリーなどの配慮

仕事や収入

教育の場

街のなかでの視線

店などでの応対・態度

その他

無回答

57.0

5.0

3.3

26.4

10.7

9.1

14.9

5.0

30.6

14.9

5.0

7.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「街のなかでの視線」の割合が、精神障害者保健

福祉手帳で「人間関係」「仕事や収入」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「人間関係」

の割合が、身体障害者手帳で「仕事や収入」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「街のなかで

の視線」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

人
間
関
係 

冠
婚
葬
祭 

ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
の
活

動 地
域
の
行
事
・
集
ま
り 

交
通
機
関
の
利
用 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
ど

の
配
慮 

仕
事
や
収
入 

教
育
の
場 

街
の
な
か
で
の
視
線 

店
な
ど
で
の
応
対
・
態

度 そ
の
他 

無
回
答 

全  体 121  57.0  5.0  3.3  26.4  10.7  9.1  14.9  5.0  30.6  14.9  5.0  7.4  

身体障害者
手帳 

67  55.2  3.0  3.0  20.9  13.4  14.9  7.5  1.5  25.4  11.9  6.0  11.9  

療育手帳 27  33.3  － － 25.9  11.1  － 11.1  11.1  59.3  22.2  － － 

精神障害者
保健福祉手
帳 

29  82.8  13.8  6.9  37.9  6.9  3.4  31.0  6.9  24.1  13.8  6.9  3.4  

持っていな
い 

2  50.0  － － － － － 100.0  － － － － － 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、３０歳代で「街のなかでの視線」の割合が、６０歳代で「人間関

係」の割合が、４０歳代で「仕事や収入」の割合が高くなっています。また、７０歳以上で「街

のなかでの視線」の割合が、４０歳代で「地域の行事・集まり」の割合が、３０歳代で「人間関

係」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

人
間
関
係 

冠
婚
葬
祭 

ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味

の
活
動 

地
域
の
行
事
・
集

ま
り 

交
通
機
関
の
利
用 

バ
リ
ア
フ
リ
ー
な

ど
の
配
慮 

仕
事
や
収
入 

教
育
の
場 

街
の
な
か
で
の
視

線 店
な
ど
で
の
応

対
・
態
度 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 121  57.0  5.0  3.3  26.4  10.7  9.1  14.9  5.0  30.6  14.9  5.0  7.4  

１０歳未満 3  33.3  － － 66.7  － － 33.3  66.7  33.3  － － － 

１０歳代 5  40.0  － － 40.0  20.0  － － 20.0  60.0  60.0  － － 

２０歳代 8  37.5  12.5  12.5  12.5  25.0  12.5  25.0  12.5  50.0  37.5  － － 

３０歳代 14  42.9  － 7.1  21.4  14.3  7.1  7.1  － 78.6  7.1  － － 

４０歳代 19  68.4  5.3  － 10.5  5.3  5.3  31.6  5.3  36.8  10.5  5.3  5.3  

５０歳代 14  57.1  7.1  － 28.6  14.3  7.1  21.4  － 21.4  28.6  － 7.1  

６０歳代 23  73.9  8.7  4.3  30.4  8.7  17.4  21.7  4.3  21.7  4.3  8.7  8.7  

７０歳以上 35  54.3  2.9  2.9  31.4  8.6  8.6  － － 8.6  11.4  8.6  14.3  
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問 57 （１）障がいのある人に対する差別的な取扱いが減った。（○は１つだけ） 

「わからない」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「変わらないと思う」の割合が 30.4％、

「少しは思う」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「変わらないと思う」の割合が、

持っていないで「わからない」の割合が高くなっています。また、精神障害者保健福祉手帳で「わ

からない」の割合が、持っていないで「少しは思う」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

思
う 

少
し
は
思
う 

変
わ
ら
な
い
と

思
う 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  4.3  11.8  30.4  42.9  10.6  

身体障害者手帳 348  4.6  11.8  27.0  43.7  12.9  

療育手帳 68  2.9  16.2  33.8  45.6  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  3.0  13.4  43.3  32.8  7.5  

持っていない 35  2.9  5.7  28.6  54.3  8.6  

 

問 57 （２）官公署や商業施設で、積極的に配慮をしてくれるようになった。（○は１

つだけ） 

「わからない」の割合が 38.3％と最も高く、次いで「変わらないと思う」の割合が 23.8％、

「少しは思う」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

思う

少しは思う

変わらないと思う

わからない

無回答

4.3

11.8

30.4

42.9

10.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 517 ％

思う

少しは思う

変わらないと思う

わからない

無回答

6.4

19.7

23.8

38.3

11.8

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「変わらないと思う」の割合が、

療育手帳で「わからない」の割合が、持っていないで「わからない」の割合が高くなっています。

また、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「わからない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

思
う 

少
し
は
思
う 

変
わ
ら
な
い
と
思
う 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  6.4  19.7  23.8  38.3  11.8  

身体障害者手帳 348  7.2  19.5  21.3  37.9  14.1  

療育手帳 68  7.4  20.6  23.5  47.1  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  4.5  17.9  37.3  32.8  7.5  

持っていない 35  2.9  20.0  22.9  45.7  8.6  

 

 

問 58 障がいのある方が地域や社会に積極的に参加していくためには、どのようなこと

が大切だと考えますか。（あてはまるものすべてに○） 

「参加しやすいように配慮すること」の割合が 45.6％と最も高く、次いで「利用しやすい施設

への改善」の割合が 35.8％、「移動しやすい交通機関や道路への改善」の割合が 32.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

参加しやすいように配慮すること

魅力的な行事や活動の充実

利用しやすい施設への改善

移動しやすい交通機関や道路への改善

地域の人たちが障がい者（児）を受け入れるよう、
広報や福祉教育の充実

参加を補助するボランティアなどの育成

家族の積極性

障がい者（児）自身の積極性

その他

無回答

45.6

18.4

35.8

32.3

21.5

18.2

16.6

30.0

4.1

16.2

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「家族の積極性」割合が、持っていないで「参加

を補助するボランティアなどの育成」「参加しやすいように配慮すること」の割合が高くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

参
加
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と 

魅
力
的
な
行
事
や
活
動
の
充

実 利
用
し
や
す
い
施
設
へ
の
改

善 移
動
し
や
す
い
交
通
機
関
や

道
路
へ
の
改
善 

地
域
の
人
た
ち
が
障
が
い
者

（
児
）
を
受
け
入
れ
る
よ
う
、

広
報
や
福
祉
教
育
の
充
実 

参
加
を
補
助
す
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど
の
育
成 

家
族
の
積
極
性 

障
が
い
者
（
児
）
自
身
の
積
極

性 そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  45.6  18.4  35.8  32.3  21.5  18.2  16.6  30.0  4.1  16.2  

身体障害者手
帳 

348  41.4  17.2  35.6  32.5  17.0  14.4  15.5  27.0  2.9  19.5  

療育手帳 68  58.8  22.1  39.7  30.9  32.4  30.9  33.8  41.2  2.9  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  43.3  16.4  37.3  29.9  28.4  20.9  13.4  38.8  13.4  9.0  

持っていない 35  60.0  28.6  40.0  42.9  28.6  34.3  17.1  28.6  － 14.3  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「移動しやすい交通機関や道路への改善」

「利用しやすい施設への改善」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「家族の積極性」の割合が高

くなっています。また、視覚障がいで「参加しやすいように配慮すること」の割合が、肢体不自

由で「参加しやすいように配慮すること」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「利用しやすい施

設への改善」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

参
加
し
や
す
い
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と 

魅
力
的
な
行
事
や
活
動
の
充

実 利
用
し
や
す
い
施
設
へ
の
改

善 移
動
し
や
す
い
交
通
機
関
や

道
路
へ
の
改
善 

地
域
の
人
た
ち
が
障
が
い
者

（
児
）
を
受
け
入
れ
る
よ
う
、

広
報
や
福
祉
教
育
の
充
実 

参
加
を
補
助
す
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
な
ど
の
育
成 

家
族
の
積
極
性 

障
が
い
者
（
児
）
自
身
の
積
極

性 そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  45.6  18.4  35.8  32.3  21.5  18.2  16.6  30.0  4.1  16.2  

視覚障がい 14  35.7  21.4  57.1  57.1  21.4  21.4  14.3  28.6  － 14.3  

聴覚・平衡機能
障がい 

24  41.7  29.2  29.2  29.2  25.0  16.7  29.2  29.2  － 25.0  

音声・言語・そ
しゃく機能障
がい 

6  50.0  16.7  50.0  16.7  33.3  16.7  33.3  33.3  － 16.7  

肢体不自由 147  36.7  13.6  41.5  38.1  15.0  14.3  14.3  27.2  2.0  16.3  

内部障がい 131  49.6  19.1  32.8  30.5  20.6  15.3  19.1  29.0  2.3  18.3  

その他 36  50.0  16.7  38.9  30.6  27.8  19.4  13.9  38.9  8.3  11.1  
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問 59 １週間にどの程度外出されますか。（１つに○） 

「週に１～２日程度」の割合が 22.2％と最も高く、次いで「ほとんど外出しない（月に１～２

回など不定期の方も含む）」の割合が 19.0％、「毎日外出する」の割合が 17.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「毎日外出する」の割合が、療育手帳で「毎

日外出する」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「週に５～６日程度」の割合が高くなってい

ます。また、持っていないで「週に１～２日程度」「週に５～６日程度」の割合が、療育手帳で「週

に１～２日程度」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

毎
日
外
出
す
る 

週
に
５
～
６
日
程
度 

週
に
３
～
４
日
程
度 

週
に
１
～
２
日
程
度 

ほ
と
ん
ど
外
出
し
な

い
（
月
に
１
～
２
回
な

ど
不
定
期
の
方
も
含

む
） 

無
回
答 

全  体 517  17.6  17.4  15.9  22.2  19.0  7.9  

身体障害者手帳 348  13.2  16.1  17.0  24.4  20.1  9.2  

療育手帳 68  35.3  23.5  10.3  16.2  13.2  1.5  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  11.9  23.9  19.4  22.4  17.9  4.5  

持っていない 35  37.1  11.4  11.4  14.3  17.1  8.6  

 

  

回答者数 = 517 ％

毎日外出する

週に５～６日程度

週に３～４日程度

週に１～２日程度

ほとんど外出しない（月に１～２回など不
定期の方も含む）

無回答

17.6

17.4

15.9

22.2

19.0

7.9

0 20 40 60 80 100
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問 60 外出する際の交通手段は何ですか。（主なもの３つまで○） 

「家族が運転する車」の割合が 45.3％と最も高く、次いで「本人が運転する車」の割合が 39.7％、

「徒歩」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「本人が運転する車」の割合が、療育手帳で

「家族が運転する車」「徒歩」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「本人が運転する車」

の割合が、持っていないで「家族が運転する車」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「家族が

運転する車」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

電
車 

バ
ス 

本
人
が
運
転
す
る
車 

家
族
が
運
転
す
る
車 

友
人
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
運
転
す
る
車 

バ
イ
ク 

タ
ク
シ
ー 

介
護
タ
ク
シ
ー 

移
送
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
て
い
る 

自
転
車 

徒
歩 

車
い
す
・
電
動
車
い
す 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  7.4  3.3  39.7  45.3  1.7  0.8  5.0  3.5  6.8  4.3  14.1  4.3  3.7  8.9  

身 体 障 害
者手帳 

348  6.6  2.9  42.0  44.0  1.7  0.3  5.7  4.9  6.6  1.4  12.6  5.7  3.2  10.9  

療育手帳 68  14.7  5.9  8.8  64.7  － － 5.9  － 14.7  11.8  26.5  － 5.9  1.5  

精 神 障 害
者 保 健 福
祉手帳 

67  9.0  4.5  41.8  37.3  3.0  4.5  3.0  1.5  10.4  9.0  11.9  1.5  4.5  7.5  

持 っ て い
ない 

35  2.9  － 62.9  37.1  － － 5.7  － 2.9  2.9  8.6  2.9  － 2.9  

  

回答者数 = 517 ％

電車

バス

本人が運転する車

家族が運転する車

友人・ボランティアの運転する車

バイク

タクシー

介護タクシー

移送サービスを利用している

自転車

徒歩

車いす・電動車いす

その他

無回答

7.4

3.3

39.7

45.3

1.7

0.8

5.0

3.5

6.8

4.3

14.1

4.3

3.7

8.9

0 20 40 60 80 100
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問 61 外出のとき、不便に感じたり困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに

○） 

「特にない」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「公共交通機関の利用が不便（路線がない、

バスの便が少ない、乗降が難しいなど）」の割合が 27.3％、「障がい者用駐車場が不備、または少

ない」の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

公共交通機関の利用が不便（路線がない、バスの便
が少ない、乗降が難しいなど）

障がい者用駐車場が不備、または少ない

道路や建物などに段差が多く、移動しづらい

歩道に問題が多い（狭い、障害物、誘導ブロックの
不備など）

点字・音声案内などの整備が不十分

身体障がい者用のトイレが少ない・利用しにくい

建物内の設備が利用しにくい（階段、案内表示な
ど）

休憩できる場所が少ない（身近な公園や歩道のベン
チなど）

外出するためには、たくさんお金がかかる

周囲の人の目が気になる、理解がない

介助者がいない・少ない

特にない

その他

無回答

27.3

15.1

13.3

9.1

1.4

12.0

5.8

13.0

9.1

5.6

7.0

31.5

4.1

14.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「公共交通機関の利用が不便（路

線がない、バスの便が少ない、乗降が難しいなど）」高くなっています。また、持っていないで

「障がい者用駐車場が不備、または少ない」の割合が、療育手帳で「障がい者用駐車場が不備、

または少ない」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「身体障がい者用のトイレが少ない・利用

しにくい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
不
便

（
路
線
が
な
い
、
バ
ス
の
便
が

少
な
い
、
乗
降
が
難
し
い
な
ど
） 

障
が
い
者
用
駐
車
場
が
不
備
、

ま
た
は
少
な
い 

道
路
や
建
物
な
ど
に
段
差
が
多

く
、
移
動
し
づ
ら
い 

歩
道
に
問
題
が
多
い
（
狭
い
、
障

害
物
、
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
の
不
備

な
ど
） 

点
字
・
音
声
案
内
な
ど
の
整
備

が
不
十
分 

身
体
障
が
い
者
用
の
ト
イ
レ
が

少
な
い
・
利
用
し
に
く
い 

建
物
内
の
設
備
が
利
用
し
に
く

い
（
階
段
、
案
内
表
示
な
ど
） 

全  体 517  27.3  15.1  13.3  9.1  1.4  12.0  5.8  

身体障害者手帳 348  27.3  18.7  15.8  8.9  1.1  13.5  6.9  

療育手帳 68  29.4  5.9  10.3  11.8  2.9  16.2  － 

精神障害者保健福祉
手帳 

67  34.3  13.4  9.0  7.5  1.5  3.0  7.5  

持っていない 35  20.0  5.7  14.3  11.4  － 8.6  5.7  

 

区分 

休
憩
で
き
る
場
所
が
少
な
い

（
身
近
な
公
園
や
歩
道
の
ベ
ン

チ
な
ど
） 

外
出
す
る
た
め
に
は
、
た
く
さ

ん
お
金
が
か
か
る 

周
囲
の
人
の
目
が
気
に
な
る
、

理
解
が
な
い 

介
助
者
が
い
な
い
・
少
な
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 13.0  9.1  5.6  7.0  31.5  4.1  14.3  

身体障害者手帳 12.9  7.5  3.2  7.2  28.2  2.3  17.2  

療育手帳 10.3  10.3  10.3  8.8  42.6  2.9  2.9  

精神障害者保健福祉
手帳 

14.9  17.9  19.4  9.0  31.3  14.9  9.0  

持っていない 14.3  2.9  － 2.9  42.9  2.9  11.4  

  



143 

問 62 急な困りごとが発生した際に、あなた自身の力で誰かに支援を求めることができ

ますか。（１つに○） 

「支援を求めることができる」の割合が 54.0％、「支援を求めることは難しい」の割合が 34.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「支援を求めることは難しい」の割合が、精神障

害者保健福祉手帳で「支援を求めることは難しい」の割合が高くなっています。また、療育手帳

で「支援を求めることができる」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「支援を求めることがで

きる」の割合が、身体障害者手帳で「支援を求めることは難しい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

支
援
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る 

支
援
を
求
め
る
こ
と

は
難
し
い 

無
回
答 

全  体 517  54.0  34.0  12.0  

身体障害者手帳 348  56.9  29.0  14.1  

療育手帳 68  39.7  57.4  2.9  

精神障害者保健福祉手帳 67  47.8  43.3  9.0  

持っていない 35  57.1  31.4  11.4  

 

  

回答者数 = 517 ％

支援を求めることができる

支援を求めることは難しい

無回答

54.0

34.0

12.0

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、２０歳代で「支援を求めることは難しい」の割合が、３０歳代で

「支援を求めることは難しい」の割合が、５０歳代で「支援を求めることができる」の割合が高

くなっています。また、２０歳代で「支援を求めることができる」の割合が、３０歳代で「支援

を求めることができる」の割合が、５０歳代で「支援を求めることは難しい」の割合が低くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

支
援
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る 

支
援
を
求
め
る
こ

と
は
難
し
い 

無
回
答 

全  体 517  54.0  34.0  12.0  

１０歳未満 6  50.0  33.3  16.7  

１０歳代 17  47.1  41.2  11.8  

２０歳代 22  27.3  72.7  － 

３０歳代 29  41.4  55.2  3.4  

４０歳代 51  60.8  37.3  2.0  

５０歳代 51  68.6  23.5  7.8  

６０歳代 82  57.3  35.4  7.3  

７０歳以上 252  53.2  29.4  17.5  
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問 63 あなたはこの１年間に、趣味や学習、スポーツなどの活動をしましたか。（あて

はまるものすべてに○） 

「何もしていない」の割合が 45.1％と最も高く、次いで「趣味やレジャー活動」の割合が 16.6％、

「日帰り旅行」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞・
観戦

スポーツ・レクリエーション活動

知識や技術を身につける学習活動

趣味やレジャー活動

ボランティアなどの社会活動

子ども会・老人クラブなどの地域活動

障がい者団体などの活動

町・社会福祉協議会・企業などが主催する
事業

職場のサークル活動

日帰り旅行

泊りがけの旅行

何もしていない

その他

無回答

11.2

7.7

2.9

16.6

1.9

1.5

2.1

3.3

0.6

15.7

11.6

45.1

4.6

10.6

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「泊りがけの旅行」の割合が、精神障害者保

健福祉手帳で「何もしていない」の割合が、療育手帳で「泊りがけの旅行」の割合が高くなって

います。また、療育手帳で「何もしていない」の割合が、持っていないで「何もしていない」の

割合が、精神障害者保健福祉手帳で「日帰り旅行」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

コ
ン
サ
ー
ト
や
映
画
、
ス
ポ

ー
ツ
な
ど
の
鑑
賞
・
観
戦 

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
活
動 

知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
る

学
習
活
動 

趣
味
や
レ
ジ
ャ
ー
活
動 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
社
会

活
動 

子
ど
も
会
・
老
人
ク
ラ
ブ
な

ど
の
地
域
活
動 

障
が
い
者
団
体
な
ど
の
活
動 

町
・
社
会
福
祉
協
議
会
・
企
業

な
ど
が
主
催
す
る
事
業 

職
場
の
サ
ー
ク
ル
活
動 

日
帰
り
旅
行 

泊
り
が
け
の
旅
行 

何
も
し
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  11.2  7.7  2.9  16.6  1.9  1.5  2.1  3.3  0.6  15.7  11.6  45.1  4.6  10.6  

身 体 障 害
者手帳 

348  9.8  6.3  2.9  16.1  2.0  1.4  1.7  3.2  0.6  16.1  10.3  47.4  2.6  13.2  

療育手帳 68  14.7  16.2  － 13.2  1.5  1.5  5.9  7.4  1.5  16.2  17.6  33.8  10.3  2.9  

精 神 障 害
者 保 健 福
祉手帳 

67  10.4  3.0  3.0  17.9  － － 1.5  1.5  － 10.4  9.0  52.2  7.5  7.5  

持 っ て い
ない 

35  17.1  20.0  8.6  20.0  5.7  2.9  － － － 17.1  22.9  37.1  5.7  2.9  
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（10）虐待や権利擁護について 

問 64 あなたは虐待を受けたことがありますか。（１つに○） 

「受けたことはない」の割合が 73.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「受けたことはない」高くなっています。ま

た、精神障害者保健福祉手帳で「受けたことはない」の割合が、療育手帳で「受けたことはない」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

受
け
た
こ
と
が
あ
る 

少
し
は
受
け
た
こ
と

が
あ
る 

受
け
た
こ
と
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  3.7  4.3  73.5  8.9  9.7  

身体障害者手帳 348  2.3  4.0  75.6  6.0  12.1  

療育手帳 68  5.9  1.5  67.6  23.5  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  11.9  6.0  65.7  9.0  7.5  

持っていない 35  － 5.7  82.9  8.6  2.9  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

受けたことがある

少しは受けたことがある

受けたことはない

わからない

無回答

3.7

4.3

73.5

8.9

9.7

0 20 40 60 80 100
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問 65 だれから虐待を受けましたか。（あてはまるものすべてに○） 

「家族・親類」の割合が 58.5％と最も高く、次いで「勤務先の社員・上司・社長（経営者）」

の割合が 19.5％、「学校や園の教員・職員」の割合が 12.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 41 ％

家族・親類

ボランティア

学校や園の教員・職員

通園・スクールバス運転手・添乗員

施設職員

ホームヘルパー・ガイドヘルパー

勤務先の社員・上司・社長（経営者）

医療関係者

見知らぬ人

その他

無回答

58.5

0.0

12.2

0.0

7.3

0.0

19.5

9.8

9.8

12.2

2.4

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、精神障害者保健福祉手帳で「学校や園の教員・職員」「勤務先

の社員・上司・社長（経営者）」の割合が、身体障害者手帳で「家族・親類」の割合が高くなって

います。また、精神障害者保健福祉手帳で「家族・親類」の割合が、身体障害者手帳で「学校や

園の教員・職員」「勤務先の社員・上司・社長（経営者）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
・
親
類 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

学
校
や
園
の
教
員
・
職

員 通
園
・
ス
ク
ー
ル
バ
ス

運
転
手
・
添
乗
員 

施
設
職
員 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
・
ガ

イ
ド
ヘ
ル
パ
ー 

勤
務
先
の
社
員
・
上

司
・
社
長
（
経
営
者
） 

医
療
関
係
者 

見
知
ら
ぬ
人 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 41  58.5  － 12.2  － 7.3  － 19.5  9.8  9.8  12.2  2.4  

身体障害者手
帳 

22  63.6  － 4.5  － 4.5  － 13.6  9.1  9.1  9.1  4.5  

療育手帳 5  60.0  － － － 20.0  － 20.0  － － － － 

精神障害者保
健福祉手帳 

12  50.0  － 33.3  － 8.3  － 25.0  16.7  16.7  25.0  － 

持っていない 2  50.0  － － － － － 50.0  － － － － 

 

 

問 66 「あなた」は成年後見制度についてご存じですか。（１つに○） 

「名前も内容も知らない」の割合が 29.4％と最も高く、次いで「名前を聞いたことはあるが、

内容は知らない」の割合が 22.8％、「名前も内容も知っているが、制度利用は考えていない」の

割合が 21.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

制度を利用している

名前も内容も知っており、今後の制度利用
を考えている

名前も内容も知っているが、制度利用は考
えていない

名前を聞いたことはあるが、内容は知らな
い

名前も内容も知らない

無回答

1.9

2.9

21.3

22.8

29.4

21.7

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「名前も内容も知らない」の割合が、精神障害者

保健福祉手帳で「名前も内容も知らない」の割合が、持っていないで「名前も内容も知っている

が、制度利用は考えていない」の割合が高くなっています。また、療育手帳で「名前も内容も知

っているが、制度利用は考えていない」「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」の割合

が、精神障害者保健福祉手帳で「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

制
度
を
利
用
し
て
い

る 名
前
も
内
容
も
知
っ

て
お
り
、
今
後
の
制
度

利
用
を
考
え
て
い
る 

名
前
も
内
容
も
知
っ

て
い
る
が
、
制
度
利
用

は
考
え
て
い
な
い 

名
前
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
る
が
、
内
容
は
知

ら
な
い 

名
前
も
内
容
も
知
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 517  1.9  2.9  21.3  22.8  29.4  21.7  

身体障害者手帳 348  1.4  2.6  23.0  26.4  21.8  24.7  

療育手帳 68  7.4  5.9  11.8  14.7  48.5  11.8  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  3.0  4.5  16.4  13.4  41.8  20.9  

持っていない 35  － 2.9  31.4  20.0  34.3  11.4  
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（11）地震などの災害について 

問 67 地震など災害発生時に一人で避難することができますか。（１つに○） 

「できない」の割合が 36.9％と最も高く、次いで「できる」の割合が 36.8％、「わからない」

の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「できない」の割合が、持っていないで「できる」

の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「できる」の割合が高くなっています。また、療育手帳で

「できる」の割合が、精神障害者保健福祉手帳で「できない」の割合が、持っていないで「でき

ない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る 

で
き
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  36.8  36.9  18.0  8.3  

身体障害者手帳 348  36.2  36.8  16.4  10.6  

療育手帳 68  17.6  61.8  19.1  1.5  

精神障害者保健福祉手帳 67  44.8  22.4  25.4  7.5  

持っていない 35  51.4  22.9  25.7  － 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

できる

できない

わからない

無回答

36.8

36.9

18.0

8.3

0 20 40 60 80 100
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「できない」の割合が、内部障がいで「で

きる」の割合が、肢体不自由で「できない」の割合が高くなっています。また、視覚障がいで「で

きる」の割合が、内部障がいで「できない」の割合が、肢体不自由で「できる」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る 

で
き
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 517  36.8  36.9  18.0  8.3  

視覚障がい 14  14.3  50.0  14.3  21.4  

聴覚・平衡機能障がい 24  37.5  29.2  20.8  12.5  

音声・言語・そしゃく機能障がい 6  16.7  50.0  － 33.3  

肢体不自由 147  26.5  48.3  17.7  7.5  

内部障がい 131  48.9  23.7  16.8  10.7  

その他 36  38.9  44.4  13.9  2.8  

 

 

問 68 避難するのに困ることは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

「避難場所まで行けない（坂や階段がある、避難場所が遠いなど）」の割合が 32.1％と最も高

く、次いで「困ることはない」の割合が 29.4％、「災害時の緊急の連絡方法・連絡先がわからな

い」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

避難場所まで行けない（坂や階段がある、
避難場所が遠いなど）

緊急時の介助者がいない

介助している人が高齢・病弱で緊急時の介
助ができない

近隣の人間関係が疎遠でお願いできない

災害時の緊急の連絡方法・連絡先がわから
ない

災害時の情報入手・連絡の手段がない

困ることはない

その他

無回答

32.1

11.6

7.9

7.9

13.7

11.8

29.4

7.2

15.3

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「困ることはない」の割合が、療育手帳で「災

害時の情報入手・連絡の手段がない」「災害時の緊急の連絡方法・連絡先がわからない」の割合が

高くなっています。また、持っていないで「避難場所まで行けない（坂や階段がある、避難場所

が遠いなど）」「災害時の情報入手・連絡の手段がない」の割合が、療育手帳で「困ることはない」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

避
難
場
所
ま
で
行
け
な

い
（
坂
や
階
段
が
あ
る
、

避
難
場
所
が
遠
い
な
ど
） 

緊
急
時
の
介
助
者
が
い

な
い 

介
助
し
て
い
る
人
が
高

齢
・
病
弱
で
緊
急
時
の
介

助
が
で
き
な
い 

近
隣
の
人
間
関
係
が
疎

遠
で
お
願
い
で
き
な
い 

災
害
時
の
緊
急
の
連
絡

方
法
・
連
絡
先
が
わ
か
ら

な
い 

災
害
時
の
情
報
入
手
・
連

絡
の
手
段
が
な
い 

困
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  32.1  11.6  7.9  7.9  13.7  11.8  29.4  7.2  15.3  

身体障害者手帳 348  35.6  14.7  9.2  6.0  11.8  8.3  28.2  3.4  19.5  

療育手帳 68  35.3  14.7  2.9  10.3  23.5  29.4  19.1  20.6  4.4  

精神障害者保健
福祉手帳 

67  25.4  3.0  10.4  20.9  14.9  16.4  28.4  10.4  9.0  

持っていない 35  20.0  2.9  － 2.9  8.6  2.9  51.4  11.4  5.7  

 

【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「避難場所まで行けない（坂や階段がある、

避難場所が遠いなど）」の割合が、肢体不自由で「避難場所まで行けない（坂や階段がある、避難

場所が遠いなど）」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「災害時の情報入手・連絡の手段がない」

の割合が高くなっています。また、視覚障がいで「困ることはない」の割合が、聴覚・平衡機能

障がいで「困ることはない」「避難場所まで行けない（坂や階段がある、避難場所が遠いなど）」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

避
難
場
所
ま
で
行
け
な

い
（
坂
や
階
段
が
あ
る
、

避
難
場
所
が
遠
い
な
ど
） 

緊
急
時
の
介
助
者
が
い

な
い 

介
助
し
て
い
る
人
が
高

齢
・
病
弱
で
緊
急
時
の
介

助
が
で
き
な
い 

近
隣
の
人
間
関
係
が
疎

遠
で
お
願
い
で
き
な
い 

災
害
時
の
緊
急
の
連
絡

方
法
・
連
絡
先
が
わ
か
ら

な
い 

災
害
時
の
情
報
入
手
・
連

絡
の
手
段
が
な
い 

困
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  32.1  11.6  7.9  7.9  13.7  11.8  29.4  7.2  15.3  

視覚障がい 14  50.0  14.3  7.1  7.1  7.1  7.1  14.3  7.1  21.4  

聴覚・平衡機能障
がい 

24  25.0  12.5  8.3  4.2  12.5  20.8  16.7  8.3  29.2  

音声・言語・そし
ゃく機能障がい 

6  33.3  16.7  33.3  － － － 16.7  － 50.0  

肢体不自由 147  45.6  20.4  11.6  7.5  12.9  6.1  23.8  1.4  16.3  

内部障がい 131  26.7  9.9  9.2  4.6  9.9  8.4  36.6  3.1  20.6  

その他 36  30.6  16.7  8.3  11.1  13.9  13.9  36.1  8.3  5.6  
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問 69 地震など災害時に行政にしてほしいことは何ですか。（あてはまるものすべてに

○） 

「緊急時に適切な情報提供をしてほしい」の割合が 41.0％と最も高く、次いで「安否確認のた

め見回りをしてほしい」の割合が 35.8％、「障がい者対応の避難所を設置してほしい」、「避難所

への誘導をしてほしい」の割合が 28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「障がい者対応の避難所を設置してほしい」「避難

所への誘導をしてほしい」高くなっています。また、他に比べ、持っていないで「障がい者対応

の避難所を設置してほしい」「避難所への誘導をしてほしい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

安
否
確
認
の
た
め
見

回
り
を
し
て
ほ
し
い 

緊
急
時
に
適
切
な
情

報
提
供
を
し
て
ほ
し

い 障
が
い
者
対
応
の
避

難
所
を
設
置
し
て
ほ

し
い 

避
難
所
へ
の
誘
導
を

し
て
ほ
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  35.8  41.0  28.2  28.2  13.0  2.1  11.2  

身体障害者手帳 348  36.5  41.7  26.4  27.0  12.6  1.1  14.4  

療育手帳 68  35.3  36.8  54.4  41.2  8.8  － 2.9  

精神障害者保健福祉
手帳 

67  31.3  44.8  31.3  28.4  13.4  7.5  6.0  

持っていない 35  37.1  42.9  14.3  20.0  14.3  2.9  2.9  

 

  

回答者数 = 517 ％

安否確認のため見回りをしてほしい

緊急時に適切な情報提供をしてほしい

障がい者対応の避難所を設置してほしい

避難所への誘導をしてほしい

特にない

その他

無回答

35.8

41.0

28.2

28.2

13.0

2.1

11.2

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、３０歳代で「障がい者対応の避難所を設置してほしい」の割合が、

４０歳代で「障がい者対応の避難所を設置してほしい」の割合が、２０歳代で「避難所への誘導

をしてほしい」の割合が高くなっています。また、１０歳代で「安否確認のため見回りをしてほ

しい」「緊急時に適切な情報提供をしてほしい」の割合が、２０歳代で「緊急時に適切な情報提供

をしてほしい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

安
否
確
認
の
た
め
見

回
り
を
し
て
ほ
し
い 

緊
急
時
に
適
切
な
情

報
提
供
を
し
て
ほ
し

い 障
が
い
者
対
応
の
避

難
所
を
設
置
し
て
ほ

し
い 

避
難
所
へ
の
誘
導
を

し
て
ほ
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  35.8  41.0  28.2  28.2  13.0  2.1  11.2  

１０歳未満 6  33.3  16.7  33.3  50.0  16.7  － － 

１０歳代 17  5.9  35.3  29.4  35.3  23.5  － － 

２０歳代 22  45.5  31.8  36.4  40.9  9.1  4.5  9.1  

３０歳代 29  37.9  37.9  48.3  37.9  17.2  3.4  3.4  

４０歳代 51  33.3  47.1  41.2  27.5  13.7  7.8  － 

５０歳代 51  37.3  51.0  23.5  27.5  17.6  3.9  7.8  

６０歳代 82  34.1  45.1  26.8  29.3  14.6  2.4  6.1  

７０歳以上 252  38.1  39.3  23.4  25.8  10.7  － 17.9  

 

【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「避難所への誘導をしてほしい」の割合が、

聴覚・平衡機能障がいで「安否確認のため見回りをしてほしい」の割合が、その他で「安否確認

のため見回りをしてほしい」の割合が高くなっています。また、視覚障がいで「緊急時に適切な

情報提供をしてほしい」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「緊急時に適切な情報提供をしてほ

しい」「障がい者対応の避難所を設置してほしい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

安
否
確
認
の
た
め
見

回
り
を
し
て
ほ
し
い 

緊
急
時
に
適
切
な
情

報
提
供
を
し
て
ほ
し

い 障
が
い
者
対
応
の
避

難
所
を
設
置
し
て
ほ

し
い 

避
難
所
へ
の
誘
導
を

し
て
ほ
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 517  35.8  41.0  28.2  28.2  13.0  2.1  11.2  

視覚障がい 14  35.7  28.6  35.7  64.3  14.3  － 21.4  

聴覚・平衡機能障がい 24  50.0  29.2  16.7  25.0  4.2  － 25.0  

音声・言語・そしゃく
機能障がい 

6  33.3  33.3  33.3  33.3  － － 33.3  

肢体不自由 147  32.7  36.7  36.1  26.5  16.3  － 8.8  

内部障がい 131  40.5  50.4  21.4  26.0  9.2  1.5  13.7  

その他 36  47.2  50.0  27.8  38.9  8.3  2.8  8.3  
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問 70 災害時避難行動要支援者名簿に登録していますか。（１つに○） 

「知らなかったが、今後も登録しない」の割合が 33.7％と最も高く、次いで「知らなかったの

で、今後は登録したい」の割合が 30.9％、「知っているが、登録していない」の割合が 14.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「知らなかったが、今後も登録しない」の割

合が、精神障害者保健福祉手帳で「知らなかったが、今後も登録しない」の割合が、療育手帳で

「知っているが、登録していない」の割合が高くなっています。また、持っていないで「知らな

かったので、今後は登録したい」の割合が、身体障害者手帳で「知らなかったが、今後も登録し

ない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

登
録
し
て
い
る 

知
っ
て
い
る
が
、
登
録

し
て
い
な
い 

知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

今
後
は
登
録
し
た
い 

知
ら
な
か
っ
た
が
、
今

後
も
登
録
し
な
い 

無
回
答 

全  体 517  6.2  14.1  30.9  33.7  15.1  

身体障害者手帳 348  7.8  13.8  32.5  28.2  17.8  

療育手帳 68  11.8  22.1  29.4  30.9  5.9  

精神障害者保健福祉手帳 67  － 11.9  32.8  46.3  9.0  

持っていない 35  2.9  11.4  17.1  57.1  11.4  

 

 

  

回答者数 = 517 ％

登録している

知っているが、登録していない

知らなかったので、今後は登録したい

知らなかったが、今後も登録しない

無回答

6.2

14.1

30.9

33.7

15.1

0 20 40 60 80 100
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（12）１８歳未満の方について 

問 71 就学前（小学校入学前）のお子さんの状況についてお答えください。すでに、就

学されている場合は、就学前の状況についてご回答ください。現在、どのような療

育・保育を受けていますか、または過去に受けたことがありますか。（あてはまるも

のすべてに○） 

「保健センター（ワイワイひろば・発達相談）や、ことばの教室」の割合が 70.0％と最も高く、

次いで「保育園・幼稚園での保育など」の割合が 65.0％、「医療機関での療育教室など」の割合

が 45.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「医療機関での療育教室など」の割合が高くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

保
健
セ
ン
タ
ー
（
ワ
イ

ワ
イ
ひ
ろ
ば
・
発
達
相

談
）
や
、
こ
と
ば
の
教

室 医
療
機
関
で
の
療
育

教
室
な
ど 

保
育
園
・
幼
稚
園
で
の

保
育
な
ど 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 20  70.0  45.0  65.0  15.0  10.0  

身体障害者手帳 2  100.0  50.0  100.0  － － 

療育手帳 14  71.4  57.1  64.3  7.1  14.3  

精神障害者保健福祉手帳 3  33.3  33.3  66.7  33.3  － 

持っていない 3  100.0  33.3  66.7  33.3  － 

 

  

回答者数 = 20 ％

保健センター（ワイワイひろば・発達相
談）や、ことばの教室

医療機関での療育教室など

保育園・幼稚園での保育など

その他

無回答

70.0

45.0

65.0

15.0

10.0

0 20 40 60 80 100
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問 72 「あなた」の休暇、放課後等の主な過ごし方は次のうちのどれですか。（あては

まるものすべてに○） 

「自宅でテレビなどを観て過ごす」の割合が 70.0％と最も高く、次いで「放課後等デイサービ

スを利用している」の割合が 40.0％、「習い事や趣味を行っている」の割合が 25.0％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 20 ％

習い事や趣味を行っている

資格取得や職業訓練を受けている

スポーツやレクリエーションに参加している

公園などで遊んでいる

自宅でテレビなどを観て過ごす

放課後児童クラブを利用している

放課後等デイサービスを利用している

移動支援（ガイドヘルプ）サービス【外出の時の付
き添い】を利用している

日中一時支援事業を利用している

児童ホーム（学童保育）を利用している

児童発達支援事業を利用している

その他

特にない

無回答

25.0

0.0

5.0

15.0

70.0

0.0

40.0

0.0

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「放課後等デイサービスを利用している」高くな

っています。また、他に比べ、療育手帳で「自宅でテレビなどを観て過ごす」の割合が低くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

習
い
事
や
趣
味
を
行
っ
て
い
る 

資
格
取
得
や
職
業
訓
練
を
受
け
て
い
る 

ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
参
加
し

て
い
る 

公
園
な
ど
で
遊
ん
で
い
る 

自
宅
で
テ
レ
ビ
な
ど
を
観
て
過
ご
す 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
し
て
い
る 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る 

移
動
支
援
（
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
）
サ
ー
ビ
ス
【
外

出
の
時
の
付
き
添
い
】
を
利
用
し
て
い
る 

日
中
一
時
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る 

児
童
ホ
ー
ム
（
学
童
保
育
）
を
利
用
し
て
い
る 

児
童
発
達
支
援
事
業
を
利
用
し
て
い
る 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 20  25.0  － 5.0  15.0  70.0  － 40.0  － 5.0  － 5.0  5.0  － 5.0  

身 体 障 害
者手帳 

2  50.0  － － － 50.0  － 50.0  － － － － － － － 

療育手帳 14  21.4  － 7.1  14.3  64.3  － 50.0  － 7.1  － 7.1  7.1  － 7.1  

精 神 障 害
者 保 健 福
祉手帳 

3  66.7  － － － 66.7  － 33.3  － － － － － － － 

持 っ て い
ない 

3  33.3  － － 33.3  66.7  － 33.3  － － － － － － － 
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問 73 放課後などの通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）の利用状況に

ついて回答ください。（１つに○） 

「利用している」の割合が 50.0％と最も高く、次いで「利用しておらず、今後も利用する予定

はない」の割合が 35.0％、「現在は利用していないが、今後、利用してみたい」の割合が 10.0％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「利用している」高くなっています。また、他に

比べ、療育手帳で「利用しておらず、今後も利用する予定はない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る 

利

用

し

て

お

ら

ず
、
今
後
も
利
用

す
る
予
定
は
な
い 

現
在
は
利
用
し
て

い
な
い
が
、
今
後
、

利
用
し
て
み
た
い 

無
回
答 

全  体 20  50.0  35.0  10.0  5.0  

身体障害者手帳 2  50.0  － 50.0  － 

療育手帳 14  57.1  28.6  7.1  7.1  

精神障害者保健福祉手帳 3  33.3  66.7  － － 

持っていない 3  66.7  33.3  － － 

 

  

回答者数 = 20 ％

利用している

利用しておらず、今後も利用する予定はな
い

現在は利用していないが、今後、利用して
みたい

無回答

50.0

35.0

10.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 74 「あなた」は、保育や教育について今後、どのようなことが必要だと思います

か。（あてはまるものすべてに○） 

「進路指導をしっかりしてほしい（自立して働けるような力をつけさせてほしい）」、「障がい

特性に応じた配慮をしてほしい」、「専門的な訓練（リハビリ等）を受けられる機会をふやしてほ

しい」の割合が 40.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 20 ％

障がいのない児童・生徒とのふれあいをしてほしい
（ふやしてほしい）

もっと周囲の児童・生徒、またはその保護者に理解
してほしい

通所（園）や通学を便利にしてほしい

進路指導をしっかりしてほしい（自立して働けるよ
うな力をつけさせてほしい）

障がいのある人が利用できる設備をふやしてほしい

障がい特性に応じた配慮をしてほしい

障がいのことがわかる保育や授業をしてほしい（ふ
やしてほしい）

休日などに活動できる仲間や施設がほしい

放課後や長期休暇中に利用できる福祉サービスをふ
やしてほしい

保育や教育について相談できる人や場所をふやして
ほしい

専門的な訓練（リハビリ等）を受けられる機会をふ
やしてほしい

特にない

その他

無回答

25.0

25.0

15.0

40.0

30.0

40.0

15.0

25.0

15.0

25.0

40.0

10.0

0.0

5.0

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「進路指導をしっかりしてほしい（自立して働け

るような力をつけさせてほしい）」「障がいのある人が利用できる設備をふやしてほしい」「障が

いのない児童・生徒とのふれあいをしてほしい（ふやしてほしい）」「休日などに活動できる仲間

や施設がほしい」高くなっています。また、他に比べ、療育手帳で「放課後や長期休暇中に利用

できる福祉サービスをふやしてほしい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

障
が
い
の
な
い
児
童
・
生
徒
と

の
ふ
れ
あ
い
を
し
て
ほ
し
い

（
ふ
や
し
て
ほ
し
い
） 

も
っ
と
周
囲
の
児
童
・
生
徒
、
ま

た
は
そ
の
保
護
者
に
理
解
し
て

ほ
し
い 

通
所
（
園
）
や
通
学
を
便
利
に
し

て
ほ
し
い 

進
路
指
導
を
し
っ
か
り
し
て
ほ

し
い
（
自
立
し
て
働
け
る
よ
う

な
力
を
つ
け
さ
せ
て
ほ
し
い
） 

障
が
い
の
あ
る
人
が
利
用
で
き

る
設
備
を
ふ
や
し
て
ほ
し
い 

障
が
い
特
性
に
応
じ
た
配
慮
を

し
て
ほ
し
い 

障
が
い
の
こ
と
が
わ
か
る
保
育

や
授
業
を
し
て
ほ
し
い
（
ふ
や

し
て
ほ
し
い
） 

全  体 20  25.0  25.0  15.0  40.0  30.0  40.0  15.0  

身体障害者手帳 2  － － － － 50.0  50.0  － 

療育手帳 14  35.7  28.6  14.3  57.1  42.9  42.9  14.3  

精神障害者保健福祉手
帳 

3  － － 33.3  － 33.3  66.7  － 

持っていない 3  － 33.3  － － － 33.3  33.3  

 

区分 

休
日
な
ど
に
活
動
で
き
る
仲
間

や
施
設
が
ほ
し
い 

放
課
後
や
長
期
休
暇
中
に
利
用

で
き
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
ふ
や

し
て
ほ
し
い 

保
育
や
教
育
に
つ
い
て
相
談
で

き
る
人
や
場
所
を
ふ
や
し
て
ほ

し
い 

専
門
的
な
訓
練
（
リ
ハ
ビ
リ
等
）

を
受
け
ら
れ
る
機
会
を
ふ
や
し

て
ほ
し
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 25.0  15.0  25.0  40.0  10.0  － 5.0  

身体障害者手帳 50.0  50.0  － 50.0  － － － 

療育手帳 35.7  7.1  28.6  42.9  7.1  － 7.1  

精神障害者保健福祉手
帳 

33.3  33.3  － － － － － 

持っていない － 66.7  33.3  33.3  33.3  － － 

  



163 

問 75 「あなた」は、学校教育終了後の進路について、どのような対策が必要と思いま

すか。（あてはまるものすべてに○） 

「就職先での差別や偏見をなくす対策」の割合が 60.0％と最も高く、次いで「一般企業等への

雇用促進・職業開拓」、「就職した職場に定着できるよう継続して支援をしてくれる仕組み」の割

合が 55.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 20 ％

一般企業等への雇用促進・職業開拓

就職先での差別や偏見をなくす対策

福祉的就労（施設での生産活動等）の場の充実

レクリエーション・学習などの日中活動ができる
サービスや福祉施設の充実

教育から就労・福祉等につながる一貫した相談支援
体制の構築

障がいがあっても問題なく過ごせる環境整備

次のステップへの移行や再挑戦ができる仕組み

就職した職場に定着できるよう継続して支援をして
くれる仕組み

その他

特にない

無回答

55.0

60.0

30.0

5.0

30.0

50.0

25.0

55.0

0.0

5.0

5.0

0 20 40 60 80 100



164 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「福祉的就労（施設での生産活動等）の場の充実」

「就職先での差別や偏見をなくす対策」「就職した職場に定着できるよう継続して支援をしてく

れる仕組み」高くなっています。また、他に比べ、療育手帳で「一般企業等への雇用促進・職業

開拓」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

一
般
企
業
等
へ
の
雇
用

促
進
・
職
業
開
拓 

就
職
先
で
の
差
別
や
偏

見
を
な
く
す
対
策 

福
祉
的
就
労
（
施
設
で
の

生
産
活
動
等
）
の
場
の
充

実 レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
学

習
な
ど
の
日
中
活
動
が

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
や
福

祉
施
設
の
充
実 

教
育
か
ら
就
労
・
福
祉
等

に
つ
な
が
る
一
貫
し
た

相
談
支
援
体
制
の
構
築 

全  体 20  55.0  60.0  30.0  5.0  30.0  

身体障害者手帳 2  50.0  50.0  50.0  － － 

療育手帳 14  50.0  71.4  42.9  7.1  35.7  

精神障害者保健福祉手帳 3  66.7  100.0  33.3  － － 

持っていない 3  33.3  － － － 33.3  

 

区分 

障
が
い
が
あ
っ
て
も
問

題
な
く
過
ご
せ
る
環
境

整
備 

次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
の
移

行
や
再
挑
戦
が
で
き
る

仕
組
み 

就
職
し
た
職
場
に
定
着

で
き
る
よ
う
継
続
し
て

支
援
を
し
て
く
れ
る
仕

組
み 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 50.0  25.0  55.0  － 5.0  5.0  

身体障害者手帳 100.0  － 50.0  － － － 

療育手帳 57.1  21.4  64.3  － － 7.1  

精神障害者保健福祉手帳 66.7  33.3  66.7  － － － 

持っていない － 33.3  33.3  － 33.3  － 
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（13）御嵩町の暮らしやすさや今後の必要な施策について 

問 76 障がいのある方にとって、御嵩町は暮らしやすいまちだと思いますか。（１つに

○） 

「どちらかというと、暮らしやすいまちだと思う」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「わか

らない? 」の割合が 21.9％、「どちらかというと、暮らしにくいまちだと思う」の割合が 13.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、持っていないで「わからない?」の割合が、療育手帳で「どち

らかというと、暮らしやすいまちだと思う」の割合が高くなっています。また、他に比べ、精神

障害者保健福祉手帳で「わからない?」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
暮
ら
し

や
す
い
ま
ち
だ

と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
だ
と

思
う 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
暮
ら
し
に

く
い
ま
ち
だ
と

思
う 

暮
ら
し
に
く
い

ま
ち
だ
と
思
う 

わ
か
ら
な
い?

  

無
回
答 

全  体 517  6.2  36.2  13.7  7.7  21.9  14.3  

身体障害者手帳 348  4.6  34.5  14.1  8.0  21.0  17.8  

療育手帳 68  11.8  48.5  8.8  1.5  26.5  2.9  

精神障害者保健福祉手
帳 

67  11.9  35.8  14.9  16.4  11.9  9.0  

持っていない 35  2.9  40.0  11.4  2.9  37.1  5.7  

 

  

回答者数 = 517 ％

とても暮らしやすいまちだと思う

どちらかというと、暮らしやすいまちだと
思う

どちらかというと、暮らしにくいまちだと
思う

暮らしにくいまちだと思う

わからない?

無回答

6.2

36.2

13.7

7.7

21.9

14.3

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、２０歳代で「どちらかというと、暮らしやすいまちだと思う」の

割合が、１０歳代で「わからない?」の割合が、６０歳代で「わからない?」の割合が高くなって

います。また、６０歳代で「どちらかというと、暮らしやすいまちだと思う」の割合が、２０歳

代で「どちらかというと、暮らしにくいまちだと思う」の割合が、３０歳代で「どちらかという

と、暮らしにくいまちだと思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
暮
ら
し

や
す
い
ま
ち
だ

と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
だ
と

思
う 

ど
ち
ら
か
と
い

う
と
、
暮
ら
し
に

く
い
ま
ち
だ
と

思
う 

暮
ら
し
に
く
い

ま
ち
だ
と
思
う 

わ
か
ら
な
い?

  

無
回
答 

全  体 517  6.2  36.2  13.7  7.7  21.9  14.3  

１０歳未満 6  － 66.7  16.7  － 16.7  － 

１０歳代 17  － 41.2  17.6  5.9  35.3  － 

２０歳代 22  18.2  50.0  4.5  － 27.3  － 

３０歳代 29  17.2  37.9  6.9  13.8  17.2  6.9  

４０歳代 51  3.9  41.2  9.8  13.7  27.5  3.9  

５０歳代 51  13.7  31.4  19.6  3.9  21.6  9.8  

６０歳代 82  4.9  26.8  19.5  9.8  28.0  11.0  

７０歳以上 252  4.0  36.5  13.1  7.1  18.3  21.0  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、肢体不自由で「どちらかというと、暮らしにくいまちだ

と思う」高くなっています。また、聴覚・平衡機能障がいで「どちらかというと、暮らしにくい

まちだと思う」の割合が、視覚障がいで「どちらかというと、暮らしやすいまちだと思う」「わか

らない?」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
暮
ら
し
や
す

い
ま
ち
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

だ
と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、

暮
ら
し
に
く
い
ま
ち

だ
と
思
う 

暮
ら
し
に
く
い
ま
ち

だ
と
思
う 

わ
か
ら
な
い?

  

無
回
答 

全  体 517  6.2  36.2  13.7  7.7  21.9  14.3  

視覚障がい 14  － 28.6  － 28.6  14.3  28.6  

聴覚・平衡機能障がい 24  8.3  33.3  4.2  4.2  25.0  25.0  

音声・言語・そしゃく機
能障がい 

6  16.7  50.0  － － 16.7  16.7  

肢体不自由 147  4.8  34.0  20.4  10.2  16.3  14.3  

内部障がい 131  3.1  40.5  11.5  5.3  26.0  13.7  

その他 36  8.3  33.3  11.1  8.3  19.4  19.4  
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問 77 障がいのある方にとって住みよいまちをつくるために、どのようなことが必要だ

と考えますか。（主なもの５つまで○） 

「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」の割合が 44.3％と最も高く、次いで

「サービス利用の手続きの簡素化」の割合が 36.0％、「行政からの福祉に関する情報提供の充実」

の割合が 30.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 517 ％

何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実

サービス利用の手続きの簡素化

行政からの福祉に関する情報提供の充実

保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上

参加しやすいスポーツ・サークル・文化活動の充実

いろいろなボランティア活動の推進

在宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福
祉のサービスの充実

入所施設や短期入所（ショートステイ）などの整備

リハビリ・生活訓練・職業訓練などの通所施設の整
備

地域でともに学べる教育内容の充実

職業訓練の充実や働く場所の確保

障がいの有無にかかわらず、町民同士がふれあう機
会や場の充実

利用しやすい道路・建物などの整備・改善

障がいに配慮した公営住宅や、グループホームの整
備など、生活の場の確保

災害時に備え、災害要援護者の把握と安否確認、避
難方法の周知や避難先の確保

差別や偏見をなくすための福祉教育や広報活動の充
実

周りの人の障がいや病気の特性への理解

障がいのある方や家族の積極性

障がい当事者及び家族の会への支援

その他

無回答

44.3

36.0

30.2

12.6

4.4

2.9

25.7

16.8

8.5

2.5

8.5

7.5

14.5

10.3

17.2

8.3

13.5

4.8

9.1

2.1

17.6

0 20 40 60 80 100
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【所持手帳別】 

所持手帳別にみると、他に比べ、療育手帳で「入所施設や短期入所（ショートステイ）などの

整備」「障がいに配慮した公営住宅や、グループホームの整備など、生活の場の確保」の割合が、

持っていないで「保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上」の割合が高くなっています。

また、療育手帳で「在宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」「サ

ービス利用の手続きの簡素化」の割合が、持っていないで「何でも相談できる窓口をつくるなど

相談体制の充実」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
で
も
相
談
で
き
る
窓
口
を
つ
く

る
な
ど
相
談
体
制
の
充
実 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き
の
簡
素

化 行
政
か
ら
の
福
祉
に
関
す
る
情
報

提
供
の
充
実 

保
健
や
福
祉
の
専
門
的
な
人
材
の

育
成
と
資
質
の
向
上 

参
加
し
や
す
い
ス
ポ
ー
ツ
・
サ
ー

ク
ル
・
文
化
活
動
の
充
実 

い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
推
進 

在
宅
で
の
生
活
や
介
助
が
し
や
す

い
よ
う
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実 

入
所
施
設
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
な
ど
の
整
備 

リ
ハ
ビ
リ
・
生
活
訓
練
・
職
業
訓
練

な
ど
の
通
所
施
設
の
整
備 

地
域
で
と
も
に
学
べ
る
教
育
内
容

の
充
実 

全  体 517  44.3  36.0  30.2  12.6  4.4  2.9  25.7  16.8  8.5  2.5  

身体障害者手
帳 

348  45.1  37.6  29.3  10.3  3.7  2.0  31.0  17.0  8.9  0.9  

療育手帳 68  36.8  26.5  36.8  14.7  8.8  5.9  10.3  33.8  10.3  2.9  

精神障害者保
健福祉手帳 

67  46.3  38.8  34.3  14.9  6.0  6.0  20.9  7.5  11.9  4.5  

持っていない 35  34.3  45.7  28.6  22.9  2.9  － 20.0  8.6  － 14.3  

 

区分 

職
業
訓
練
の
充
実
や
働
く
場
所
の

確
保 

障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
民
同
士
が
ふ
れ
あ
う
機
会
や
場

の
充
実 

利
用
し
や
す
い
道
路
・
建
物
な
ど

の
整
備
・
改
善 

障
が
い
に
配
慮
し
た
公
営
住
宅

や
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
な

ど
、
生
活
の
場
の
確
保 

災
害
時
に
備
え
、
災
害
要
援
護
者

の
把
握
と
安
否
確
認
、
避
難
方
法

の
周
知
や
避
難
先
の
確
保 

差
別
や
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
福

祉
教
育
や
広
報
活
動
の
充
実 

周
り
の
人
の
障
が
い
や
病
気
の
特

性
へ
の
理
解 

障
が
い
の
あ
る
方
や
家
族
の
積
極

性 障
が
い
当
事
者
及
び
家
族
の
会
へ

の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 8.5  7.5  14.5  10.3  17.2  8.3  13.5  4.8  9.1  2.1  17.6  

身体障害者手
帳 

4.0  7.5  17.0  8.0  19.3  5.5  10.9  4.3  9.2  1.7  17.8  

療育手帳 17.6  10.3  5.9  23.5  11.8  23.5  23.5  5.9  8.8  1.5  14.7  

精神障害者保
健福祉手帳 

19.4  4.5  13.4  11.9  13.4  9.0  16.4  7.5  9.0  4.5  16.4  

持っていない 20.0  5.7  11.4  8.6  14.3  2.9  14.3  － 8.6  － 25.7  
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、３０歳代で「保健や福祉の専門的な人材の育成と資質の向上」の

割合が、１０歳代で「周りの人の障がいや病気の特性への理解」の割合が、２０歳代で「周りの

人の障がいや病気の特性への理解」の割合が高くなっています。また、２０歳代で「在宅での生

活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」「サービス利用の手続きの簡素化」

の割合が、１０歳代で「在宅での生活や介助がしやすいよう保健・医療・福祉のサービスの充実」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
で
も
相
談
で
き
る
窓
口
を
つ
く

る
な
ど
相
談
体
制
の
充
実 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き
の
簡
素

化 行
政
か
ら
の
福
祉
に
関
す
る
情
報

提
供
の
充
実 

保
健
や
福
祉
の
専
門
的
な
人
材
の

育
成
と
資
質
の
向
上 

参
加
し
や
す
い
ス
ポ
ー
ツ
・
サ
ー

ク
ル
・
文
化
活
動
の
充
実 

い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
推
進 

在
宅
で
の
生
活
や
介
助
が
し
や
す

い
よ
う
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実 

入
所
施
設
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
な
ど
の
整
備 

リ
ハ
ビ
リ
・
生
活
訓
練
・
職
業
訓
練

な
ど
の
通
所
施
設
の
整
備 

地
域
で
と
も
に
学
べ
る
教
育
内
容

の
充
実 

全  体 517  44.3  36.0  30.2  12.6  4.4  2.9  25.7  16.8  8.5  2.5  

１０歳未満 6  66.7  33.3  16.7  33.3  － － － － － 16.7  

１０歳代 17  29.4  41.2  23.5  5.9  23.5  － 5.9  11.8  11.8  5.9  

２０歳代 22  45.5  18.2  18.2  － 4.5  13.6  4.5  22.7  － － 

３０歳代 29  37.9  31.0  34.5  37.9  3.4  6.9  10.3  13.8  17.2  3.4  

４０歳代 51  41.2  35.3  37.3  13.7  2.0  2.0  17.6  19.6  5.9  2.0  

５０歳代 51  35.3  31.4  37.3  15.7  5.9  3.9  23.5  15.7  9.8  5.9  

６０歳代 82  54.9  43.9  35.4  8.5  4.9  2.4  36.6  9.8  4.9  1.2  

７０歳以上 252  44.4  36.1  26.6  11.1  3.6  2.0  29.8  19.4  9.5  2.0  
 

区分 

職
業
訓
練
の
充
実
や
働
く
場
所
の

確
保 

障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
民
同
士
が
ふ
れ
あ
う
機
会
や
場

の
充
実 

利
用
し
や
す
い
道
路
・
建
物
な
ど

の
整
備
・
改
善 

障
が
い
に
配
慮
し
た
公
営
住
宅

や
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
な

ど
、
生
活
の
場
の
確
保 

災
害
時
に
備
え
、
災
害
要
援
護
者

の
把
握
と
安
否
確
認
、
避
難
方
法

の
周
知
や
避
難
先
の
確
保 

差
別
や
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
福

祉
教
育
や
広
報
活
動
の
充
実 

周
り
の
人
の
障
が
い
や
病
気
の
特

性
へ
の
理
解 

障
が
い
の
あ
る
方
や
家
族
の
積
極

性 障
が
い
当
事
者
及
び
家
族
の
会
へ

の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 8.5  7.5  14.5  10.3  17.2  8.3  13.5  4.8  9.1  2.1  17.6  

１０歳未満 16.7  － － － － － － － 16.7  － 33.3  

１０歳代 41.2  5.9  5.9  17.6  17.6  17.6  35.3  5.9  5.9  － 11.8  

２０歳代 18.2  13.6  9.1  9.1  13.6  22.7  31.8  9.1  － － 22.7  

３０歳代 6.9  － 3.4  10.3  6.9  13.8  27.6  6.9  6.9  6.9  17.2  

４０歳代 17.6  9.8  17.6  15.7  7.8  19.6  25.5  5.9  15.7  5.9  5.9  

５０歳代 11.8  7.8  17.6  17.6  15.7  11.8  17.6  3.9  9.8  － 17.6  

６０歳代 9.8  8.5  19.5  9.8  25.6  4.9  11.0  4.9  9.8  2.4  13.4  

７０歳以上 2.8  7.1  14.3  7.9  19.0  4.4  7.1  4.4  8.3  1.2  21.0  
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【障がいの種類別】 

障がいの種類別にみると、他に比べ、視覚障がいで「何でも相談できる窓口をつくるなど相談

体制の充実」「周りの人の障がいや病気の特性への理解」「在宅での生活や介助がしやすいよう保

健・医療・福祉のサービスの充実」高くなっています。また、視覚障がいで「サービス利用の手

続きの簡素化」の割合が、聴覚・平衡機能障がいで「入所施設や短期入所（ショートステイ）な

どの整備」の割合が、その他で「何でも相談できる窓口をつくるなど相談体制の充実」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
で
も
相
談
で
き
る
窓
口
を
つ
く

る
な
ど
相
談
体
制
の
充
実 

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
手
続
き
の
簡
素

化 行
政
か
ら
の
福
祉
に
関
す
る
情
報

提
供
の
充
実 

保
健
や
福
祉
の
専
門
的
な
人
材
の

育
成
と
資
質
の
向
上 

参
加
し
や
す
い
ス
ポ
ー
ツ
・
サ
ー

ク
ル
・
文
化
活
動
の
充
実 

い
ろ
い
ろ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

の
推
進 

在
宅
で
の
生
活
や
介
助
が
し
や
す

い
よ
う
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実 

入
所
施
設
や
短
期
入
所
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）
な
ど
の
整
備 

リ
ハ
ビ
リ
・
生
活
訓
練
・
職
業
訓
練

な
ど
の
通
所
施
設
の
整
備 

地
域
で
と
も
に
学
べ
る
教
育
内
容

の
充
実 

全  体 517  44.3  36.0  30.2  12.6  4.4  2.9  25.7  16.8  8.5  2.5  

視覚障がい 14  71.4  14.3  28.6  － 7.1  7.1  42.9  21.4  14.3  － 

聴覚・平衡機
能障がい 

24  37.5  29.2  20.8  8.3  4.2  － 16.7  4.2  4.2  4.2  

音声・言語・そ
しゃく機能障
がい 

6  50.0  16.7  － － － － 33.3  － 33.3  － 

肢体不自由 147  43.5  42.9  27.2  10.2  1.4  2.0  36.7  18.4  16.3  0.7  

内部障がい 131  48.1  37.4  33.6  13.0  6.9  2.3  29.0  15.3  3.8  0.8  

その他 36  33.3  27.8  36.1  16.7  － 2.8  25.0  22.2  11.1  2.8  
 

区分 

職
業
訓
練
の
充
実
や
働
く
場
所
の

確
保 

障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

町
民
同
士
が
ふ
れ
あ
う
機
会
や
場

の
充
実 

利
用
し
や
す
い
道
路
・
建
物
な
ど

の
整
備
・
改
善 

障
が
い
に
配
慮
し
た
公
営
住
宅

や
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
整
備
な

ど
、
生
活
の
場
の
確
保 

災
害
時
に
備
え
、
災
害
要
援
護
者

の
把
握
と
安
否
確
認
、
避
難
方
法

の
周
知
や
避
難
先
の
確
保 

差
別
や
偏
見
を
な
く
す
た
め
の
福

祉
教
育
や
広
報
活
動
の
充
実 

周
り
の
人
の
障
が
い
や
病
気
の
特

性
へ
の
理
解 

障
が
い
の
あ
る
方
や
家
族
の
積
極

性 障
が
い
当
事
者
及
び
家
族
の
会
へ

の
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 8.5  7.5  14.5  10.3  17.2  8.3  13.5  4.8  9.1  2.1  17.6  

視覚障がい 14.3  7.1  14.3  21.4  7.1  － 35.7  － 14.3  7.1  21.4  

聴覚・平衡機
能障がい 

－ 12.5  4.2  － 16.7  8.3  8.3  － 4.2  8.3  33.3  

音声・言語・そ
しゃく機能障
がい 

－ 16.7  － － 33.3  － 16.7  33.3  － － 33.3  

肢体不自由 5.4  6.1  21.1  12.2  21.1  6.8  10.2  3.4  13.6  1.4  12.2  

内部障がい 3.1  10.7  17.6  3.1  22.1  5.3  9.9  5.3  8.4  1.5  16.8  

その他 2.8  2.8  8.3  8.3  22.2  11.1  8.3  19.4  2.8  2.8  19.4  
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（２）地域福祉と介護予防に

関する住民意識調査 
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Ⅰ 調査の概要 

【地域福祉に関する町民アンケート】 

１ 調査の目的 

本町では、平成 31年に「第３次御嵩町地域福祉計画」を策定し、「ともに生き、ともにつくる 

安心とふれあいのあるまち みたけ」を基本理念として地域福祉の推進を目指してきた。また、

平成 30 年には障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画をまとめた「御嵩町障がい者支えあ

いプラン」を、令和３年には「御嵩町高齢者福祉計画・介護保険事業計画Ⅷ」を策定し、障がい

のある人や高齢者の福祉の推進を進めてきました。 

しかし、近年の急速な少子高齢化や非正規労働者の増加などによる地域コミュニティの弱体化

や町民同士のつながりの希薄化などの課題が明らかになってきており、一方、ひきこもり、自殺

等社会的孤立の問題、生活困窮や貧困の問題、障がい者、高齢者、子どもの虐待や差別、権利擁

護の問題など、制度や分野にまたがり、制度の狭間にある複合的な課題が増加し、地域福祉に求

められることが多様化、複雑化している。さらに、新型コロナウイルス感染症が、これらの課題

をより深刻化させています。 

令和６年度からの各計画を策定するにあたり、これらの課題に対し、町民、関係団体等のニー

ズを幅広く把握するとともに、介護、障がいに係る支援ニーズを明らかにし、町民、地域、事業

者等及び行政が相互に協力し、地域共生社会の実現に向けた新たな計画を策定するための基礎調

査及び分析を実施します。 

 

２ 調査対象 

町内にお住まいの 18歳以上の方の中から無作為に 1,000人 

 

３ 調査期間 

令和４年 10月～令和４年 11月 

 

４ 調査方法 

調査票を対象者に郵送し、返信用封筒で回収する。 

 

５ 回収状況 

配布数 有効回答数 有効回答率 

1,000 通 468 通 46.8％ 
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査・在宅介護実態調査】 

１ 調査の目的 

『第８期 御嵩町高齢者福祉計画・介護保険事業計画』の計画を見直しに先立ち、みなさまに日

常生活の状況や現在の健康状態、高齢者福祉に対するご意見等をうかがい、計画の策定の基礎資

料として、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  

：町内にお住まいの 65歳以上の人の中から無作為抽出 

在宅介護実態調査  

：在宅で生活している 65 歳以上の要支援・要介護認定者の中から無作為抽出 

 

３ 調査期間 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ：令和４年９月～令和４年 11月 

在宅介護実態調査   ：令和４年１月～令和４年 11月 

 

４ 調査方法 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 ：郵送配付・郵送回収方式 

在宅介護実態調査   ：調査員による聞き取り調査方式 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 1,500 通 1,099 通 73.3％ 

在宅介護実態調査 93 通 93 通 100％ 
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６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また，小数点

以下第２位を四捨五入しているため，内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合，回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため，回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合，無回答を排除しているため，クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお，クロス集計とは，複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで，複数の質問項目を交差して並べ，表やグラフを作成する

ことにより，その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが，グラフ以外の表は，最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合，回答件数による表記としています。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 地域福祉に関する町民アンケート 

（１）回答者属性 

問 1  あなたの年齢をお答えください。（令和４年９月 1 日現在） 

「70～79歳」の割合が 24.8％と最も高く、次いで「60～69 歳」の割合が 21.8％、「50～59歳」

の割合が 15.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2  あなたの性別をお答えください。 

「男性」の割合が 46.4％、「女性」の割合が 52.6％となっています。 

 

 

 

 

 

問 3  あなたの住んでいる地区は次のどれですか。（○は１つだけ） 

「中」の割合が 36.8％と最も高く、次いで「伏見」の割合が 29.1％、「御嵩」の割合が 21.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

1.3

4.3

9.2

8.1

15.8

21.8

24.8

14.1

0.6

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 468 ％

男性

女性

無回答

46.4

52.6

1.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 468 ％

上之郷

御嵩

中

伏見

わからない

無回答

11.8

21.2

36.8

29.1

0.9

0.4

0 20 40 60 80 100
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問 4  あなたは現在のお住まいに何年ぐらい暮らしていますか。（○は１つだけ） 

「18年以上（転入して以来）」の割合が 53.4％と最も高く、次いで「18年以上（生まれてから

ずっと）」の割合が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 5  あなたのお住まいの形態は次のどれですか。（○は１つだけ） 

「持ち家（一戸建て）」の割合が 93.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

18年以上（生まれてからずっと）

18年以上（転入して以来）

10～17年

５～９年

３～４年

２年以下

無回答

26.1

53.4

8.1

5.8

3.2

2.6

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 468 ％

持ち家（一戸建て）

民間の賃貸住宅（一戸建て）

民間の賃貸住宅（アパート等の集合住宅）

町営住宅

その他

無回答

93.2

0.2

3.8

0.9

1.5

0.4

0 20 40 60 80 100
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問 6  現在、あなたが同居している家族の構成は次のどれですか。（○は１つだけ） 

「二世代世帯（親と子）」の割合が 47.0％と最も高く、次いで「夫婦のみ」の割合が 28.0％、

「三世代世帯（祖父母と親と子）」の割合が 11.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7  あなたの就業・就学状況は次のどれですか。（○は１つだけ） 

「無職（年金等生活者等）」の割合が 33.3％と最も高く、次いで「正社員・正職員」の割合が

24.6％、「パート・アルバイト」の割合が 16.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

一人暮らし

夫婦のみ

二世代世帯（親と子）

三世代世帯（祖父母と親と子）

その他

無回答

9.2

28.0

47.0

11.1

3.0

1.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 468 ％

正社員・正職員

派遣社員・契約社員

自営業（商店、企業経営、農林業等）・自
由業

内職・家族従業

パート・アルバイト

学生

家事専業

無職（年金等生活者等）

その他

無回答

24.6

2.1

7.5

1.5

16.0

2.8

9.6

33.3

1.3

1.3

0 20 40 60 80 100
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問 8  あなたのお生まれ（出生地）はどこですか。（○は１つだけ） 

「御嵩町」の割合が 37.8％と最も高く、次いで「県内（御嵩町を除く）」の割合が 32.1％、「県

外（国内）」の割合が 28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49 歳で「県外（国内）」「県内（御嵩町を除く）」の割合

が、30～39歳で「御嵩町」の割合が高くなっています。また、40～49 歳で「御嵩町」の割合が、

30～39歳で「県内（御嵩町を除く）」の割合が、80 歳以上で「県外（国内）」の割合が低くなって

います。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

御
嵩
町 

県
内
（
御
嵩
町
を
除

く
） 

県
外
（
国
内
） 

国
外 

無
回
答 

全  体 468  37.8  32.1  28.2  0.9  1.1  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 10  60.0  30.0  10.0  － － 

   30～39 歳 22  63.6  9.1  27.3  － － 

   40～49 歳 16  18.8  12.5  68.8  － － 

   50～59 歳 38  47.4  28.9  23.7  － － 

   60～69 歳 38  36.8  28.9  34.2  － － 

   70～79 歳 61  52.5  11.5  34.4  1.6  － 

   80 歳以上 30  56.7  30.0  6.7  － 6.7  

女性 18～19 歳 4  75.0  － 25.0  － － 

   20～29 歳 10  30.0  50.0  20.0  － － 

   30～39 歳 21  42.9  33.3  23.8  － － 

   40～49 歳 22  13.6  59.1  27.3  － － 

   50～59 歳 36  27.8  38.9  33.3  － － 

   60～69 歳 64  34.4  39.1  26.6  － － 

   70～79 歳 55  21.8  43.6  29.1  3.6  1.8  

   80 歳以上 34  26.5  47.1  23.5  2.9  － 
  

回答者数 = 468 ％

御嵩町

県内（御嵩町を除く）

県外（国内）

国外

無回答

37.8

32.1

28.2

0.9

1.1

0 20 40 60 80 100
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（２）福祉の考え方等について 

問 9  あなたは、御嵩町において、福祉サービス（子育て支援サービス、障がい者に対

するサービス、高齢者に対するサービスなど）を必要としている人が、十分なサー

ビスを受けられていると思いますか。（○は１つだけ） 

「わからない」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「ある程度満足できる福祉サービスを受け

ていると思う」の割合が 36.3％、「十分な福祉サービスを受けているとは思えない」の割合が

13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「わからない」の割合が、60～69 歳で「わからな

い」の割合が、40～49歳で「十分な福祉サービスを受けているとは思えない」の割合が高くなっ

ています。また、60～69歳で「ある程度満足できる福祉サービスを受けていると思う」の割合が、

80 歳以上で「わからない」の割合が、20～29歳で「ある程度満足できる福祉サービスを受けてい

ると思う」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

十
分
受
け
て
い
る
と

思
う 

あ
る
程
度
満
足
で
き

る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
て
い
る
と
思
う 

十
分
な
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
て
い
る
と

は
思
え
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  5.1  36.3  13.5  42.9  0.9  1.3  

男性 18～19 歳 2  － － － 100.0  － － 

   20～29 歳 10  10.0  20.0  － 70.0  － － 

   30～39 歳 22  4.5  40.9  13.6  40.9  － － 

   40～49 歳 16  － 37.5  25.0  31.3  － 6.3  

   50～59 歳 38  5.3  34.2  21.1  39.5  － － 

   60～69 歳 38  － 15.8  18.4  63.2  － 2.6  

   70～79 歳 61  6.6  44.3  11.5  37.7  － － 

   80 歳以上 30  13.3  30.0  13.3  40.0  － 3.3  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  － 75.0  － － 

   20～29 歳 10  － 40.0  20.0  40.0  － － 

   30～39 歳 21  － 42.9  9.5  47.6  － － 

   40～49 歳 22  9.1  40.9  9.1  40.9  － － 

   50～59 歳 36  2.8  33.3  16.7  47.2  － － 

   60～69 歳 64  1.6  46.9  9.4  39.1  3.1  － 

   70～79 歳 55  1.8  32.7  16.4  45.5  3.6  － 

   80 歳以上 34  17.6  44.1  8.8  26.5  － 2.9    

回答者数 = 468 ％

十分受けていると思う

ある程度満足できる福祉サービスを受けて
いると思う

十分な福祉サービスを受けているとは思え
ない

わからない

その他

無回答

5.1

36.3

13.5

42.9

0.9

1.3

0 20 40 60 80 100
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問 10 あなたは、福祉サービスの利用者が必要なサービスを安心して使うためには、御

嵩町は今後どのようなことに取り組む必要があると思いますか。（○は１つだけ） 

「わかりやすい情報の提供」の割合が 30.3％と最も高く、次いで「サービス利用にかかる費用

の負担軽減」の割合が 25.6％、「サービスの種類・量の確保」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「わかりやすい情報の提供」の割合が、30～39歳

で「サービスの種類・量の確保」の割合が、60～69 歳で「サービス利用にかかる費用の負担軽減」

の割合が高くなっています。また、80 歳以上で「わかりやすい情報の提供」の割合が、20～29歳

で「わかりやすい情報の提供」の割合が、40～49 歳で「サービス利用にかかる費用の負担軽減」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
・

量
の
確
保 

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確

保 サ
ー
ビ
ス
利
用
に
か

か
る
費
用
の
負
担
軽

減 わ
か
り
や
す
い
情
報

の
提
供 

相
談
や
苦
情
に
い
つ

で
も
対
応
で
き
る
窓

口
の
整
備 

判
断
能
力
が
十
分
で

な
い
人
を
保
護
す
る

し
く
み
づ
く
り 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 468  10.5  9.2  25.6  30.3  9.2  4.1  0.9  4.9  5.3  

男性 18～19 歳 2  － － － 100.0  － － － － － 

   20～29 歳 10  20.0  40.0  － 10.0  20.0  － － 10.0  － 

   30～39 歳 22  27.3  22.7  18.2  27.3  － － － 4.5  － 

   40～49 歳 16  25.0  12.5  6.3  43.8  － 6.3  － － 6.3  

   50～59 歳 38  7.9  7.9  31.6  34.2  － 5.3  － 7.9  5.3  

   60～69 歳 38  13.2  10.5  42.1  23.7  7.9  2.6  － － － 

   70～79 歳 61  6.6  6.6  34.4  24.6  13.1  3.3  － 8.2  3.3  

   80 歳以上 30  13.3  6.7  26.7  20.0  13.3  3.3  3.3  6.7  6.7  

女性 18～19 歳 4  － － 25.0  25.0  25.0  25.0  － － － 

   20～29 歳 10  10.0  10.0  10.0  50.0  － － － 10.0  10.0  

   30～39 歳 21  19.0  19.0  23.8  23.8  4.8  4.8  － － 4.8  

   40～49 歳 22  18.2  － 13.6  36.4  13.6  4.5  － － 13.6  

   50～59 歳 36  8.3  8.3  33.3  38.9  2.8  2.8  － 2.8  2.8  

   60～69 歳 64  4.7  9.4  23.4  35.9  12.5  4.7  3.1  1.6  4.7  

   70～79 歳 55  5.5  7.3  20.0  41.8  12.7  3.6  1.8  5.5  1.8  

   80 歳以上 34  8.8  2.9  29.4  8.8  14.7  8.8  － 14.7  11.8  
  

回答者数 = 468 ％

サービスの種類・量の確保

サービスの質の確保

サービス利用にかかる費用の負担軽減

わかりやすい情報の提供

相談や苦情にいつでも対応できる窓口の整
備

判断能力が十分でない人を保護するしくみ
づくり

その他

特にない

無回答

10.5

9.2

25.6

30.3

9.2

4.1

0.9

4.9

5.3

0 20 40 60 80 100
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問 11 仮にあなたの家族に介護が必要になったとき、あなたはどのようにしたいと思い

ますか。（○は１つだけ） 

「自宅で、訪問介護( ホームヘルプサービス) 、通所介護( デイサービス) などを活用しなが

ら介護したい」の割合が 45.5％と最も高く、次いで「特別養護老人ホームなどの福祉施設や病院

などに入所（入院）させたい」の割合が 34.0％、「わからない」の割合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

自宅で、家族だけで介護したい

自宅で、訪問介護( ホームヘルプサービス) 、通所介護(
デイサービス) などを活用しながら介護したい

特別養護老人ホームなどの福祉施設や病院などに入所（入
院）させたい

わからない

無回答

3.0

45.5

34.0

15.2

2.4

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「わからない」の割合が、30～39 歳で「特別養護

老人ホームなどの福祉施設や病院などに入所（入院）させたい」の割合が、40～49歳で「特別養

護老人ホームなどの福祉施設や病院などに入所（入院）させたい」の割合が高くなっています。

また、20～29 歳で「自宅で、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)などを

活用しながら介護したい」「特別養護老人ホームなどの福祉施設や病院などに入所（入院）させた

い」の割合が、80歳以上で「特別養護老人ホームなどの福祉施設や病院などに入所（入院）させ

たい」「自宅で、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)などを活用しながら

介護したい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
で
、
家
族
だ
け
で
介
護
し
た

い 自
宅
で
、
訪
問
介
護(

 

ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ
ス)

 

、
通
所
介
護

(
 

デ
イ
サ
ー
ビ
ス)
 

な
ど
を
活

用
し
な
が
ら
介
護
し
た
い 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

福
祉
施
設
や
病
院
な
ど
に
入
所

（
入
院
）
さ
せ
た
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  3.0  45.5  34.0  15.2  2.4  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  － 50.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  30.0  20.0  40.0  － 

   30～39 歳 22  － 40.9  45.5  9.1  4.5  

   40～49 歳 16  6.3  37.5  43.8  12.5  － 

   50～59 歳 38  5.3  44.7  36.8  13.2  － 

   60～69 歳 38  － 50.0  39.5  10.5  － 

   70～79 歳 61  3.3  49.2  34.4  13.1  － 

   80 歳以上 30  10.0  50.0  20.0  16.7  3.3  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  25.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  － 50.0  30.0  20.0  － 

   30～39 歳 21  － 47.6  38.1  14.3  － 

   40～49 歳 22  － 40.9  40.9  18.2  － 

   50～59 歳 36  5.6  52.8  30.6  11.1  － 

   60～69 歳 64  1.6  50.0  37.5  10.9  － 

   70～79 歳 55  － 41.8  30.9  23.6  3.6  

   80 歳以上 34  5.9  35.3  32.4  11.8  14.7  
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（３）福祉に関する情報や相談について 

問 12 あなたは、自分にとって必要な福祉サービスの情報をどの程度入手できています

か。（○は１つだけ） 

「あまりできていない」の割合が 28.8％と最も高く、次いで「ほとんどできていない」の割合

が 28.2％、「おおむねできている」の割合が 20.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59歳で「ほとんどできていない」の割合が、20～29歳で

「あまりできていない」の割合が、80歳以上で「おおむねできている」の割合が高くなっていま

す。また、20～29 歳で「ほとんどできていない」の割合が、80 歳以上で「ほとんどできていな

い」の割合が、40～49歳で「あまりできていない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

十
分
で
き
て
い
る 

お
お
む
ね
で
き
て
い

る あ
ま
り
で
き
て
い
な

い ほ
と
ん
ど
で
き
て
い

な
い 

わ
か
ら
な
い 

入
手
す
る
必
要
が
な

い 無
回
答 

全  体 468  1.7  20.1  28.8  28.2  16.2  4.3  0.6  

男性 18～19 歳 2  － － － 50.0  － 50.0  － 

   20～29 歳 10  － 10.0  － 40.0  30.0  20.0  － 

   30～39 歳 22  － 22.7  27.3  36.4  13.6  － － 

   40～49 歳 16  － 18.8  37.5  25.0  12.5  6.3  － 

   50～59 歳 38  5.3  13.2  18.4  50.0  13.2  － － 

   60～69 歳 38  － 10.5  36.8  39.5  13.2  － － 

   70～79 歳 61  － 19.7  31.1  29.5  16.4  3.3  － 

   80 歳以上 30  3.3  30.0  26.7  20.0  13.3  6.7  － 

女性 18～19 歳 4  － － 25.0  － 75.0  － － 

   20～29 歳 10  － － 50.0  10.0  30.0  10.0  － 

   30～39 歳 21  － 23.8  28.6  28.6  14.3  4.8  － 

   40～49 歳 22  － 31.8  13.6  40.9  9.1  4.5  － 

   50～59 歳 36  － 19.4  36.1  22.2  13.9  8.3  － 

   60～69 歳 64  3.1  20.3  37.5  18.8  15.6  4.7  － 

   70～79 歳 55  1.8  14.5  25.5  30.9  23.6  3.6  － 

   80 歳以上 34  2.9  41.2  23.5  11.8  14.7  2.9  2.9  

  

回答者数 = 468 ％

十分できている

おおむねできている

あまりできていない

ほとんどできていない

わからない

入手する必要がない

無回答

1.7

20.1

28.8

28.2

16.2

4.3

0.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、９点で「おおむねできている」の割合が、10 点で「あまりでき

ていない」の割合が、６点で「わからない」の割合が高くなっています。また、９点で「あまり

できていない」の割合が、10点で「わからない」の割合が、６点で「おおむねできている」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

十
分
で
き
て
い
る 

お
お
む
ね
で
き
て
い

る あ
ま
り
で
き
て
い
な

い ほ
と
ん
ど
で
き
て
い

な
い 

わ
か
ら
な
い 

入
手
す
る
必
要
が
な

い 無
回
答 

全  体 468  1.7  20.1  28.8  28.2  16.2  4.3  0.6  

０点 1  － 100.0  － － － － － 

１点 1  － － 100.0  － － － － 

２点 6  － 16.7  － 50.0  16.7  16.7  － 

３点 6  － 16.7  33.3  50.0  － － － 

４点 36  － 13.9  36.1  25.0  19.4  2.8  2.8  

５点 82  － 17.1  26.8  34.1  15.9  6.1  － 

６点 59  3.4  13.6  28.8  25.4  23.7  5.1  － 

７点 87  1.1  23.0  27.6  27.6  18.4  2.3  － 

８点 93  1.1  21.5  33.3  24.7  14.0  4.3  1.1  

９点 38  2.6  31.6  21.1  26.3  13.2  5.3  － 

10 点 45  2.2  20.0  37.8  26.7  8.9  4.4  － 
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問 13 あなたは、福祉サービスに関する情報が必要な場合、どこから入手しています

か。（○はいくつでも） 

「町の広報紙「ほっとみたけ」」の割合が 51.9％と最も高く、次いで「町役場の窓口」の割合

が 31.6％、「友人や近所の人」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

町の広報紙「ほっとみたけ」

町役場の窓口

防災行政無線（こうほうみたけ）

社会福祉協議会の「社協だより」

社会福祉協議会の窓口

医療機関・福祉施設

民生委員・児童委員

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ（ケーブルテレビ、地域ＦＭ放送を
含む）

インターネットやＳＮＳ* （フェイスブック、ツ
イッター、ラインなど）

町のホームページ

友人や近所の人

その他

無回答

51.9

31.6

14.1

14.3

7.9

18.6

0.9

7.1

6.4

18.8

17.5

19.7

3.8

3.8

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29 歳で「インターネットやＳＮＳ*（フェイスブック、

ツイッター、ラインなど）」「町のホームページ」の割合が、30～39 歳で「インターネットやＳＮ

Ｓ*（フェイスブック、ツイッター、ラインなど）」の割合が、40～49 歳で「町のホームページ」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

町
の
広
報
紙
「
ほ
っ
と

み
た
け
」 

町
役
場
の
窓
口 

防
災
行
政
無
線
（
こ
う

ほ
う
み
た
け
） 

社
会
福
祉
協
議
会
の

「
社
協
だ
よ
り
」 

社
会
福
祉
協
議
会
の

窓
口 

医
療
機
関
・
福
祉
施
設 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

全  体 468  51.9  31.6  14.1  14.3  7.9  18.6  0.9  

男性 18～19 歳 2  50.0  － － － － － － 

   20～29 歳 10  40.0  20.0  － － － － － 

   30～39 歳 22  45.5  31.8  － 4.5  9.1  13.6  － 

   40～49 歳 16  50.0  43.8  6.3  － － 12.5  － 

   50～59 歳 38  47.4  39.5  10.5  10.5  7.9  18.4  － 

   60～69 歳 38  55.3  28.9  7.9  28.9  15.8  15.8  － 

   70～79 歳 61  52.5  37.7  13.1  18.0  6.6  14.8  － 

   80 歳以上 30  66.7  16.7  23.3  13.3  10.0  16.7  － 

女性 18～19 歳 4  50.0  25.0  25.0  － － － － 

   20～29 歳 10  60.0  30.0  － － － 30.0  － 

   30～39 歳 21  47.6  23.8  14.3  4.8  － 9.5  － 

   40～49 歳 22  54.5  31.8  9.1  9.1  9.1  18.2  － 

   50～59 歳 36  47.2  30.6  13.9  5.6  5.6  16.7  2.8  

   60～69 歳 64  51.6  31.3  14.1  17.2  12.5  31.3  1.6  

   70～79 歳 55  58.2  32.7  29.1  18.2  9.1  21.8  3.6  

   80 歳以上 34  35.3  38.2  14.7  23.5  5.9  23.5  － 
 

区分 

新
聞
・
雑
誌 

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
（
ケ

ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、
地
域

Ｆ
Ｍ
放
送
を
含
む
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や

Ｓ
Ｎ
Ｓ*

 

（
フ
ェ
イ
ス

ブ
ッ
ク
、
ツ
イ
ッ
タ

ー
、
ラ
イ
ン
な
ど
） 

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

友
人
や
近
所
の
人 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 7.1  6.4  18.8  17.5  19.7  3.8  3.8  

男性 18～19 歳 － － － 50.0  － － － 

   20～29 歳 10.0  20.0  70.0  50.0  10.0  － － 

   30～39 歳 － 4.5  54.5  40.9  13.6  － 4.5  

   40～49 歳 12.5  － 18.8  50.0  18.8  6.3  － 

   50～59 歳 5.3  2.6  36.8  15.8  7.9  2.6  5.3  

   60～69 歳 5.3  2.6  13.2  13.2  10.5  2.6  10.5  

   70～79 歳 6.6  9.8  8.2  8.2  19.7  3.3  3.3  

   80 歳以上 16.7  13.3  3.3  6.7  6.7  3.3  10.0  

女性 18～19 歳 50.0  25.0  25.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 － － 30.0  10.0  10.0  10.0  － 

   30～39 歳 14.3  4.8  42.9  42.9  38.1  － － 

   40～49 歳 4.5  4.5  22.7  36.4  22.7  9.1  － 

   50～59 歳 8.3  11.1  41.7  33.3  27.8  11.1  2.8  

   60～69 歳 7.8  6.3  7.8  9.4  31.3  3.1  3.1  

   70～79 歳 3.6  5.5  1.8  － 27.3  3.6  － 

   80 歳以上 2.9  2.9  5.9  5.9  11.8  2.9  8.8  
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問 14 あなたは、町の福祉サービスに関する情報提供について、どのようにしたら必要

な人に届くと思われますか。（○はいくつでも） 

「町の広報紙「ほっとみたけ」を充実させる」の割合が 62.4％と最も高く、次いで「町のホー

ムページを充実させる」の割合が 32.7％、「自治会など地域の人を介した情報提供を充実させる」

の割合が 28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

町の広報紙「ほっとみたけ」を充実させる

町のホームページを充実させる

防災行政無線（こうほうみたけ）を充実させる

パンフレットや情報誌をスーパーなど身近な場所に
置く

自治会など地域の人を介した情報提供を充実させる

メールマガジンを発行する

町の公式ＳＮＳアカウント（フェイスブック、ツ
イッター、LINE等）を充実させる

ケーブルテレビや地域ＦＭ放送を充実させる

その他

無回答

62.4

32.7

24.6

22.2

28.2

2.4

15.4

7.3

4.3

5.8

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29 歳で「町の公式ＳＮＳアカウント（フェイスブック、

ツイッター、LINE 等）を充実させる」の割合が、30～39歳で「町の公式ＳＮＳアカウント（フェ

イスブック、ツイッター、LINE等）を充実させる」の割合が、40～49歳で「町の公式ＳＮＳアカ

ウント（フェイスブック、ツイッター、LINE 等）を充実させる」の割合が高くなっています。ま

た、40～49 歳で「町の広報紙「ほっとみたけ」を充実させる」「町の広報紙「ほっとみたけ」を

充実させる」の割合が、20～29歳で「町の広報紙「ほっとみたけ」を充実させる」の割合が低く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

町
の
広
報
紙
「
ほ
っ
と
み
た
け
」
を
充
実
さ
せ
る 

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
充
実
さ
せ
る 

防
災
行
政
無
線
（
こ
う
ほ
う
み
た
け
）
を
充
実
さ
せ

る パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
情
報
誌
を
ス
ー
パ
ー
な
ど
身
近

な
場
所
に
置
く 

自
治
会
な
ど
地
域
の
人
を
介
し
た
情
報
提
供
を
充

実
さ
せ
る 

メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
を
発
行
す
る 

町
の
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ア
カ
ウ
ン
ト
（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
、L

I
NE

等
）
を
充
実
さ
せ
る 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
や
地
域
Ｆ
Ｍ
放
送
を
充
実
さ
せ

る そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  62.4  32.7  24.6  22.2  28.2  2.4  15.4  7.3  4.3  5.8  

男性 18～19 歳 2  50.0  － 50.0  50.0  50.0  － － － － － 

   20～29 歳 10  20.0  30.0  20.0  40.0  20.0  － 50.0  20.0  － － 

   30～39 歳 22  50.0  50.0  13.6  27.3  27.3  － 45.5  4.5  － 4.5  

   40～49 歳 16  18.8  43.8  － 25.0  25.0  6.3  43.8  － － 6.3  

   50～59 歳 38  63.2  50.0  18.4  26.3  21.1  5.3  18.4  7.9  5.3  2.6  

   60～69 歳 38  60.5  26.3  21.1  10.5  39.5  2.6  7.9  7.9  7.9  7.9  

   70～79 歳 61  72.1  32.8  19.7  23.0  29.5  － 6.6  13.1  1.6  3.3  

   80 歳以上 30  86.7  16.7  33.3  6.7  16.7  3.3  10.0  3.3  6.7  10.0  

女性 18～19 歳 4  75.0  － 25.0  50.0  50.0  － 25.0  － 25.0  － 

   20～29 歳 10  60.0  20.0  20.0  20.0  30.0  － 40.0  － 10.0  － 

   30～39 歳 21  71.4  57.1  9.5  38.1  19.0  4.8  42.9  － － － 

   40～49 歳 22  36.4  54.5  18.2  27.3  18.2  4.5  22.7  － 13.6  4.5  

   50～59 歳 36  55.6  47.2  25.0  30.6  27.8  8.3  25.0  11.1  8.3  5.6  

   60～69 歳 64  65.6  32.8  34.4  18.8  35.9  － 4.7  4.7  3.1  9.4  

   70～79 歳 55  72.7  14.5  43.6  23.6  32.7  1.8  1.8  12.7  1.8  1.8  

   80 歳以上 34  55.9  17.6  20.6  14.7  20.6  － － 5.9  2.9  17.6  
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問 15 あなたは、日々の暮らしの中でどのような悩みや不安を感じていますか。（○は

主なもの３つまで） 

「自分の健康に関すること」の割合が 50.9％と最も高く、次いで「家族の健康に関すること」

の割合が 42.1％、「収入や家計に関すること」の割合が 27.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

自分の健康に関すること

家族の健康に関すること

介護に関すること

仕事に関すること

近所付き合いに関すること

生きがい・将来のこと

住まいに関すること

収入や家計に関すること

子どもに関すること

災害に関すること

特にない

その他

無回答

50.9

42.1

23.9

10.0

3.0

16.2

4.5

27.4

13.7

15.2

9.6

1.5

4.5

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、30～39 歳で「子どもに関すること」の割合が、20～29 歳で

「仕事に関すること」の割合が、80歳以上で「自分の健康に関すること」の割合が高くなってい

ます。また、30～39 歳で「自分の健康に関すること」「自分の健康に関すること」の割合が、20

～29 歳で「家族の健康に関すること」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
の
健
康
に
関
す
る
こ
と 

家
族
の
健
康
に
関
す
る
こ
と 

介
護
に
関
す
る
こ
と 

仕
事
に
関
す
る
こ
と 

近
所
付
き
合
い
に
関
す
る
こ
と 

生
き
が
い
・
将
来
の
こ
と 

住
ま
い
に
関
す
る
こ
と 

収
入
や
家
計
に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
に
関
す
る
こ
と 

災
害
に
関
す
る
こ
と 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  50.9  42.1  23.9  10.0  3.0  16.2  4.5  27.4  13.7  15.2  9.6  1.5  4.5  

男性 18～19 歳 2  － － － 50.0  － 50.0  － － － 50.0  － － － 

   20～29 歳 10  30.0  20.0  30.0  40.0  － 40.0  10.0  40.0  － － 10.0  － － 

   30～39 歳 22  13.6  40.9  4.5  31.8  4.5  27.3  － 27.3  31.8  18.2  13.6  － 9.1  

   40～49 歳 16  37.5  43.8  12.5  18.8  6.3  6.3  18.8  25.0  31.3  18.8  12.5  － － 

   50～59 歳 38  44.7  47.4  26.3  18.4  5.3  23.7  － 28.9  26.3  13.2  7.9  2.6  2.6  

   60～69 歳 38  60.5  55.3  26.3  5.3  5.3  15.8  2.6  34.2  5.3  5.3  10.5  － 7.9  

   70～79 歳 61  62.3  45.9  21.3  4.9  1.6  6.6  3.3  31.1  3.3  6.6  14.8  － 1.6  

   80 歳以上 30  80.0  56.7  23.3  － 3.3  3.3  － 23.3  6.7  13.3  3.3  3.3  6.7  

女性 18～19 歳 4  － 50.0  － － － 25.0  25.0  25.0  － 25.0  25.0  － － 

   20～29 歳 10  － 30.0  10.0  20.0  － 40.0  － 40.0  40.0  30.0  10.0  － － 

   30～39 歳 21  28.6  23.8  14.3  33.3  4.8  19.0  14.3  33.3  47.6  23.8  4.8  － － 

   40～49 歳 22  40.9  27.3  13.6  9.1  4.5  22.7  9.1  36.4  36.4  18.2  4.5  4.5  － 

   50～59 歳 36  30.6  47.2  22.2  8.3  － 13.9  5.6  22.2  13.9  16.7  13.9  － 11.1  

   60～69 歳 64  50.0  50.0  29.7  6.3  3.1  17.2  1.6  29.7  7.8  26.6  6.3  4.7  4.7  

   70～79 歳 55  70.9  34.5  30.9  3.6  1.8  12.7  7.3  18.2  5.5  14.5  7.3  1.8  3.6  

   80 歳以上 34  67.6  26.5  41.2  － 2.9  17.6  － 20.6  2.9  11.8  11.8  － 8.8  
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問 16 あなたは悩みや不安について誰に（どこに）相談していますか。（○はいくつで

も） 

「家族・親族」の割合が 78.4％と最も高く、次いで「知人・友人」の割合が 38.5％、「医師・

保健師」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

家族・親族

民生委員・児童委員

自治会役員

近所の人

知人・友人

行政（町役場など）

医師・保健師

誰もいない

相談したくない

ケアマネジャー、ヘルパー

その他

無回答

78.4

0.6

0.4

4.3

38.5

4.7

14.5

4.3

1.9

6.0

2.1

4.1

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29 歳で「知人・友人」「知人・友人」「家族・親族」高く

なっています。また、80 歳以上で「知人・友人」「知人・友人」の割合が、30～39歳で「家族・

親族」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

民
生
委
員
・
児
童
委
員 

自
治
会
役
員 

近
所
の
人 

知
人
・
友
人 

行
政
（
町
役
場
な
ど
） 

医
師
・
保
健
師 

誰
も
い
な
い 

相
談
し
た
く
な
い 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
ヘ
ル
パ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  78.4  0.6  0.4  4.3  38.5  4.7  14.5  4.3  1.9  6.0  2.1  4.1  

男性 18～19 歳 2  100.0  － － － － － － － － － － － 

   20～29 歳 10  90.0  － － － 90.0  － － － － － － － 

   30～39 歳 22  63.6  － － 4.5  36.4  － 4.5  18.2  4.5  － 4.5  4.5  

   40～49 歳 16  75.0  － － － 31.3  12.5  6.3  6.3  － － － 6.3  

   50～59 歳 38  89.5  － 2.6  － 42.1  － 10.5  2.6  － － 2.6  － 

   60～69 歳 38  78.9  － － － 34.2  5.3  13.2  2.6  2.6  5.3  － 10.5  

   70～79 歳 61  77.0  － 1.6  4.9  27.9  8.2  23.0  6.6  1.6  4.9  3.3  1.6  

   80 歳以上 30  86.7  － － 6.7  23.3  3.3  26.7  － － 6.7  3.3  6.7  

女性 18～19 歳 4  100.0  － － － 100.0  － － － － － － － 

   20～29 歳 10  100.0  － － － 70.0  － 10.0  － － － － － 

   30～39 歳 21  85.7  － － － 57.1  4.8  4.8  9.5  － － 4.8  － 

   40～49 歳 22  77.3  － － － 45.5  － 9.1  9.1  － 4.5  4.5  4.5  

   50～59 歳 36  80.6  － － 2.8  38.9  2.8  5.6  2.8  2.8  2.8  2.8  5.6  

   60～69 歳 64  73.4  1.6  － 3.1  39.1  1.6  14.1  3.1  6.3  14.1  1.6  6.3  

   70～79 歳 55  74.5  1.8  － 12.7  45.5  7.3  14.5  1.8  1.8  3.6  1.8  1.8  

   80 歳以上 34  67.6  2.9  － 11.8  17.6  14.7  35.3  2.9  － 23.5  － 5.9  
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（４）地域活動について 

問 17 あなたは、近所の人とは、どの程度付き合いをしていますか。（○は１つだけ） 

「顔が合えばあいさつはする」の割合が 53.8％と最も高く、次いで「気の合った人とは親しく

している」の割合が 20.5％、「日頃から助け合っている」の割合が 12.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、70～79

歳で「気の合った人とは親しくしている」の割合が、50～59 歳で「顔が合えばあいさつはする」

の割合が高くなっています。また、80歳以上で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、70～79

歳で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、30～39 歳で「顔が合えばあいさつはする」の割合

が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
頃
か
ら
助
け
合
っ

て
い
る 

気
の
合
っ
た
人
と
は

親
し
く
し
て
い
る 

顔
が
合
え
ば
あ
い
さ

つ
は
す
る 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ
わ

な
い 

近
所
に
ど
ん
な
人
が

住
ん
で
い
る
か
分
か

ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  12.8  20.5  53.8  6.6  1.7  0.6  3.8  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  50.0  － － － － 

   20～29 歳 10  － － 80.0  20.0  － － － 

   30～39 歳 22  13.6  9.1  36.4  22.7  9.1  － 9.1  

   40～49 歳 16  18.8  12.5  56.3  12.5  － － － 

   50～59 歳 38  15.8  10.5  60.5  7.9  5.3  － － 

   60～69 歳 38  10.5  21.1  47.4  5.3  2.6  － 13.2  

   70～79 歳 61  16.4  21.3  49.2  9.8  － 1.6  1.6  

   80 歳以上 30  20.0  30.0  33.3  6.7  － － 10.0  

女性 18～19 歳 4  － － 100.0  － － － － 

   20～29 歳 10  10.0  10.0  60.0  10.0  10.0  － － 

   30～39 歳 21  4.8  9.5  66.7  9.5  9.5  － － 

   40～49 歳 22  4.5  18.2  68.2  9.1  － － － 

   50～59 歳 36  13.9  11.1  69.4  2.8  － － 2.8  

   60～69 歳 64  9.4  20.3  65.6  － － － 4.7  

   70～79 歳 55  20.0  41.8  34.5  1.8  － 1.8  － 

   80 歳以上 34  8.8  17.6  55.9  5.9  － 2.9  8.8  

  

回答者数 = 468 ％

日頃から助け合っている

気の合った人とは親しくしている

顔が合えばあいさつはする

ほとんどつきあわない

近所にどんな人が住んでいるか分からない

その他

無回答

12.8

20.5

53.8

6.6

1.7

0.6

3.8

0 20 40 60 80 100



196 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「日頃から助け合っている」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
頃
か
ら
助
け
合
っ

て
い
る 

気
の
合
っ
た
人
と
は

親
し
く
し
て
い
る 

顔
が
合
え
ば
あ
い
さ

つ
は
す
る 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ
わ

な
い 

近
所
に
ど
ん
な
人
が

住
ん
で
い
る
か
分
か

ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  12.8  20.5  53.8  6.6  1.7  0.6  3.8  

上之郷 55  21.8  16.4  50.9  7.3  1.8  － 1.8  

御嵩 99  9.1  23.2  56.6  4.0  3.0  1.0  3.0  

中 172  12.8  20.3  49.4  9.9  1.7  1.2  4.7  

伏見 136  12.5  19.9  58.1  4.4  0.7  － 4.4  

わからない 4  － 25.0  75.0  － － － － 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、10点で「日頃から助け合っている」の割合が、９点で「日頃か

ら助け合っている」の割合が、４点で「顔が合えばあいさつはする」の割合が高くなっています。

また、９点で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、４点で「気の合った人とは親しくしてい

る」「日頃から助け合っている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
頃
か
ら
助
け
合

っ
て
い
る 

気
の
合
っ
た
人
と

は
親
し
く
し
て
い

る 顔
が
合
え
ば
あ
い

さ
つ
は
す
る 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ

わ
な
い 

近
所
に
ど
ん
な
人

が
住
ん
で
い
る
か

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  12.8  20.5  53.8  6.6  1.7  0.6  3.8  

０点 1  － － － 100.0  － － － 

１点 1  － － 100.0  － － － － 

２点 6  － 33.3  50.0  16.7  － － － 

３点 6  － 50.0  33.3  16.7  － － － 

４点 36  5.6  11.1  63.9  13.9  － － 5.6  

５点 82  11.0  19.5  53.7  6.1  2.4  2.4  4.9  

６点 59  10.2  20.3  54.2  8.5  3.4  － 3.4  

７点 87  12.6  18.4  58.6  4.6  1.1  1.1  3.4  

８点 93  10.8  22.6  55.9  6.5  2.2  － 2.2  

９点 38  23.7  28.9  42.1  2.6  － － 2.6  

10 点 45  24.4  13.3  53.3  2.2  2.2  － 4.4  
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、他に比べ、２年以下で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、５～９

年で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、３～４年で「顔が合えばあいさつはする」の割合

が高くなっています。また、10～17 年で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、18 年以上（生

まれてからずっと）で「顔が合えばあいさつはする」の割合が、３～４年で「日頃から助け合っ

ている」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

日
頃
か
ら
助
け
合

っ
て
い
る 

気
の
合
っ
た
人
と

は
親
し
く
し
て
い

る 顔
が
合
え
ば
あ
い

さ
つ
は
す
る 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ

わ
な
い 

近
所
に
ど
ん
な
人

が
住
ん
で
い
る
か

分
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  12.8  20.5  53.8  6.6  1.7  0.6  3.8  

18 年以上（生まれて
からずっと） 

122  15.6  21.3  46.7  7.4  0.8  1.6  6.6  

18 年以上（転入して
以来） 

250  11.2  24.4  55.2  4.8  0.4  0.4  3.6  

10～17 年 38  21.1  21.1  44.7  7.9  5.3  － － 

５～９年 27  11.1  － 70.4  14.8  － － 3.7  

３～４年 15  6.7  － 66.7  13.3  13.3  － － 

２年以下 12  8.3  － 75.0  － 16.7  － － 

 

 

問 18 あなた（あなたの世帯）は、自治会や子ども会などの地域活動をしていますか。

（○は１つだけ） 

「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が 44.2％と最も高く、次いで

「活動している」の割合が 36.3％、「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の

割合が 10.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

活動している

現在は活動していないが、過去に活動した
ことがある

活動したことはないが、今後活動したい

活動したことはなく、今後も活動したいと
は思わない

無回答

36.3

44.2

4.1

10.7

4.7

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思

わない」の割合が、40～49 歳で「活動している」の割合が、50～59歳で「活動している」の割合

が高くなっています。また、30～39歳で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」

の割合が、40～49歳で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が、20～

29 歳で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  36.3  44.2  4.1  10.7  4.7  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － － － 

   20～29 歳 10  40.0  20.0  － 40.0  － 

   30～39 歳 22  40.9  13.6  18.2  22.7  4.5  

   40～49 歳 16  50.0  18.8  12.5  18.8  － 

   50～59 歳 38  55.3  34.2  － 10.5  － 

   60～69 歳 38  28.9  57.9  － 5.3  7.9  

   70～79 歳 61  39.3  45.9  1.6  9.8  3.3  

   80 歳以上 30  26.7  53.3  6.7  6.7  6.7  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  25.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  30.0  30.0  20.0  20.0  － 

   30～39 歳 21  42.9  23.8  9.5  23.8  － 

   40～49 歳 22  63.6  27.3  4.5  4.5  － 

   50～59 歳 36  38.9  47.2  2.8  8.3  2.8  

   60～69 歳 64  35.9  54.7  1.6  4.7  3.1  

   70～79 歳 55  27.3  61.8  － 7.3  3.6  

   80 歳以上 34  17.6  44.1  2.9  11.8  23.5  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」

の割合が高くなっています。また、他に比べ、上之郷で「活動したことはなく、今後も活動した

いとは思わない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て

い
な
い
が
、
過
去
に

活
動
し
た
こ
と
が

あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は

な
い
が
、
今
後
活
動

し
た
い 

活
動
し
た
こ
と
は

な
く
、
今
後
も
活
動

し
た
い
と
は
思
わ

な
い 

無
回
答 

全  体 468  36.3  44.2  4.1  10.7  4.7  

上之郷 55  38.2  52.7  1.8  5.5  1.8  

御嵩 99  33.3  43.4  5.1  13.1  5.1  

中 172  36.6  40.7  5.8  12.2  4.7  

伏見 136  36.8  45.6  2.2  9.6  5.9  

わからない 4  50.0  50.0  － － － 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、４点で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」

の割合が、９点で「活動している」の割合が、８点で「活動している」の割合が高くなっていま

す。また、他に比べ、４点で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が

低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  36.3  44.2  4.1  10.7  4.7  

０点 1  － － － 100.0  － 

１点 1  100.0  － － － － 

２点 6  － 83.3  16.7  － － 

３点 6  33.3  33.3  33.3  － － 

４点 36  36.1  52.8  － 5.6  5.6  

５点 82  32.9  45.1  3.7  12.2  6.1  

６点 59  35.6  47.5  － 15.3  1.7  

７点 87  37.9  42.5  4.6  8.0  6.9  

８点 93  41.9  39.8  1.1  14.0  3.2  

９点 38  44.7  39.5  5.3  7.9  2.6  

10 点 45  33.3  46.7  8.9  8.9  2.2  
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、他に比べ、３～４年で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思

わない」の割合が、２年以下で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合

が、５～９年で「活動している」の割合が、10～17 年で「活動している」の割合が高くなってい

ます。また、３～４年で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が、２

年以下で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が、５～９年で「現在

は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  36.3  44.2  4.1  10.7  4.7  

18 年以上（生まれてからず
っと） 

122  34.4  42.6  4.9  12.3  5.7  

18 年以上（転入して以来） 250  33.6  51.6  2.8  6.0  6.0  

10～17 年 38  50.0  36.8  － 13.2  － 

５～９年 27  55.6  22.2  － 22.2  － 

３～４年 15  26.7  13.3  26.7  33.3  － 

２年以下 12  33.3  16.7  16.7  33.3  － 

 

 

問 19 どの程度の活動ですか。（○は１つだけ） 

「役員としての活動」の割合が 65.0％と最も高く、次いで「頼まれたときに少し」の割合が

23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 377 ％

積極的な活動

役員としての活動

頼まれたときに少し

無回答

9.0

65.0

23.1

2.9

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、30～39 歳で「頼まれたときに少し」の割合が、60～69 歳で

「役員としての活動」の割合が、40～49 歳で「役員としての活動」の割合が高くなっています。

また、80歳以上で「役員としての活動」「役員としての活動」の割合が、30～39 歳で「役員とし

ての活動」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
な
活
動 

役
員
と
し
て
の
活
動 

頼
ま
れ
た
と
き
に
少

し 無
回
答 

全  体 377  9.0  65.0  23.1  2.9  

男性 18～19 歳 2  100.0  － － － 

   20～29 歳 6  － 16.7  83.3  － 

   30～39 歳 12  － 41.7  58.3  － 

   40～49 歳 11  9.1  81.8  9.1  － 

   50～59 歳 34  8.8  61.8  29.4  － 

   60～69 歳 33  － 90.9  9.1  － 

   70～79 歳 52  13.5  71.2  13.5  1.9  

   80 歳以上 24  12.5  50.0  29.2  8.3  

女性 18～19 歳 1  － － 100.0  － 

   20～29 歳 6  16.7  33.3  50.0  － 

   30～39 歳 14  7.1  64.3  28.6  － 

   40～49 歳 20  10.0  65.0  25.0  － 

   50～59 歳 31  9.7  80.6  9.7  － 

   60～69 歳 58  3.4  65.5  25.9  5.2  

   70～79 歳 49  14.3  69.4  12.2  4.1  

   80 歳以上 21  9.5  38.1  38.1  14.3  

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「頼まれたときに少し」の割合が、中で「役員としての

活動」の割合が高くなっています。また、他に比べ、上之郷で「役員としての活動」の割合が低

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
な
活
動 

役
員
と
し
て
の
活
動 

頼
ま
れ
た
と
き
に
少

し 無
回
答 

全  体 377  9.0  65.0  23.1  2.9  

上之郷 50  16.0  50.0  32.0  2.0  

御嵩 76  9.2  63.2  22.4  5.3  

中 133  6.8  70.7  19.5  3.0  

伏見 112  8.9  66.1  23.2  1.8  

わからない 4  － 75.0  25.0  － 
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問 20 どのような活動内容ですか。（○はいくつでも） 

「自治会の活動」の割合が 82.5％と最も高く、次いで「子ども会の活動」の割合が 38.2％、

「ＰＴＡの活動」の割合が 21.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49歳で「子ども会の活動」の割合が、30～39歳で「子ど

も会の活動」「ＰＴＡの活動」の割合が高くなっています。また、80 歳以上で「自治会の活動」

「子ども会の活動」「子ども会の活動」の割合が、30～39 歳で「子ども会の活動」の割合が低く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
の
活
動 

子
ど
も
会
の
活
動 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
活
動 

高
齢
者
の
自
主
的
な

活
動 

婦
人
の
会
等
の
活
動 

地
域
防
災
の
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 377  82.5  38.2  21.5  6.6  6.4  7.7  3.4  1.9  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － － － － － － 

   20～29 歳 6  66.7  50.0  33.3  － － － － － 

   30～39 歳 12  91.7  16.7  － － － － 8.3  － 

   40～49 歳 11  90.9  45.5  27.3  － － － － － 

   50～59 歳 34  100.0  38.2  11.8  － － 14.7  － － 

   60～69 歳 33  93.9  42.4  15.2  3.0  － 9.1  3.0  － 

   70～79 歳 52  86.5  25.0  13.5  5.8  3.8  9.6  3.8  3.8  

   80 歳以上 24  79.2  16.7  8.3  25.0  － 4.2  12.5  4.2  

女性 18～19 歳 1  － 100.0  － － － － － － 

   20～29 歳 6  50.0  66.7  16.7  － － － － － 

   30～39 歳 14  71.4  64.3  42.9  － － 14.3  － － 

   40～49 歳 20  70.0  65.0  40.0  － － 10.0  5.0  － 

   50～59 歳 31  93.5  58.1  25.8  － － 12.9  3.2  － 

   60～69 歳 58  82.8  41.4  32.8  3.4  8.6  3.4  － 1.7  

   70～79 歳 49  79.6  32.7  28.6  20.4  28.6  10.2  6.1  2.0  

   80 歳以上 21  57.1  14.3  9.5  9.5  14.3  － 4.8  9.5  

  

回答者数 = 377 ％

自治会の活動

子ども会の活動

ＰＴＡの活動

高齢者の自主的な活動

婦人の会等の活動

地域防災の活動

その他

無回答

82.5

38.2

21.5

6.6

6.4

7.7

3.4

1.9

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「ＰＴＡの活動」の割合が、伏見で「ＰＴＡの活動」「自

治会の活動」の割合が高くなっています。また、御嵩で「ＰＴＡの活動」の割合が、上之郷で「自

治会の活動」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
の
活
動 

子
ど
も
会
の
活
動 

Ｐ
Ｔ
Ａ
の
活
動 

高
齢
者
の
自
主
的
な

活
動 

婦
人
の
会
等
の
活
動 

地
域
防
災
の
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 377  82.5  38.2  21.5  6.6  6.4  7.7  3.4  1.9  

上之郷 50  76.0  36.0  30.0  14.0  12.0  10.0  － 2.0  

御嵩 76  85.5  38.2  5.3  2.6  7.9  11.8  3.9  1.3  

中 133  79.7  38.3  23.3  6.8  3.8  6.0  2.3  3.0  

伏見 112  87.5  40.2  27.7  5.4  6.3  6.3  6.3  0.9  

わからない 4  75.0  25.0  － － － － － － 

 

 

 

問 21 活動の目的は何ですか。（○は１つだけ） 

「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が 52.8％と最も高く、次いで「地域をより良いもの

にしたい」の割合が 21.5％、「隣近所とのふれあいを求めて」の割合が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 377 ％

地域をより良いものにしたい

隣近所とのふれあいを求めて

自分自身の向上のため

近所づきあいや順番で仕方なく

その他

無回答

21.5

15.4

4.0

52.8

2.9

3.4

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59歳で「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が、40

～49 歳で「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が、70～79 歳で「地域をより良いものにした

い」の割合が高くなっています。また、80歳以上で「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が、

70～79 歳で「近所づきあいや順番で仕方なく」「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が低く

なっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

地
域
を
よ
り
良
い
も

の
に
し
た
い 

隣
近
所
と
の
ふ
れ
あ

い
を
求
め
て 

自
分
自
身
の
向
上
の

た
め 

近
所
づ
き
あ
い
や
順

番
で
仕
方
な
く 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 377  21.5  15.4  4.0  52.8  2.9  3.4  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 6  16.7  － － 66.7  － 16.7  

   30～39 歳 12  8.3  25.0  8.3  58.3  － － 

   40～49 歳 11  9.1  9.1  － 72.7  9.1  － 

   50～59 歳 34  8.8  14.7  － 76.5  － － 

   60～69 歳 33  21.2  9.1  3.0  66.7  － － 

   70～79 歳 52  40.4  9.6  9.6  36.5  1.9  1.9  

   80 歳以上 24  29.2  29.2  4.2  29.2  4.2  4.2  

女性 18～19 歳 1  － － － 100.0  － － 

   20～29 歳 6  33.3  16.7  － 33.3  16.7  － 

   30～39 歳 14  28.6  － － 64.3  7.1  － 

   40～49 歳 20  15.0  15.0  － 60.0  10.0  － 

   50～59 歳 31  19.4  9.7  － 61.3  9.7  － 

   60～69 歳 58  19.0  17.2  － 56.9  － 6.9  

   70～79 歳 49  18.4  28.6  8.2  38.8  － 6.1  

   80 歳以上 21  19.0  9.5  9.5  42.9  4.8  14.3  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見で「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が、上之郷で「地

域をより良いものにしたい」「隣近所とのふれあいを求めて」の割合が高くなっています。また、

上之郷で「近所づきあいや順番で仕方なく」の割合が、御嵩で「地域をより良いものにしたい」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

地
域
を
よ
り
良
い
も

の
に
し
た
い 

隣
近
所
と
の
ふ
れ
あ

い
を
求
め
て 

自
分
自
身
の
向
上
の

た
め 

近
所
づ
き
あ
い
や
順

番
で
仕
方
な
く 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 377  21.5  15.4  4.0  52.8  2.9  3.4  

上之郷 50  30.0  22.0  6.0  34.0  6.0  2.0  

御嵩 76  14.5  21.1  2.6  53.9  3.9  3.9  

中 133  24.1  13.5  3.8  51.1  2.3  5.3  

伏見 112  18.8  10.7  4.5  62.5  1.8  1.8  

わからない 4  25.0  25.0  － 50.0  － － 

 

問 22 活動していない理由・活動したいと思わない理由は何ですか（○は１つだけ） 

「知り合いがいない」の割合が 15.9％と最も高く、次いで「自治会活動がめんどう」、「参加方

法がわからない」の割合が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 69 ％

自治会活動がめんどう

引っ越して間もない

勤務などの都合で機会がない

時間がない

興味や関心がない

体調がすぐれない

知り合いがいない

参加方法がわからない

役が回ってくる

その他

無回答

13.0

4.3

8.7

5.8

5.8

5.8

15.9

13.0

5.8

8.7

13.0

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
活
動
が
め
ん

ど
う 

引
っ
越
し
て
間
も
な

い 勤
務
な
ど
の
都
合
で

機
会
が
な
い 

時
間
が
な
い 

興
味
や
関
心
が
な
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

知
り
合
い
が
い
な
い 

参
加
方
法
が
わ
か
ら

な
い 

役
が
回
っ
て
く
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 69  13.0  4.3  8.7  5.8  5.8  5.8  15.9  13.0  5.8  8.7  13.0  

男性 18～19 歳 － － － － － － － － － － － － 

   20～29 歳 4  － 25.0  25.0  － － － 25.0  25.0  － － － 

   30～39 歳 9  11.1  － 11.1  － 11.1  － 22.2  33.3  － 11.1  － 

   40～49 歳 5  － － 40.0  20.0  － － － － 20.0  － 20.0  

   50～59 歳 4  25.0  － － － － － 25.0  － － － 50.0  

   60～69 歳 2  50.0  － － － － － － － － － 50.0  

   70～79 歳 7  － － － － 14.3  － 42.9  － 14.3  － 28.6  

   80 歳以上 4  － － － － － 75.0  － 25.0  － － － 

女性 18～19 歳 3  － － － 33.3  33.3  － － － － 33.3  － 

   20～29 歳 4  25.0  25.0  － － － － 50.0  － － － － 

   30～39 歳 7  42.9  － 14.3  － － － 14.3  14.3  － － 14.3  

   40～49 歳 2  － 50.0  － － 50.0  － － － － － － 

   50～59 歳 4  25.0  － 25.0  － － － － 25.0  25.0  － － 

   60～69 歳 4  25.0  － － － － － 25.0  25.0  － － 25.0  

   70～79 歳 4  － － － 25.0  － 25.0  － － 25.0  25.0  － 

   80 歳以上 5  － － － 20.0  － － － 20.0  － 60.0  － 

 

  



207 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、中で「自治会活動がめんどう」の割合が、御嵩で「知り合いがい

ない」の割合が高くなっています。また、伏見で「知り合いがいない」の割合が、御嵩で「自治

会活動がめんどう」の割合が、中で「参加方法がわからない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
活
動
が
め
ん

ど
う 

引
っ
越
し
て
間
も
な

い 勤
務
な
ど
の
都
合
で

機
会
が
な
い 

時
間
が
な
い 

興
味
や
関
心
が
な
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

知
り
合
い
が
い
な
い 

参
加
方
法
が
わ
か
ら

な
い 

役
が
回
っ
て
く
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 69  13.0  4.3  8.7  5.8  5.8  5.8  15.9  13.0  5.8  8.7  13.0  

上之郷 4  － － － － － － － 50.0  － 25.0  25.0  

御嵩 18  5.6  5.6  － 11.1  － － 22.2  16.7  11.1  11.1  16.7  

中 31  19.4  3.2  12.9  － 9.7  6.5  19.4  6.5  3.2  6.5  12.9  

伏見 16  12.5  6.3  12.5  12.5  6.3  12.5  6.3  12.5  6.3  6.3  6.3  

わからない － － － － － － － － － － － － 

 

 

問 23 あなたは、ボランティア活動をしていますか。（○は１つだけ） 

「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が 46.8％と最も高く、次いで

「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が 19.9％、「活動したことはな

いが、今後活動したい」の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

活動している

現在は活動していないが、過去に活動した
ことがある

活動したことはないが、今後活動したい

活動したことはなく、今後も活動したいと
は思わない

無回答

10.9

19.9

17.7

46.8

4.7

0 20 40 60 80 100



208 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、80歳以上で「現在は活動していないが、過去に活動したこと

がある」の割合が、40～49 歳で「活動したことはないが、今後活動したい」の割合が、30～39歳

で「活動したことはないが、今後活動したい」の割合が高くなっています。また、80歳以上で「活

動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」「活動したことはないが、今後活動したい」

の割合が、40～49歳で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  10.9  19.9  17.7  46.8  4.7  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 10  － 30.0  20.0  50.0  － 

   30～39 歳 22  9.1  9.1  36.4  40.9  4.5  

   40～49 歳 16  12.5  6.3  37.5  43.8  － 

   50～59 歳 38  10.5  10.5  15.8  63.2  － 

   60～69 歳 38  23.7  15.8  13.2  44.7  2.6  

   70～79 歳 61  21.3  16.4  14.8  44.3  3.3  

   80 歳以上 30  10.0  50.0  － 30.0  10.0  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  25.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  － 20.0  20.0  60.0  － 

   30～39 歳 21  4.8  19.0  23.8  52.4  － 

   40～49 歳 22  9.1  22.7  31.8  36.4  － 

   50～59 歳 36  2.8  11.1  30.6  55.6  － 

   60～69 歳 64  7.8  18.8  21.9  46.9  4.7  

   70～79 歳 55  14.5  21.8  10.9  43.6  9.1  

   80 歳以上 34  － 26.5  2.9  52.9  17.6  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」

の割合が、上之郷で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が高くなっ

ています。また、御嵩で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が、中

で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が、上之郷で「活動したこと

はないが、今後活動したい」「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が低

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  10.9  19.9  17.7  46.8  4.7  

上之郷 55  12.7  27.3  12.7  41.8  5.5  

御嵩 99  8.1  12.1  17.2  55.6  7.1  

中 172  14.0  20.3  20.9  40.1  4.7  

伏見 136  8.8  22.1  16.9  49.3  2.9  

わからない 4  － － － 100.0  － 

 

【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、10点で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」

の割合が、７点で「活動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が、４点で「活

動したことはなく、今後も活動したいとは思わない」の割合が、９点で「活動したことはないが、

今後活動したい」の割合が高くなっています。また、10点で「活動したことはなく、今後も活動

したいとは思わない」「活動したことはないが、今後活動したい」の割合が、９点で「現在は活動

していないが、過去に活動したことがある」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

活
動
し
て
い
る 

現
在
は
活
動
し
て
い

な
い
が
、
過
去
に
活
動

し
た
こ
と
が
あ
る 

活
動
し
た
こ
と
は
な

い
が
、
今
後
活
動
し
た

い 活
動
し
た
こ
と
は
な

く
、
今
後
も
活
動
し
た

い
と
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  10.9  19.9  17.7  46.8  4.7  

０点 1  100.0  － － － － 

１点 1  － － 100.0  － － 

２点 6  － 16.7  16.7  66.7  － 

３点 6  16.7  50.0  33.3  － － 

４点 36  11.1  16.7  13.9  52.8  5.6  

５点 82  9.8  23.2  20.7  41.5  4.9  

６点 59  11.9  22.0  16.9  49.2  － 

７点 87  9.2  16.1  16.1  55.2  3.4  

８点 93  11.8  15.1  18.3  49.5  5.4  

９点 38  10.5  10.5  23.7  52.6  2.6  

10 点 45  15.6  40.0  8.9  28.9  6.7  
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問 24 どのようなボランティアの活動内容ですか。（○はいくつでも） 

「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が 27.1％と最も高く、次いで「高齢者に関

わる活動」の割合が 24.3％、「自然や環境保護に関わる活動」の割合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 144 ％

子育てや児童に関わる活動

青少年の教育・育成に関わる活動

高齢者に関わる活動

障がいのある人（児）に関わる活動

保健・医療に関わる活動

自然や環境保護に関わる活動

スポーツ・文化・レクリエーション活動

まちづくりに関わる活動

被災地での支援活動（災害ボランティア）

その他

無回答

22.2

18.1

24.3

8.3

4.2

22.9

27.1

16.7

6.3

7.6

1.4

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、70～79 歳で「高齢者に関わる活動」の割合が、60～69 歳で

「高齢者に関わる活動」の割合が、80歳以上で「自然や環境保護に関わる活動」の割合が高くな

っています。また、60～69 歳で「スポーツ・文化・レクリエーション活動」「子育てや児童に関

わる活動」の割合が、70～79歳で「子育てや児童に関わる活動」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ
る

活
動 

青
少
年
の
教
育
・
育
成
に

関
わ
る
活
動 

高
齢
者
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
人
（
児
）
に

関
わ
る
活
動 

保
健
・
医
療
に
関
わ
る
活

動 自
然
や
環
境
保
護
に
関
わ

る
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
活

動 被
災
地
で
の
支
援
活
動

（
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 144  22.2  18.1  24.3  8.3  4.2  22.9  27.1  16.7  6.3  7.6  1.4  

男性 18～19 歳 2  － － － － － － 50.0  － － 50.0  － 

   20～29 歳 3  － － － － － － 100.0  － － － － 

   30～39 歳 4  － 25.0  － － 25.0  － 50.0  － 25.0  50.0  － 

   40～49 歳 3  66.7  33.3  － 33.3  － 33.3  33.3  33.3  33.3  － － 

   50～59 歳 8  25.0  37.5  － － － 12.5  37.5  25.0  － 12.5  12.5  

   60～69 歳 15  6.7  20.0  13.3  6.7  － 26.7  33.3  20.0  － 6.7  － 

   70～79 歳 23  8.7  21.7  26.1  4.3  － 30.4  26.1  8.7  4.3  17.4  － 

   80 歳以上 18  16.7  22.2  11.1  5.6  － 44.4  33.3  22.2  11.1  5.6  5.6  

女性 18～19 歳 1  － － － － － 100.0  － － － － － 

   20～29 歳 2  － － － 50.0  － 50.0  － － 50.0  － － 

   30～39 歳 5  40.0  20.0  60.0  20.0  － 20.0  60.0  － － － － 

   40～49 歳 7  57.1  － － － － 14.3  14.3  14.3  － － － 

   50～59 歳 5  60.0  － － － 20.0  － 20.0  40.0  － － － 

   60～69 歳 17  29.4  11.8  52.9  23.5  11.8  17.6  5.9  5.9  5.9  5.9  － 

   70～79 歳 20  25.0  20.0  55.0  5.0  10.0  10.0  20.0  25.0  5.0  － － 

   80 歳以上 9  33.3  11.1  11.1  11.1  － 22.2  22.2  22.2  11.1  － － 
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見で「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が、上

之郷で「高齢者に関わる活動」の割合が、御嵩で「まちづくりに関わる活動」の割合が高くなっ

ています。また、御嵩で「青少年の教育・育成に関わる活動」「高齢者に関わる活動」の割合が、

中で「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ
る

活
動 

青
少
年
の
教
育
・
育
成
に

関
わ
る
活
動 

高
齢
者
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
人
（
児
）
に

関
わ
る
活
動 

保
健
・
医
療
に
関
わ
る
活

動 自
然
や
環
境
保
護
に
関
わ

る
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
活

動 被
災
地
で
の
支
援
活
動

（
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 144  22.2  18.1  24.3  8.3  4.2  22.9  27.1  16.7  6.3  7.6  1.4  

上之郷 22  22.7  18.2  40.9  9.1  － 13.6  18.2  13.6  4.5  18.2  － 

御嵩 20  25.0  5.0  15.0  15.0  － 25.0  30.0  25.0  10.0  10.0  － 

中 59  23.7  16.9  23.7  8.5  6.8  28.8  16.9  13.6  6.8  5.1  3.4  

伏見 42  19.0  26.2  19.0  4.8  4.8  19.0  45.2  16.7  4.8  4.8  － 

わからない － － － － － － － － － － － － 

 

問 25  今後、どのようなボランティア活動に参加したいと思いますか。（○は主なもの

３つまで） 

「自然や環境保護に関わる活動」の割合が 39.8％と最も高く、次いで「子育てや児童に関わる

活動」の割合が 36.1％、「高齢者に関わる活動」の割合が 21.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 83 ％

子育てや児童に関わる活動

青少年の教育・育成に関わる活動

高齢者に関わる活動

障がいのある人（児）に関わる活動

保健・医療に関わる活動

自然や環境保護に関わる活動

スポーツ・文化・レクリエーション活動

まちづくりに関わる活動

被災地での支援活動（災害ボランティア）

その他

無回答

36.1

9.6

21.7

14.5

8.4

39.8

19.3

19.3

15.7

1.2

1.2

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59 歳で「高齢者に関わる活動」「障がいのある人（児）

に関わる活動」の割合が、60～69歳で「高齢者に関わる活動」の割合が高くなっています。また、

50～59歳で「自然や環境保護に関わる活動」「被災地での支援活動（災害ボランティア）」の割合

が、60～69歳で「子育てや児童に関わる活動」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ

る
活
動 

青
少
年
の
教
育
・
育
成
に

関
わ
る
活
動 

高
齢
者
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
人
（
児
）

に
関
わ
る
活
動 

保
健
・
医
療
に
関
わ
る
活

動 自
然
や
環
境
保
護
に
関

わ
る
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る

活
動 

被
災
地
で
の
支
援
活
動

（
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 83  36.1  9.6  21.7  14.5  8.4  39.8  19.3  19.3  15.7  1.2  1.2  

男性 18～19 歳 － － － － － － － － － － － － 

   20～29 歳 2  50.0  50.0  － － － 50.0  － － － － 50.0  

   30～39 歳 8  25.0  37.5  － 12.5  37.5  50.0  25.0  25.0  25.0  － － 

   40～49 歳 6  33.3  － 16.7  16.7  － 33.3  33.3  50.0  － 16.7  － 

   50～59 歳 6  33.3  16.7  － － － 33.3  16.7  16.7  33.3  － － 

   60～69 歳 5  20.0  － － 20.0  － 40.0  20.0  20.0  60.0  － － 

   70～79 歳 9  33.3  22.2  11.1  － － 77.8  33.3  11.1  11.1  － － 

   80 歳以上 － － － － － － － － － － － － 

女性 18～19 歳 1  100.0  － － － 100.0  － － － － － － 

   20～29 歳 2  50.0  － － － － 50.0  － － － － － 

   30～39 歳 5  60.0  － 20.0  － 20.0  60.0  20.0  20.0  － － － 

   40～49 歳 7  57.1  － 14.3  14.3  － 14.3  14.3  14.3  14.3  － － 

   50～59 歳 11  36.4  － 45.5  36.4  － 27.3  18.2  27.3  9.1  － － 

   60～69 歳 14  28.6  － 35.7  21.4  14.3  42.9  14.3  － 21.4  － － 

   70～79 歳 6  33.3  16.7  66.7  16.7  － － 16.7  33.3  － － － 

   80 歳以上 1  － － － － － 100.0  － 100.0  － － － 
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、中で「自然や環境保護に関わる活動」の割合が、御嵩で「まちづ

くりに関わる活動」「障がいのある人（児）に関わる活動」の割合が高くなっています。また、御

嵩で「子育てや児童に関わる活動」の割合が、伏見で「自然や環境保護に関わる活動」の割合が、

中で「被災地での支援活動（災害ボランティア）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ

る
活
動 

青
少
年
の
教
育
・
育
成
に

関
わ
る
活
動 

高
齢
者
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
人
（
児
）

に
関
わ
る
活
動 

保
健
・
医
療
に
関
わ
る
活

動 自
然
や
環
境
保
護
に
関

わ
る
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る

活
動 

被
災
地
で
の
支
援
活
動

（
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 83  36.1  9.6  21.7  14.5  8.4  39.8  19.3  19.3  15.7  1.2  1.2  

上之郷 7  42.9  14.3  28.6  14.3  － 42.9  － － 28.6  － － 

御嵩 17  17.6  11.8  29.4  23.5  － 35.3  23.5  29.4  23.5  － － 

中 36  41.7  11.1  19.4  8.3  13.9  50.0  22.2  16.7  8.3  － 2.8  

伏見 23  39.1  4.3  17.4  17.4  8.7  26.1  17.4  21.7  17.4  4.3  － 

わからない － － － － － － － － － － － － 

 

 

問 26 活動したくない理由は何ですか。（○は１つだけ） 

「自分の生活のことで精一杯」の割合が 43.4％と最も高く、次いで「時間がない」の割合が

20.1％、「興味や関心がない」の割合が 14.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 219 ％

興味や関心がない

時間がない

気恥ずかしい

自分の生活のことで精一杯

一緒に活動する友人がいない

その他

無回答

14.6

20.1

3.2

43.4

6.4

9.1

3.2

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59歳で「時間がない」の割合が、60～69 歳で「自分の生

活のことで精一杯」の割合が、30～39歳で「自分の生活のことで精一杯」の割合が高くなってい

ます。また、70～79歳で「時間がない」の割合が、80歳以上で「時間がない」の割合が、50～59

歳で「時間がない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

興
味
や
関
心
が
な
い 

時
間
が
な
い 

気
恥
ず
か
し
い 

自
分
の
生
活
の
こ
と

で
精
一
杯 

一
緒
に
活
動
す
る
友

人
が
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 219  14.6  20.1  3.2  43.4  6.4  9.1  3.2  

男性 18～19 歳 － － － － － － － － 

   20～29 歳 5  40.0  40.0  － 20.0  － － － 

   30～39 歳 9  33.3  55.6  － － － 11.1  － 

   40～49 歳 7  14.3  14.3  － 71.4  － － － 

   50～59 歳 24  12.5  45.8  4.2  37.5  － － － 

   60～69 歳 17  5.9  11.8  － 64.7  11.8  5.9  － 

   70～79 歳 27  29.6  3.7  － 37.0  7.4  14.8  7.4  

   80 歳以上 9  11.1  － － 55.6  11.1  11.1  11.1  

女性 18～19 歳 2  － 100.0  － － － － － 

   20～29 歳 6  16.7  33.3  － 16.7  16.7  － 16.7  

   30～39 歳 11  9.1  27.3  － 63.6  － － － 

   40～49 歳 8  12.5  50.0  12.5  25.0  － － － 

   50～59 歳 20  15.0  10.0  － 55.0  15.0  － 5.0  

   60～69 歳 30  13.3  13.3  6.7  46.7  10.0  6.7  3.3  

   70～79 歳 24  8.3  16.7  8.3  45.8  4.2  12.5  4.2  

   80 歳以上 18  － 5.6  5.6  38.9  5.6  44.4  － 
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見で「時間がない」高くなっています。また、他に比べ、上之

郷で「時間がない」「興味や関心がない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

興
味
や
関
心
が
な

い 時
間
が
な
い 

気
恥
ず
か
し
い 

自
分
の
生
活
の
こ

と
で
精
一
杯 

一
緒
に
活
動
す
る

友
人
が
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 219  14.6  20.1  3.2  43.4  6.4  9.1  3.2  

上之郷 23  8.7  13.0  － 47.8  8.7  17.4  4.3  

御嵩 55  18.2  21.8  1.8  40.0  3.6  12.7  1.8  

中 69  17.4  15.9  1.4  44.9  7.2  8.7  4.3  

伏見 67  10.4  25.4  7.5  44.8  4.5  4.5  3.0  

わからない 4  25.0  25.0  － － 50.0  － － 

 

問 27 今後、住みよいまちづくりを進めるうえで、地域として、どのような活動に取り

組むべきだと思いますか。（○は主なもの３つまで） 

「介護者や介護を必要とする方への支援」の割合が 40.8％と最も高く、次いで「高齢者のみ世

帯や障がいのある方への支援」の割合が 36.5％、「安全で快適な生活環境にするための活動」の

割合が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

高齢者と若い世代の交流活動

介護者や介護を必要とする方への支援

子育てに悩んでいる人への支援

高齢者のみ世帯や障がいのある方への支援

生活困窮者に対する支援

青少年健全育成活動への協力

スポーツ・文化・レクリエーション活動へ
の協力

生涯学習に関する活動への協力

安全で快適な生活環境にするための活動

自治会などの地域組織への参加

地域の問題に関する話し合い

その他

無回答

17.7

40.8

26.5

36.5

16.2

3.6

8.1

6.2

33.5

11.5

12.2

1.9

7.9

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「子育てに悩んでいる人への支援」の割合が、30

～39 歳で「安全で快適な生活環境にするための活動」「子育てに悩んでいる人への支援」の割合

が高くなっています。また、30～39 歳で「高齢者のみ世帯や障がいのある方への支援」「高齢者

のみ世帯や障がいのある方への支援」の割合が、80 歳以上で「子育てに悩んでいる人への支援」

「高齢者のみ世帯や障がいのある方への支援」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の
交
流

活
動 

介
護
者
や
介
護
を
必
要
と
す

る
方
へ
の
支
援 

子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
へ

の
支
援 

高
齢
者
の
み
世
帯
や
障
が
い

の
あ
る
方
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援 

青
少
年
健
全
育
成
活
動
へ
の

協
力 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
活
動
へ
の
協
力 

生
涯
学
習
に
関
す
る
活
動
へ

の
協
力 

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
に

す
る
た
め
の
活
動 

自
治
会
な
ど
の
地
域
組
織
へ

の
参
加 

地
域
の
問
題
に
関
す
る
話
し

合
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  17.7  40.8  26.5  36.5  16.2  3.6  8.1  6.2  33.5  11.5  12.2  1.9  7.9  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  － 50.0  50.0  － － － － － － － － 

   20～29 歳 10  10.0  30.0  60.0  60.0  40.0  － 10.0  10.0  30.0  － 10.0  － － 

   30～39 歳 22  13.6  40.9  54.5  13.6  18.2  9.1  4.5  4.5  54.5  4.5  18.2  4.5  － 

   40～49 歳 16  18.8  25.0  31.3  25.0  12.5  6.3  12.5  12.5  43.8  － 12.5  12.5  － 

   50～59 歳 38  13.2  28.9  23.7  34.2  18.4  5.3  18.4  5.3  26.3  15.8  15.8  5.3  5.3  

   60～69 歳 38  7.9  52.6  21.1  39.5  13.2  5.3  13.2  5.3  28.9  13.2  15.8  － 5.3  

   70～79 歳 61  23.0  34.4  14.8  34.4  16.4  3.3  11.5  4.9  34.4  14.8  23.0  － 4.9  

   80 歳以上 30  33.3  30.0  6.7  16.7  10.0  3.3  6.7  10.0  36.7  10.0  13.3  － 26.7  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  25.0  25.0  25.0  － － － 75.0  － － － － 

   20～29 歳 10  10.0  30.0  50.0  20.0  20.0  － 20.0  10.0  20.0  10.0  20.0  － 10.0  

   30～39 歳 21  － 47.6  57.1  14.3  42.9  － － 4.8  66.7  14.3  － 4.8  － 

   40～49 歳 22  22.7  31.8  31.8  36.4  13.6  4.5  4.5  13.6  31.8  13.6  4.5  － 9.1  

   50～59 歳 36  13.9  55.6  30.6  66.7  13.9  － 5.6  5.6  38.9  2.8  8.3  2.8  2.8  

   60～69 歳 64  18.8  54.7  37.5  48.4  17.2  3.1  1.6  7.8  28.1  9.4  4.7  － 7.8  

   70～79 歳 55  20.0  49.1  21.8  40.0  7.3  5.5  7.3  5.5  23.6  21.8  14.5  1.8  3.6  

   80 歳以上 34  23.5  26.5  － 26.5  11.8  2.9  5.9  － 29.4  11.8  8.8  2.9  29.4  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見で「高齢者のみ世帯や障がいのある方への支援」の割合が、

上之郷で「自治会などの地域組織への参加」「地域の問題に関する話し合い」の割合が、御嵩で

「地域の問題に関する話し合い」の割合が、中で「安全で快適な生活環境にするための活動」の

割合が高くなっています。また、上之郷で「高齢者のみ世帯や障がいのある方への支援」「子育て

に悩んでいる人への支援」の割合が、御嵩で「高齢者と若い世代の交流活動」「介護者や介護を必

要とする方への支援」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

高
齢
者
と
若
い
世
代
の
交
流

活
動 

介
護
者
や
介
護
を
必
要
と
す

る
方
へ
の
支
援 

子
育
て
に
悩
ん
で
い
る
人
へ

の
支
援 

高
齢
者
の
み
世
帯
や
障
が
い

の
あ
る
方
へ
の
支
援 

生
活
困
窮
者
に
対
す
る
支
援 

青
少
年
健
全
育
成
活
動
へ
の

協
力 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
活
動
へ
の
協
力 

生
涯
学
習
に
関
す
る
活
動
へ

の
協
力 

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
に

す
る
た
め
の
活
動 

自
治
会
な
ど
の
地
域
組
織
へ

の
参
加 

地
域
の
問
題
に
関
す
る
話
し

合
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  17.7  40.8  26.5  36.5  16.2  3.6  8.1  6.2  33.5  11.5  12.2  1.9  7.9  

上之郷 55  21.8  40.0  20.0  25.5  18.2  3.6  10.9  5.5  34.5  18.2  18.2  － 10.9  

御嵩 99  11.1  34.3  26.3  36.4  15.2  4.0  7.1  9.1  30.3  13.1  18.2  2.0  7.1  

中 172  19.2  40.7  27.3  32.6  15.1  4.7  8.7  5.8  39.5  9.9  11.0  1.2  9.3  

伏見 136  19.1  46.3  27.9  44.9  17.6  2.2  7.4  5.1  28.7  9.6  7.4  3.7  5.9  

わからない 4  25.0  50.0  25.0  50.0  － － － － 25.0  25.0  － － － 
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（５）地域の課題について 

問 28 あなたは、現在住んでいる地域（問３でお答えになられた地区）は住みやすい所

だと思いますか。( ○は１つだけ) 

「わからない（どちらとも言えない）」の割合が 34.6％と最も高く、次いで「どちらかと言え

ばそう思う」の割合が 31.0％、「そう思う」の割合が 15.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59 歳で「わからない（どちらとも言えない）」の割合が、

40～49歳で「どちらかと言えばそう思う」の割合が、30～39歳で「どちらかと言えばそう思う」

の割合が高くなっています。また、20～29歳で「どちらかと言えばそう思う」の割合が、50～59

歳で「どちらかと言えばそう思う」の割合が、40～49 歳で「わからない（どちらとも言えない）」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

そ
う
思
う 

わ
か
ら
な
い
（
ど
ち
ら

と
も
言
え
な
い
） 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
う
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  15.0  31.0  34.6  11.3  2.4  5.8  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 10  20.0  30.0  40.0  10.0  － － 

   30～39 歳 22  18.2  18.2  50.0  9.1  － 4.5  

   40～49 歳 16  12.5  50.0  18.8  12.5  6.3  － 

   50～59 歳 38  21.1  13.2  55.3  7.9  2.6  － 

   60～69 歳 38  5.3  23.7  44.7  21.1  － 5.3  

   70～79 歳 61  14.8  26.2  37.7  16.4  － 4.9  

   80 歳以上 30  23.3  26.7  26.7  13.3  － 10.0  

女性 18～19 歳 4  － 50.0  50.0  － － － 

   20～29 歳 10  30.0  10.0  50.0  10.0  － － 

   30～39 歳 21  4.8  47.6  38.1  9.5  － － 

   40～49 歳 22  9.1  40.9  27.3  4.5  13.6  4.5  

   50～59 歳 36  11.1  44.4  19.4  19.4  － 5.6  

   60～69 歳 64  10.9  42.2  26.6  9.4  － 10.9  

   70～79 歳 55  14.5  32.7  36.4  7.3  5.5  3.6  

   80 歳以上 34  29.4  17.6  20.6  5.9  8.8  17.6  

  

回答者数 = 468 ％

そう思う

どちらかと言えばそう思う

わからない（どちらとも言えない）

どちらかと言えばそうは思わない

そうは思わない

無回答

15.0

31.0

34.6

11.3

2.4

5.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「どちらかと言えばそうは思わない」の割合が、伏見で

「どちらかと言えばそう思う」の割合が高くなっています。また、上之郷で「どちらかと言えば

そう思う」の割合が、御嵩で「どちらかと言えばそう思う」の割合が、伏見で「どちらかと言え

ばそうは思わない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

そ
う
思
う 

わ
か
ら
な
い
（
ど
ち
ら

と
も
言
え
な
い
） 

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば

そ
う
は
思
わ
な
い 

そ
う
は
思
わ
な
い 

無
回
答 

全  体 468  15.0  31.0  34.6  11.3  2.4  5.8  

上之郷 55  16.4  23.6  30.9  21.8  － 7.3  

御嵩 99  14.1  24.2  39.4  13.1  3.0  6.1  

中 172  15.1  32.0  34.9  11.0  1.7  5.2  

伏見 136  15.4  37.5  32.4  5.9  2.9  5.9  

わからない 4  － 25.0  25.0  25.0  25.0  － 
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問 29 あなたの住んでいる地域には、どのような問題や課題があると感じていますか。

（○は主なもの３つまで） 

「少子高齢化により、地域の担い手・後継者が不足している」の割合が 37.0％と最も高く、次

いで「移動・交通の利便性が低い」の割合が 35.9％、「地域の人たちのつきあいが希薄になって

いる」の割合が 23.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

地域の人たちのつきあいが希薄になってい
る

少子高齢化により、地域の担い手・後継者
が不足している

子どもと高齢者など世代間の交流が少ない

地域の文化が失われつつある

地域の子育て機能が低下している

公園など子どもの遊び場が少ない

学校と地域の連携がとれていない

障がい者の自立支援が十分でない

高齢者のみ世帯などが孤立化している

家庭の介護力が低下している

高齢者の生きがいづくりの場が少ない

医療の体制が十分でない

健康づくりの場や機会が少ない

地域の人たちの環境美化に対する意識が低
い

移動・交通の利便性が低い

地震や災害に対する備えが十分でない

その他

特にない

無回答

23.7

37.0

6.6

5.1

2.1

20.9

0.9

3.4

15.0

4.3

8.3

13.9

6.4

6.6

35.9

14.3

3.0

6.0

5.6

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49 歳で「公園など子どもの遊び場が少ない」の割合が、

20～29歳で「公園など子どもの遊び場が少ない」の割合が、30～39歳で「公園など子どもの遊び

場が少ない」「地震や災害に対する備えが十分でない」の割合が高くなっています。また、80 歳

以上で「少子高齢化により、地域の担い手・後継者が不足している」の割合が、40～49歳で「地

域の人たちのつきあいが希薄になっている」「地域の人たちのつきあいが希薄になっている」の

割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

地
域
の
人
た
ち
の
つ
き

あ
い
が
希
薄
に
な
っ
て

い
る 

少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
地

域
の
担
い
手
・
後
継
者
が

不
足
し
て
い
る 

子
ど
も
と
高
齢
者
な
ど

世
代
間
の
交
流
が
少
な

い 地
域
の
文
化
が
失
わ
れ

つ
つ
あ
る 

地
域
の
子
育
て
機
能
が

低
下
し
て
い
る 

公
園
な
ど
子
ど
も
の
遊

び
場
が
少
な
い 

学
校
と
地
域
の
連
携
が

と
れ
て
い
な
い 

障
が
い
者
の
自
立
支
援

が
十
分
で
な
い 

高
齢
者
の
み
世
帯
な
ど

が
孤
立
化
し
て
い
る 

全  体 468  23.7  37.0  6.6  5.1  2.1  20.9  0.9  3.4  15.0  

男性 18～19歳 2  － 50.0  － － － － － 50.0  － 

20～29歳 10  － 50.0  － － － 20.0  － － 20.0  

30～39歳 22  22.7  31.8  － － － 36.4  － － 4.5  

40～49歳 16  6.3  37.5  6.3  － － 50.0  6.3  － 6.3  

50～59歳 38  13.2  42.1  5.3  10.5  2.6  13.2  2.6  7.9  18.4  

60～69歳 38  28.9  39.5  7.9  2.6  － 21.1  － － 18.4  

70～79歳 61  37.7  50.8  6.6  4.9  4.9  11.5  － 3.3  18.0  

80 歳以上 30  30.0  40.0  6.7  16.7  － 13.3  3.3  3.3  20.0  

女性 18～19歳 4  25.0  － 25.0  － － 50.0  － － － 

20～29歳 10  － 50.0  － － 10.0  50.0  － 10.0  10.0  

30～39歳 21  9.5  38.1  9.5  － 4.8  47.6  4.8  － 4.8  

40～49歳 22  4.5  36.4  4.5  9.1  4.5  27.3  － 4.5  － 

50～59歳 36  38.9  22.2  8.3  5.6  5.6  22.2  － 2.8  13.9  

60～69歳 64  23.4  34.4  12.5  3.1  1.6  21.9  － 3.1  12.5  

70～79歳 55  32.7  38.2  5.5  5.5  － 12.7  － 1.8  18.2  

 80 歳以上 34  17.6  17.6  2.9  5.9  － 11.8  － 5.9  29.4  
 

区分 

家
庭
の
介
護
力
が
低
下

し
て
い
る 

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ

く
り
の
場
が
少
な
い 

医
療
の
体
制
が
十
分
で

な
い 

健
康
づ
く
り
の
場
や
機

会
が
少
な
い 

地
域
の
人
た
ち
の
環
境

美
化
に
対
す
る
意
識
が

低
い 

移
動
・
交
通
の
利
便
性
が

低
い 

地
震
や
災
害
に
対
す
る

備
え
が
十
分
で
な
い 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 4.3  8.3  13.9  6.4  6.6  35.9  14.3  3.0  6.0  5.6  

男性 18～19歳 － － － － － 50.0  － － － － 

20～29歳 － － 20.0  30.0  － 20.0  30.0  20.0  20.0  － 

30～39歳 － － 9.1  9.1  9.1  22.7  18.2  13.6  13.6  4.5  

40～49歳 － － － 18.8  6.3  18.8  18.8  6.3  － 6.3  

50～59歳 10.5  7.9  18.4  13.2  5.3  36.8  23.7  － 10.5  2.6  

60～69歳 2.6  5.3  28.9  － 10.5  42.1  7.9  － － 5.3  

70～79歳 9.8  9.8  9.8  6.6  6.6  32.8  4.9  1.6  4.9  4.9  

80 歳以上 10.0  10.0  3.3  3.3  10.0  20.0  10.0  － 3.3  20.0  

女性 18～19歳 － － 25.0  － － 50.0  － － － － 

20～29歳 － 10.0  20.0  － － 50.0  10.0  － 10.0  10.0  

30～39歳 － 4.8  14.3  － 4.8  47.6  33.3  4.8  4.8  － 

40～49歳 4.5  4.5  13.6  9.1  13.6  36.4  9.1  13.6  9.1  4.5  

50～59歳 2.8  5.6  22.2  － 5.6  44.4  13.9  － 5.6  2.8  

60～69歳 1.6  7.8  12.5  7.8  4.7  35.9  25.0  3.1  3.1  3.1  

70～79歳 3.6  14.5  10.9  7.3  9.1  43.6  10.9  － 7.3  3.6  

 80 歳以上 2.9  14.7  14.7  2.9  2.9  32.4  2.9  2.9  5.9  14.7  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「少子高齢化により、地域の担い手・後継者が不足して

いる」「移動・交通の利便性が低い」の割合が、伏見で「公園など子どもの遊び場が少ない」の割

合が高くなっています。また、上之郷で「地域の人たちのつきあいが希薄になっている」「公園な

ど子どもの遊び場が少ない」の割合が、御嵩で「公園など子どもの遊び場が少ない」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

地
域
の
人
た
ち
の
つ

き
あ
い
が
希
薄
に
な

っ
て
い
る 

少
子
高
齢
化
に
よ
り
、

地
域
の
担
い
手
・
後
継

者
が
不
足
し
て
い
る 

子
ど
も
と
高
齢
者
な

ど
世
代
間
の
交
流
が

少
な
い 

地
域
の
文
化
が
失
わ

れ
つ
つ
あ
る 

地
域
の
子
育
て
機
能

が
低
下
し
て
い
る 

公
園
な
ど
子
ど
も
の

遊
び
場
が
少
な
い 

学
校
と
地
域
の
連
携

が
と
れ
て
い
な
い 

障
が
い
者
の
自
立
支

援
が
十
分
で
な
い 

高
齢
者
の
み
世
帯
な

ど
が
孤
立
化
し
て
い

る 

全  体 468  23.7  37.0  6.6  5.1  2.1  20.9  0.9  3.4  15.0  

上之郷 55  14.5  56.4  1.8  3.6  － 14.5  － 1.8  20.0  

御嵩 99  20.2  35.4  4.0  7.1  2.0  12.1  － 3.0  12.1  

中 172  25.0  34.3  9.3  7.0  2.9  19.2  － 4.7  15.1  

伏見 136  27.2  32.4  7.4  2.2  2.2  32.4  2.9  2.2  14.7  

わからない 4  75.0  75.0  － － － 25.0  － － 25.0  

 

区分 

家
庭
の
介
護
力
が
低

下
し
て
い
る 

高
齢
者
の
生
き
が
い

づ
く
り
の
場
が
少
な

い 医
療
の
体
制
が
十
分

で
な
い 

健
康
づ
く
り
の
場
や

機
会
が
少
な
い 

地
域
の
人
た
ち
の
環

境
美
化
に
対
す
る
意

識
が
低
い 

移
動
・
交
通
の
利
便
性

が
低
い 

地
震
や
災
害
に
対
す

る
備
え
が
十
分
で
な

い そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 4.3  8.3  13.9  6.4  6.6  35.9  14.3  3.0  6.0  5.6  

上之郷 3.6  7.3  21.8  1.8  1.8  54.5  10.9  3.6  5.5  5.5  

御嵩 3.0  10.1  12.1  9.1  9.1  32.3  8.1  4.0  10.1  8.1  

中 5.8  7.0  14.5  5.2  8.1  30.8  20.3  2.9  5.2  4.7  

伏見 3.7  8.8  11.8  8.1  4.4  38.2  12.5  2.2  4.4  5.1  

わからない － － － － 25.0  25.0  － － － － 
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問 30 あなたの住んでいる地域で、問題や困りごとが生じた場合、あなたはどのような

方法で解決するのがよいと思いますか。（○は１つだけ） 

「行政に解決してもらえるように、積極的に要求していきたい」の割合が 46.8％と最も高く、

次いで「自分たちの生活に関わることだから、住民同士で協力して解決したい」の割合が 36.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、80歳以上で「自分たちの生活に関わることだから、住民同士

で協力して解決したい」の割合が、20～29 歳で「行政に解決してもらえるように、積極的に要求

していきたい」の割合が、40～49歳で「行政に解決してもらえるように、積極的に要求していき

たい」の割合が高くなっています。また、40～49歳で「自分たちの生活に関わることだから、住

民同士で協力して解決したい」の割合が、80歳以上で「行政に解決してもらえるように、積極的

に要求していきたい」の割合が、20～29歳で「自分たちの生活に関わることだから、住民同士で

協力して解決したい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
た
ち
の
生
活
に
関

わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
住
民

同
士
で
協
力
し
て
解
決

し
た
い 

地
域
の
こ
と
に
熱
心
な

人
た
ち
が
考
え
て
く
れ

る
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に

任
せ
て
お
き
た
い 

行
政
に
解
決
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
、
積
極
的
に

要
求
し
て
い
き
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  36.1  8.3  46.8  3.0  5.8  

男性 18～19 歳 2  100.0  － － － － 

   20～29 歳 10  20.0  10.0  70.0  － － 

   30～39 歳 22  36.4  4.5  54.5  － 4.5  

   40～49 歳 16  12.5  6.3  68.8  6.3  6.3  

   50～59 歳 38  39.5  7.9  50.0  － 2.6  

   60～69 歳 38  44.7  7.9  47.4  － － 

   70～79 歳 61  42.6  6.6  41.0  3.3  6.6  

   80 歳以上 30  60.0  － 30.0  3.3  6.7  

女性 18～19 歳 4  50.0  25.0  25.0  － － 

   20～29 歳 10  50.0  － 40.0  10.0  － 

   30～39 歳 21  38.1  19.0  38.1  4.8  － 

   40～49 歳 22  31.8  18.2  31.8  9.1  9.1  

   50～59 歳 36  25.0  11.1  52.8  5.6  5.6  

   60～69 歳 64  23.4  12.5  59.4  3.1  1.6  

   70～79 歳 55  41.8  3.6  47.3  － 7.3  

   80 歳以上 34  20.6  8.8  38.2  5.9  26.5    

回答者数 = 468 ％

自分たちの生活に関わることだから、住民同士で協
力して解決したい

地域のことに熱心な人たちが考えてくれるので、そ
の人たちに任せておきたい

行政に解決してもらえるように、積極的に要求して
いきたい

その他

無回答

36.1

8.3

46.8

3.0

5.8

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
た
ち
の
生
活
に
関

わ
る
こ
と
だ
か
ら
、
住
民

同
士
で
協
力
し
て
解
決

し
た
い 

地
域
の
こ
と
に
熱
心
な

人
た
ち
が
考
え
て
く
れ

る
の
で
、
そ
の
人
た
ち
に

任
せ
て
お
き
た
い 

行
政
に
解
決
し
て
も
ら

え
る
よ
う
に
、
積
極
的
に

要
求
し
て
い
き
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  36.1  8.3  46.8  3.0  5.8  

上之郷 55  32.7  9.1  49.1  3.6  5.5  

御嵩 99  38.4  6.1  45.5  4.0  6.1  

中 172  34.9  9.3  45.3  3.5  7.0  

伏見 136  37.5  8.1  49.3  1.5  3.7  

わからない 4  25.0  25.0  25.0  － 25.0  

 

 

問 31 あなたのご近所で、高齢者のみ世帯・障がい者などで困っている世帯があった

ら、あなたはお手伝いをしますか。（○は１つだけ） 

「多少ならお手伝いをしたい」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「よくわからない」の割合

が 21.4％、「お節介と思われたくないのでためらってしまう」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

積極的にお手伝いをしたい

多少ならお手伝いをしたい

お節介と思われたくないのでためらってし
まう

福祉サービスを利用すればよく、特に自分
が手伝う必要はない

よくわからない

その他

無回答

8.1

40.6

14.1

9.6

21.4

1.9

4.3

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49歳で「お節介と思われたくないのでためらってしまう」

の割合が、80 歳以上で「多少ならお手伝いをしたい」の割合が、30～39 歳で「お節介と思われた

くないのでためらってしまう」の割合が高くなっています。また、30～39歳で「多少ならお手伝

いをしたい」「多少ならお手伝いをしたい」の割合が、80歳以上で「よくわからない」の割合が、

40～49歳で「多少ならお手伝いをしたい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
に
お
手
伝
い
を
し

た
い 

多
少
な
ら
お
手
伝
い
を
し

た
い 

お
節
介
と
思
わ
れ
た
く
な

い
の
で
た
め
ら
っ
て
し
ま

う 福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

れ
ば
よ
く
、
特
に
自
分
が

手
伝
う
必
要
は
な
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  8.1  40.6  14.1  9.6  21.4  1.9  4.3  

男性 18～19 歳 2  － － 50.0  － 50.0  － － 

   20～29 歳 10  － 50.0  10.0  20.0  20.0  － － 

   30～39 歳 22  － 27.3  27.3  18.2  13.6  4.5  9.1  

   40～49 歳 16  18.8  43.8  12.5  － 18.8  6.3  － 

   50～59 歳 38  5.3  31.6  18.4  13.2  28.9  － 2.6  

   60～69 歳 38  10.5  42.1  13.2  10.5  23.7  － － 

   70～79 歳 61  9.8  47.5  4.9  6.6  18.0  4.9  8.2  

   80 歳以上 30  20.0  56.7  － 10.0  6.7  － 6.7  

女性 18～19 歳 4  － 75.0  － － 25.0  － － 

   20～29 歳 10  10.0  50.0  10.0  20.0  10.0  － － 

   30～39 歳 21  9.5  23.8  28.6  19.0  19.0  － － 

   40～49 歳 22  － 27.3  36.4  － 27.3  － 9.1  

   50～59 歳 36  11.1  33.3  16.7  5.6  33.3  － － 

   60～69 歳 64  4.7  35.9  15.6  10.9  31.3  1.6  － 

   70～79 歳 55  10.9  52.7  18.2  3.6  12.7  1.8  － 

   80 歳以上 34  2.9  38.2  － 17.6  17.6  5.9  17.6  

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、御嵩で「よくわからない」高くなっています。また、上之郷で「お

節介と思われたくないのでためらってしまう」の割合が、御嵩で「多少ならお手伝いをしたい」

の割合が、中で「よくわからない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
に
お
手
伝
い
を
し

た
い 

多
少
な
ら
お
手
伝
い
を
し

た
い 

お
節
介
と
思
わ
れ
た
く
な

い
の
で
た
め
ら
っ
て
し
ま

う 福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

れ
ば
よ
く
、
特
に
自
分
が

手
伝
う
必
要
は
な
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  8.1  40.6  14.1  9.6  21.4  1.9  4.3  

上之郷 55  10.9  38.2  7.3  9.1  25.5  1.8  7.3  

御嵩 99  8.1  34.3  15.2  6.1  28.3  4.0  4.0  

中 172  7.6  44.8  15.7  9.9  15.1  0.6  6.4  

伏見 136  8.1  41.2  14.0  11.8  22.1  2.2  0.7  

わからない 4  － 25.0  25.0  25.0  25.0  － －   
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問 32 あなたは次のうち、ご近所や地域の人に手助けしてもらいたいことはあります

か。（○はいくつでも） 

「特にない」の割合が 65.6％と最も高く、次いで「草刈り、せん定」の割合が 17.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

買い物の代行

外出の手助け

掃除

洗濯

ごみ出し

役所での手続き

銀行や郵便局でのお金の出し入れ

家の保守点検・修理など

高い所の作業（蛍光灯の取替など）

草刈り、せん定

日常の見守り・声かけ

話し相手

短時間の子どもの預かり

特にない

その他

無回答

2.4

1.9

1.5

0.2

1.5

1.7

0.0

4.1

4.9

17.1

9.0

2.4

0.9

65.6

0.9

4.1

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、80歳以上で「草刈り、せん定」の割合が、50～59歳で「草刈

り、せん定」の割合が、70～79歳で「草刈り、せん定」の割合が高くなっています。また、40～

49 歳で「草刈り、せん定」「草刈り、せん定」の割合が、50～59 歳で「草刈り、せん定」の割合

が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

買
い
物
の
代
行 

外
出
の
手
助
け 

掃
除 

洗
濯 

ご
み
出
し 

役
所
で
の
手
続
き 

銀
行
や
郵
便
局
で
の

お
金
の
出
し
入
れ 

家
の
保
守
点
検
・
修
理

な
ど 

全  体 468  2.4  1.9  1.5  0.2  1.5  1.7  － 4.1  

男性 18～19 歳 2  － － － － － － － － 

   20～29 歳 10  － － － － － － － － 

   30～39 歳 22  4.5  4.5  － － － 4.5  － 4.5  

   40～49 歳 16  － － 6.3  － － － － － 

   50～59 歳 38  2.6  － 5.3  2.6  － 2.6  － 5.3  

   60～69 歳 38  2.6  2.6  2.6  － 2.6  － － 2.6  

   70～79 歳 61  － 1.6  3.3  － 1.6  1.6  － 6.6  

   80 歳以上 30  6.7  3.3  － － 3.3  － － － 

女性 18～19 歳 4  － － － － － － － － 

   20～29 歳 10  － － 10.0  － － － － － 

   30～39 歳 21  － 4.8  － － － － － － 

   40～49 歳 22  － － － － － － － － 

   50～59 歳 36  － － － － － － － － 

   60～69 歳 64  1.6  1.6  － － 1.6  － － 4.7  

   70～79 歳 55  3.6  1.8  － － 1.8  5.5  － 10.9  

   80 歳以上 34  8.8  2.9  － － 2.9  5.9  － 5.9  
 

区分 

高
い
所
の
作
業
（
蛍
光

灯
の
取
替
な
ど
） 

草
刈
り
、
せ
ん
定 

日
常
の
見
守
り
・
声
か

け 話
し
相
手 

短
時
間
の
子
ど
も
の

預
か
り 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 4.9  17.1  9.0  2.4  0.9  65.6  0.9  4.1  

男性 18～19 歳 － － － － － 100.0  － － 

   20～29 歳 － 10.0  10.0  － － 80.0  － － 

   30～39 歳 4.5  13.6  18.2  9.1  － 63.6  － 4.5  

   40～49 歳 － 6.3  25.0  － 6.3  56.3  － 6.3  

   50～59 歳 2.6  26.3  2.6  － － 63.2  － 2.6  

   60～69 歳 5.3  18.4  7.9  － 2.6  73.7  － 2.6  

   70～79 歳 4.9  19.7  6.6  1.6  － 59.0  1.6  8.2  

   80 歳以上 13.3  20.0  20.0  6.7  － 60.0  － 3.3  

女性 18～19 歳 － 25.0  25.0  － － 75.0  － － 

   20～29 歳 － － 20.0  － － 80.0  － － 

   30～39 歳 4.8  14.3  28.6  4.8  9.5  42.9  4.8  4.8  

   40～49 歳 － 4.5  － － － 90.9  － 4.5  

   50～59 歳 2.8  5.6  8.3  － － 83.3  － － 

   60～69 歳 3.1  14.1  1.6  1.6  － 78.1  1.6  1.6  

   70～79 歳 10.9  23.6  5.5  － － 60.0  － 1.8  

   80 歳以上 5.9  29.4  8.8  11.8  － 38.2  2.9  11.8    
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「草刈り、せん定」高くなっています。また、他に比べ、

御嵩で「草刈り、せん定」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

買
い
物
の
代
行 

外
出
の
手
助
け 

掃
除 

洗
濯 

ご
み
出
し 

役
所
で
の
手
続
き 

銀
行
や
郵
便
局
で
の

お
金
の
出
し
入
れ 

家
の
保
守
点
検
・
修
理

な
ど 

高
い
所
の
作
業
（
蛍
光

灯
の
取
替
な
ど
） 

草
刈
り
、
せ
ん
定 

日
常
の
見
守
り
・
声
か

け 話
し
相
手 

短
時
間
の
子
ど
も
の

預
か
り 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  2.4  1.9  1.5  0.2  1.5  1.7  － 4.1  4.9  17.1  9.0  2.4  0.9  65.6  0.9  4.1  

上之郷 55  7.3  5.5  1.8  － 3.6  3.6  － 1.8  7.3  30.9  10.9  5.5  － 50.9  1.8  3.6  

御嵩 99  1.0  1.0  2.0  1.0  2.0  － － 3.0  4.0  12.1  6.1  2.0  － 72.7  － 3.0  

中 172  1.7  1.7  1.2  － 0.6  1.2  － 4.1  2.3  16.9  8.1  1.7  1.2  65.7  1.2  6.4  

伏見 136  2.2  1.5  1.5  － 1.5  2.9  － 5.9  8.1  15.4  11.8  2.2  1.5  65.4  0.7  2.2  

わからない 4  － － － － － － － － － － － － － 100.0  － － 

 

 

問 33 御嵩町では、地震などの災害発生時に、家族等の援助が困難で助けを必要とする

避難行動要支援者（障がいのある人、高齢者などで、災害時に何らかの支援が必要

な人）の名簿の整備を行い、災害発生時に支援が得られる仕組みづくりに取り組ん

でいます。あなたはこの制度をご存知ですか。（○は１つだけ） 

「まったく知らない」の割合が 59.0％と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、内容までは

知らない」の割合が 27.6％、「知っている」の割合が 11.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

知っている

聞いたことはあるが、内容までは知らない

まったく知らない

無回答

11.3

27.6

59.0

2.1

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「まったく知らない」の割合が、30～39 歳で「ま

ったく知らない」の割合が、70～79歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が

高くなっています。また、30～39 歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、

20～29歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、80 歳以上で「まったく知ら

ない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、
内
容
ま
で
は
知
ら

な
い 

ま
っ
た
く
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  11.3  27.6  59.0  2.1  

男性 18～19 歳 2  － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 30.0  70.0  － 

   30～39 歳 22  13.6  9.1  68.2  9.1  

   40～49 歳 16  25.0  18.8  56.3  － 

   50～59 歳 38  13.2  23.7  63.2  － 

   60～69 歳 38  7.9  36.8  55.3  － 

   70～79 歳 61  18.0  26.2  50.8  4.9  

   80 歳以上 30  16.7  36.7  43.3  3.3  

女性 18～19 歳 4  － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  10.0  80.0  － 

   30～39 歳 21  4.8  19.0  76.2  － 

   40～49 歳 22  4.5  18.2  72.7  4.5  

   50～59 歳 36  11.1  25.0  63.9  － 

   60～69 歳 64  7.8  26.6  65.6  － 

   70～79 歳 55  9.1  41.8  49.1  － 

   80 歳以上 34  11.8  32.4  47.1  8.8  

 

【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「知っている」高くなっています。また、他に比べ、上

之郷で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、
内
容
ま
で
は
知
ら

な
い 

ま
っ
た
く
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  11.3  27.6  59.0  2.1  

上之郷 55  20.0  21.8  56.4  1.8  

御嵩 99  13.1  27.3  56.6  3.0  

中 172  9.9  26.2  61.6  2.3  

伏見 136  8.8  32.4  57.4  1.5  

わからない 4  － － 100.0  － 
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問 34 あなたのご近所に避難行動要支援者がいる場合、あなたは避難する際や災害時に

その方の手助けをしますか。（○は１つだけ） 

「多少なら手助けしたい」の割合が 48.1％と最も高く、次いで「よくわからない」の割合が

17.9％、「積極的に手助けしたい」の割合が 16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、80 歳以上で「積極的に手助けしたい」の割合が、40～49歳で

「積極的に手助けしたい」の割合が、20～29歳で「多少なら手助けしたい」の割合が、70～79歳

で「多少なら手助けしたい」の割合が高くなっています。また、他に比べ、80 歳以上で「多少な

ら手助けしたい」「多少なら手助けしたい」「積極的に手助けしたい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
に
手
助
け
し

た
い 

多
少
な
ら
手
助
け
し

た
い 

お
節
介
と
思
わ
れ
た

く
な
い
の
で
た
め
ら

っ
て
し
ま
う 

行
政
や
専
門
職
が
手

助
け
す
れ
ば
よ
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  16.9  48.1  5.6  2.8  17.9  5.1  3.6  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  － － 50.0  － － 

   20～29 歳 10  20.0  40.0  10.0  10.0  20.0  － － 

   30～39 歳 22  9.1  59.1  9.1  － 13.6  － 9.1  

   40～49 歳 16  31.3  37.5  6.3  － 18.8  6.3  － 

   50～59 歳 38  26.3  47.4  7.9  2.6  15.8  － － 

   60～69 歳 38  18.4  57.9  2.6  2.6  13.2  5.3  － 

   70～79 歳 61  13.1  50.8  6.6  1.6  18.0  3.3  6.6  

   80 歳以上 30  33.3  33.3  － 3.3  20.0  6.7  3.3  

女性 18～19 歳 4  75.0  25.0  － － － － － 

   20～29 歳 10  20.0  60.0  － 10.0  10.0  － － 

   30～39 歳 21  19.0  52.4  9.5  9.5  9.5  － － 

   40～49 歳 22  9.1  45.5  18.2  － 18.2  4.5  4.5  

   50～59 歳 36  16.7  38.9  5.6  5.6  25.0  8.3  － 

   60～69 歳 64  14.1  51.6  6.3  1.6  23.4  3.1  － 

   70～79 歳 55  12.7  60.0  3.6  － 12.7  7.3  3.6  

   80 歳以上 34  2.9  29.4  － 5.9  23.5  20.6  17.6  

 

  

回答者数 = 468 ％

積極的に手助けしたい

多少なら手助けしたい

お節介と思われたくないのでためらってし
まう

行政や専門職が手助けすればよい

よくわからない

その他

無回答

16.9

48.1

5.6

2.8

17.9

5.1

3.6

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、上之郷で「よくわからない」割合が、伏見で「積極的に手助けし

たい」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

積
極
的
に
手
助
け
し

た
い 

多
少
な
ら
手
助
け
し

た
い 

お
節
介
と
思
わ
れ
た

く
な
い
の
で
た
め
ら

っ
て
し
ま
う 

行
政
や
専
門
職
が
手

助
け
す
れ
ば
よ
い 

よ
く
わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  16.9  48.1  5.6  2.8  17.9  5.1  3.6  

上之郷 55  18.2  43.6  5.5  － 25.5  3.6  3.6  

御嵩 99  14.1  49.5  7.1  2.0  18.2  6.1  3.0  

中 172  14.0  50.0  5.8  4.7  16.3  5.2  4.1  

伏見 136  22.8  47.1  3.7  2.2  16.2  4.4  3.7  

わからない 4  － 25.0  25.0  － 25.0  25.0  － 

 

 

問 35 個人情報の取り扱いについて、あなたの考えに最も近いものを選んでください。

（○は１つだけ） 

「福祉の支援や災害時の対応に必要な情報は地域で共有すべきである」の割合が 33.8％と最も

高く、次いで「個人情報は、いかなる理由があっても保護されなければならない」の割合が 32.9％、

「隣近所のつきあいに必要な程度の情報であれば知られてもかまわない」の割合が 27.6％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

個人情報は、いかなる理由があっても保護されなけ
ればならない

隣近所のつきあいに必要な程度の情報であれば知ら
れてもかまわない

福祉の支援や災害時の対応に必要な情報は地域で共
有すべきである

その他

無回答

32.9

27.6

33.8

1.5

4.3

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、30～39歳で「個人情報は、いかなる理由があっても保護され

なければならない」の割合が、20～29歳で「個人情報は、いかなる理由があっても保護されなけ

ればならない」「個人情報は、いかなる理由があっても保護されなければならない」の割合が、60

～69 歳で「福祉の支援や災害時の対応に必要な情報は地域で共有すべきである」の割合が高くな

っています。また、30～39 歳で「福祉の支援や災害時の対応に必要な情報は地域で共有すべきで

ある」の割合が、80歳以上で「福祉の支援や災害時の対応に必要な情報は地域で共有すべきであ

る」の割合が、70～79 歳で「個人情報は、いかなる理由があっても保護されなければならない」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

個
人
情
報
は
、
い
か
な

る
理
由
が
あ
っ
て
も

保
護
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い 

隣
近
所
の
つ
き
あ
い

に
必
要
な
程
度
の
情

報
で
あ
れ
ば
知
ら
れ

て
も
か
ま
わ
な
い 

福
祉
の
支
援
や
災
害

時
の
対
応
に
必
要
な

情
報
は
地
域
で
共
有

す
べ
き
で
あ
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  32.9  27.6  33.8  1.5  4.3  

男性 18～19 歳 2  50.0  － 50.0  － － 

   20～29 歳 10  60.0  － 40.0  － － 

   30～39 歳 22  31.8  36.4  22.7  4.5  4.5  

   40～49 歳 16  43.8  25.0  31.3  － － 

   50～59 歳 38  44.7  23.7  31.6  － － 

   60～69 歳 38  28.9  21.1  50.0  － － 

   70～79 歳 61  18.0  42.6  31.1  － 8.2  

   80 歳以上 30  30.0  23.3  40.0  3.3  3.3  

女性 18～19 歳 4  － 75.0  25.0  － － 

   20～29 歳 10  60.0  － 40.0  － － 

   30～39 歳 21  71.4  23.8  4.8  － － 

   40～49 歳 22  36.4  31.8  27.3  － 4.5  

   50～59 歳 36  30.6  27.8  41.7  － － 

   60～69 歳 64  34.4  23.4  39.1  1.6  1.6  

   70～79 歳 55  25.5  29.1  41.8  1.8  1.8  

   80 歳以上 34  20.6  29.4  17.6  8.8  23.5  
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【地区別】 

地区別にみると、他に比べ、伏見で「個人情報は、いかなる理由があっても保護されなければ

ならない」高くなっています。また、他に比べ、上之郷で「個人情報は、いかなる理由があって

も保護されなければならない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

個
人
情
報
は
、
い
か
な

る
理
由
が
あ
っ
て
も

保
護
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い 

隣
近
所
の
つ
き
あ
い

に
必
要
な
程
度
の
情

報
で
あ
れ
ば
知
ら
れ

て
も
か
ま
わ
な
い 

福
祉
の
支
援
や
災
害

時
の
対
応
に
必
要
な

情
報
は
地
域
で
共
有

す
べ
き
で
あ
る 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  32.9  27.6  33.8  1.5  4.3  

上之郷 55  27.3  30.9  34.5  3.6  3.6  

御嵩 99  31.3  30.3  29.3  2.0  7.1  

中 172  30.8  25.6  37.8  0.6  5.2  

伏見 136  38.2  26.5  33.1  1.5  0.7  

わからない 4  50.0  50.0  － － － 

 

 

問 36 あなたは身近な地域で、下記のＡ～Ｄに示す虐待などについて見聞きしたことが

ありますか。（○はそれぞれ１つずつ） 

Ａ．高齢者への虐待 

「見聞きしたことがある」の割合が 4.5％、「見聞きしたことがない」の割合が 87.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

見聞きしたことがある

見聞きしたことがない

無回答

4.5

87.0

8.5

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「見聞きしたことがない」の割合が、70～79歳で

「見聞きしたことがない」の割合が、50～59歳で「見聞きしたことがない」の割合が高くなって

います。また、他に比べ、80 歳以上で「見聞きしたことがない」「見聞きしたことがない」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  4.5  87.0  8.5  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 90.0  10.0  

   30～39 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   40～49 歳 16  6.3  93.8  － 

   50～59 歳 38  7.9  89.5  2.6  

   60～69 歳 38  2.6  86.8  10.5  

   70～79 歳 61  3.3  83.6  13.1  

   80 歳以上 30  6.7  76.7  16.7  

女性 18～19 歳 4  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 100.0  － 

   30～39 歳 21  4.8  90.5  4.8  

   40～49 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   50～59 歳 36  2.8  94.4  2.8  

   60～69 歳 64  6.3  89.1  4.7  

   70～79 歳 55  1.8  96.4  1.8  

   80 歳以上 34  2.9  64.7  32.4  

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  4.5  87.0  8.5  

上之郷 55  － 90.9  9.1  

御嵩 99  4.0  85.9  10.1  

中 172  5.8  83.7  10.5  

伏見 136  4.4  90.4  5.1  

わからない 4  － 100.0  － 
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Ｂ．障がいのある人への虐待 

「見聞きしたことがある」の割合が 2.6％、「見聞きしたことがない」の割合が 88.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「見聞きしたことがない」の割合が、70～79歳で

「見聞きしたことがない」の割合が、50～59歳で「見聞きしたことがない」の割合が高くなって

います。また、他に比べ、80 歳以上で「見聞きしたことがない」「見聞きしたことがない」の割

合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  2.6  88.0  9.4  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 90.0  10.0  

   30～39 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   40～49 歳 16  6.3  93.8  － 

   50～59 歳 38  － 97.4  2.6  

   60～69 歳 38  2.6  84.2  13.2  

   70～79 歳 61  － 85.2  14.8  

   80 歳以上 30  3.3  76.7  20.0  

女性 18～19 歳 4  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 100.0  － 

   30～39 歳 21  9.5  85.7  4.8  

   40～49 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   50～59 歳 36  2.8  94.4  2.8  

   60～69 歳 64  4.7  90.6  4.7  

   70～79 歳 55  － 98.2  1.8  

   80 歳以上 34  2.9  64.7  32.4  

  

回答者数 = 468 ％

見聞きしたことがある

見聞きしたことがない

無回答

2.6

88.0

9.4

0 20 40 60 80 100
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【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  2.6  88.0  9.4  

上之郷 55  － 87.3  12.7  

御嵩 99  3.0  85.9  11.1  

中 172  2.3  86.6  11.0  

伏見 136  3.7  91.2  5.1  

わからない 4  － 100.0  － 

 

 

Ｃ．子ども（18歳未満）への虐待 

「見聞きしたことがある」の割合が 4.1％、「見聞きしたことがない」の割合が 86.5％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

見聞きしたことがある

見聞きしたことがない

無回答

4.1

86.5

9.4

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「見聞きしたことがない」の割合が、70～79歳で

「見聞きしたことがない」の割合が、50～59歳で「見聞きしたことがない」の割合が高くなって

います。また、80 歳以上で「見聞きしたことがない」「見聞きしたことがない」の割合が、20～

29 歳で「見聞きしたことがない」の割合が、30～39 歳で「見聞きしたことがない」の割合が低く

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  4.1  86.5  9.4  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  80.0  10.0  

   30～39 歳 22  9.1  86.4  4.5  

   40～49 歳 16  12.5  87.5  － 

   50～59 歳 38  7.9  92.1  － 

   60～69 歳 38  2.6  84.2  13.2  

   70～79 歳 61  － 85.2  14.8  

   80 歳以上 30  － 80.0  20.0  

女性 18～19 歳 4  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 100.0  － 

   30～39 歳 21  19.0  81.0  － 

   40～49 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   50～59 歳 36  2.8  91.7  5.6  

   60～69 歳 64  4.7  90.6  4.7  

   70～79 歳 55  － 96.4  3.6  

   80 歳以上 34  2.9  64.7  32.4  

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  4.1  86.5  9.4  

上之郷 55  － 87.3  12.7  

御嵩 99  3.0  85.9  11.1  

中 172  4.7  84.9  10.5  

伏見 136  5.9  88.2  5.9  

わからない 4  － 100.0  － 
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Ｄ．配偶者、パートナーなどへの暴力 

「見聞きしたことがある」の割合が 5.3％、「見聞きしたことがない」の割合が 85.3％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「見聞きしたことがない」の割合が、50～59歳で

「見聞きしたことがない」の割合が、40～49歳で「見聞きしたことがない」の割合が高くなって

います。また、80 歳以上で「見聞きしたことがない」「見聞きしたことがない」の割合が、20～

29 歳で「見聞きしたことがない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  5.3  85.3  9.4  

男性 18～19 歳 2  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  80.0  10.0  

   30～39 歳 22  9.1  81.8  9.1  

   40～49 歳 16  6.3  93.8  － 

   50～59 歳 38  7.9  89.5  2.6  

   60～69 歳 38  7.9  81.6  10.5  

   70～79 歳 61  4.9  82.0  13.1  

   80 歳以上 30  － 80.0  20.0  

女性 18～19 歳 4  － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 100.0  － 

   30～39 歳 21  14.3  81.0  4.8  

   40～49 歳 22  4.5  90.9  4.5  

   50～59 歳 36  2.8  94.4  2.8  

   60～69 歳 64  4.7  90.6  4.7  

   70～79 歳 55  1.8  92.7  5.5  

   80 歳以上 34  2.9  64.7  32.4  
  

回答者数 = 468 ％

見聞きしたことがある

見聞きしたことがない

無回答

5.3

85.3

9.4

0 20 40 60 80 100



240 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い 

無
回
答 

全  体 468  5.3  85.3  9.4  

上之郷 55  1.8  85.5  12.7  

御嵩 99  6.1  83.8  10.1  

中 172  5.8  83.1  11.0  

伏見 136  5.1  89.0  5.9  

わからない 4  － 100.0  － 

 

 

問 37 もし、あなたの周辺で孤独死や児童虐待などが起きるおそれがある状況を知った

ら、最初にどのように対応しますか。（○は１つだけ） 

「警察・交番に連絡する」の割合が 29.3％と最も高く、次いで「市役所・地域包括支援センタ

ーへ連絡する」の割合が 23.5％、「自治会役員に連絡する」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

直接訪問する

近隣の人に連絡する

自治会役員に連絡する

民生委員・児童委員に連絡する

社会福祉協議会に連絡する

市役所・地域包括支援センターへ連絡する

警察・交番に連絡する

特に何もしない

わからない

その他

無回答

1.3

9.8

10.5

8.8

3.6

23.5

29.3

2.6

6.2

0.6

3.8

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29 歳で「警察・交番に連絡する」「警察・交番に連絡す

る」の割合が、50～59歳で「市役所・地域包括支援センターへ連絡する」の割合が高くなってい

ます。また、80 歳以上で「市役所・地域包括支援センターへ連絡する」「市役所・地域包括支援

センターへ連絡する」の割合が、60～69歳で「市役所・地域包括支援センターへ連絡する」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

直
接
訪
問
す
る 

近
隣
の
人
に
連
絡
す
る 

自
治
会
役
員
に
連
絡
す
る 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

連
絡
す
る 

社
会
福
祉
協
議
会
に
連
絡

す
る 

市
役
所
・
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
へ
連
絡
す
る 

警
察
・
交
番
に
連
絡
す
る 

特
に
何
も
し
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  1.3  9.8  10.5  8.8  3.6  23.5  29.3  2.6  6.2  0.6  3.8  

男性 18～19 歳 2  － － － 50.0  － － － － 50.0  － － 

   20～29 歳 10  － － － － － 20.0  60.0  － － － 20.0  

   30～39 歳 22  － 13.6  － － － 27.3  31.8  9.1  9.1  － 9.1  

   40～49 歳 16  － 6.3  6.3  6.3  － 37.5  37.5  6.3  － － － 

   50～59 歳 38  － 2.6  15.8  10.5  － 31.6  26.3  5.3  7.9  － － 

   60～69 歳 38  － 2.6  15.8  13.2  13.2  13.2  36.8  － 5.3  － － 

   70～79 歳 61  1.6  9.8  14.8  13.1  8.2  18.0  26.2  － 1.6  － 6.6  

   80 歳以上 30  10.0  16.7  6.7  10.0  6.7  13.3  26.7  － 6.7  － 3.3  

女性 18～19 歳 4  － － － 25.0  － 25.0  25.0  － － 25.0  － 

   20～29 歳 10  － － － 10.0  － 40.0  50.0  － － － － 

   30～39 歳 21  － 9.5  － 9.5  － 33.3  28.6  4.8  4.8  9.5  － 

   40～49 歳 22  － 4.5  － 4.5  － 36.4  31.8  － 13.6  － 9.1  

   50～59 歳 36  － 2.8  5.6  2.8  － 47.2  33.3  － 8.3  － － 

   60～69 歳 64  － 10.9  14.1  6.3  4.7  20.3  23.4  9.4  9.4  － 1.6  

   70～79 歳 55  1.8  20.0  14.5  9.1  1.8  20.0  25.5  － 3.6  － 3.6  

   80 歳以上 34  2.9  20.6  14.7  5.9  2.9  8.8  23.5  － 8.8  － 11.8  
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【地区別】 

地区別にみると、上之郷で「警察・交番に連絡する」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

直
接
訪
問
す
る 

近
隣
の
人
に
連
絡
す
る 

自
治
会
役
員
に
連
絡
す
る 

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に

連
絡
す
る 

社
会
福
祉
協
議
会
に
連
絡

す
る 

市
役
所
・
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
へ
連
絡
す
る 

警
察
・
交
番
に
連
絡
す
る 

特
に
何
も
し
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  1.3  9.8  10.5  8.8  3.6  23.5  29.3  2.6  6.2  0.6  3.8  

上之郷 55  1.8  16.4  7.3  12.7  5.5  20.0  21.8  1.8  9.1  － 3.6  

御嵩 99  2.0  6.1  11.1  12.1  2.0  23.2  31.3  2.0  5.1  1.0  4.0  

中 172  1.7  8.7  9.3  5.8  4.1  26.2  29.7  4.1  5.2  1.2  4.1  

伏見 136  － 11.0  13.2  7.4  3.7  22.1  30.9  1.5  6.6  － 3.7  

わからない 4  － 25.0  － － － 25.0  25.0  － 25.0  － － 

 

 

問 38 特に何もしない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

「虐待かどうか自分では判断できない」の割合が 91.7％と最も高く、次いで「どこに連絡、相

談して良いか分からない」の割合が 66.7％、「面倒なことに巻き込まれたくない」の割合が 16.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 12 ％

どこに連絡、相談して良いか分からない

虐待かどうか自分では判断できない

他の人が連絡してくれると思う

自分が連絡したことが知られると困る

面倒なことに巻き込まれたくない

その他

無回答

66.7

91.7

0.0

8.3

16.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ど
こ
に
連
絡
、
相

談
し
て
良
い
か
分

か
ら
な
い 

虐
待
か
ど
う
か
自

分
で
は
判
断
で
き

な
い 

他
の
人
が
連
絡
し

て
く
れ
る
と
思
う 

自
分
が
連
絡
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る

と
困
る 

面
倒
な
こ
と
に
巻

き
込
ま
れ
た
く
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 12  66.7  91.7  － 8.3  16.7  － － 

男性 18～19 歳 － － － － － － － － 

   20～29 歳 － － － － － － － － 

   30～39 歳 2  50.0  100.0  － 50.0  50.0  － － 

   40～49 歳 1  100.0  100.0  － － － － － 

   50～59 歳 2  － 100.0  － － － － － 

   60～69 歳 － － － － － － － － 

   70～79 歳 － － － － － － － － 

   80 歳以上 － － － － － － － － 

女性 18～19 歳 － － － － － － － － 

   20～29 歳 － － － － － － － － 

   30～39 歳 1  100.0  100.0  － － － － － 

   40～49 歳 － － － － － － － － 

   50～59 歳 － － － － － － － － 

   60～69 歳 6  83.3  83.3  － － 16.7  － － 

   70～79 歳 － － － － － － － － 

   80 歳以上 － － － － － － － － 

 

【地区別】 

地区別にみると、大きな差はみられません。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ど
こ
に
連
絡
、
相

談
し
て
良
い
か
分

か
ら
な
い 

虐
待
か
ど
う
か
自

分
で
は
判
断
で
き

な
い 

他
の
人
が
連
絡
し

て
く
れ
る
と
思
う 

自
分
が
連
絡
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る

と
困
る 

面
倒
な
こ
と
に
巻

き
込
ま
れ
た
く
な

い そ
の
他 

無
回
答 

全  体 12  66.7  91.7  － 8.3  16.7  － － 

上之郷 1  － 100.0  － － － － － 

御嵩 2  100.0  50.0  － － － － － 

中 7  57.1  100.0  － － 14.3  － － 

伏見 2  100.0  100.0  － 50.0  50.0  － － 

わからない － － － － － － － － 
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問 39 あなたは「成年後見制度」について知っていますか。（○は１つだけ） 

「利用していないが、制度の内容を知っている」の割合が 35.3％と最も高く、次いで「聞いた

ことはあるが、内容までは知らない」の割合が 34.4％、「聞いたことがない」の割合が 22.2％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「聞いたことがない」の割合が、40～49 歳で「聞

いたことがない」の割合が、70～79歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が

高くなっています。また、20～29 歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、

40～49歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、30～39歳で「利用していな

いが、制度の内容を知っている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
身
も
し
く
は
家
族

が
利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い
が
、

制
度
の
内
容
を
知
っ

て
い
る 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
、
内
容
ま
で
は
知
ら

な
い 

聞
い
た
こ
と
が
な
い 

無
回
答 

全  体 468  1.3  35.3  34.4  22.2  6.8  

男性 18～19 歳 2  － － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 30.0  30.0  40.0  － 

   30～39 歳 22  － 31.8  40.9  27.3  － 

   40～49 歳 16  － 37.5  12.5  50.0  － 

   50～59 歳 38  － 31.6  34.2  31.6  2.6  

   60～69 歳 38  － 50.0  28.9  13.2  7.9  

   70～79 歳 61  3.3  47.5  32.8  11.5  4.9  

   80 歳以上 30  3.3  16.7  43.3  16.7  20.0  

女性 18～19 歳 4  － 25.0  － 75.0  － 

   20～29 歳 10  － 30.0  10.0  60.0  － 

   30～39 歳 21  － 14.3  47.6  33.3  4.8  

   40～49 歳 22  － 27.3  36.4  27.3  9.1  

   50～59 歳 36  － 50.0  36.1  13.9  － 

   60～69 歳 64  3.1  46.9  28.1  14.1  7.8  

   70～79 歳 55  － 30.9  52.7  14.5  1.8  

   80 歳以上 34  2.9  17.6  26.5  32.4  20.6  

 

  

回答者数 = 468 ％

自身もしくは家族が利用している

利用していないが、制度の内容を知ってい
る

聞いたことはあるが、内容までは知らない

聞いたことがない

無回答

1.3

35.3

34.4

22.2

6.8

0 20 40 60 80 100
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問 40 成年後見制度の内容について知りたいと思いますか。（○は１つだけ） 

「知りたい」の割合が 38.5％、「特に知りたくない」の割合が 53.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「聞いたことがない」の割合が、40～49 歳で「聞

いたことがない」の割合が、70～79歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が

高くなっています。また、20～29 歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、

40～49歳で「聞いたことはあるが、内容までは知らない」の割合が、30～39歳で「利用していな

いが、制度の内容を知っている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
り
た
い 

特
に
知
り
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 265  38.5  53.2  8.3  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  － 

   20～29 歳 7  14.3  71.4  14.3  

   30～39 歳 15  60.0  33.3  6.7  

   40～49 歳 10  30.0  50.0  20.0  

   50～59 歳 25  44.0  52.0  4.0  

   60～69 歳 16  43.8  50.0  6.3  

   70～79 歳 27  22.2  74.1  3.7  

   80 歳以上 18  16.7  66.7  16.7  

女性 18～19 歳 3  66.7  33.3  － 

   20～29 歳 7  42.9  42.9  14.3  

   30～39 歳 17  47.1  41.2  11.8  

   40～49 歳 14  50.0  50.0  － 

   50～59 歳 18  44.4  44.4  11.1  

   60～69 歳 27  40.7  44.4  14.8  

   70～79 歳 37  43.2  54.1  2.7  

   80 歳以上 20  30.0  65.0  5.0  

  

回答者数 = 265 ％

知りたい

特に知りたくない

無回答

38.5

53.2

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 41 もしもあなたが将来、障害や認知症などで判断能力が低下し、成年後見制度を利

用する際に支援してほしいこと（困ること）は何だと思いますか。（○はいくつで

も） 

「医療、介護や福祉サービスの手続きに関すること」の割合が 50.6％と最も高く、次いで「預

貯金、保険、年金などに関すること」の割合が 45.9％、「生活費など日々の支払いに関すること」

の割合が 44.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

不動産に関すること

預貯金、保険、年金などに関すること

生活費など日々の支払いに関すること

相続に関すること

医療、介護や福祉サービスの手続きに関す
ること

その他

わからない

無回答

20.7

45.9

44.2

17.5

50.6

1.7

16.2

8.1

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「医療、介護や福祉サービスの手続きに関するこ

と」「生活費など日々の支払いに関すること」「預貯金、保険、年金などに関すること」の割合が

高くなっています。また、20～29 歳で「医療、介護や福祉サービスの手続きに関すること」の割

合が、80 歳以上で「生活費など日々の支払いに関すること」「生活費など日々の支払いに関する

こと」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

不
動
産
に
関
す
る
こ

と 預
貯
金
、
保
険
、
年
金

な
ど
に
関
す
る
こ
と 

生
活
費
な
ど
日
々
の

支
払
い
に
関
す
る
こ

と 相
続
に
関
す
る
こ
と 

医
療
、
介
護
や
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
手
続
き
に

関
す
る
こ
と 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  20.7  45.9  44.2  17.5  50.6  1.7  16.2  8.1  

男性 18～19 歳 2  － 50.0  － － 50.0  － 50.0  － 

   20～29 歳 10  40.0  30.0  40.0  20.0  20.0  － 40.0  － 

   30～39 歳 22  18.2  63.6  50.0  18.2  36.4  － 18.2  4.5  

   40～49 歳 16  12.5  50.0  62.5  － 31.3  － 12.5  6.3  

   50～59 歳 38  42.1  63.2  55.3  28.9  52.6  － 18.4  2.6  

   60～69 歳 38  34.2  47.4  47.4  26.3  50.0  － 13.2  10.5  

   70～79 歳 61  21.3  47.5  45.9  13.1  57.4  － 11.5  8.2  

   80 歳以上 30  13.3  33.3  16.7  13.3  36.7  3.3  20.0  16.7  

女性 18～19 歳 4  － 50.0  50.0  － 50.0  － 50.0  － 

   20～29 歳 10  20.0  70.0  70.0  30.0  80.0  － － － 

   30～39 歳 21  19.0  57.1  57.1  23.8  61.9  － 9.5  4.8  

   40～49 歳 22  18.2  54.5  59.1  18.2  50.0  － 18.2  9.1  

   50～59 歳 36  25.0  52.8  58.3  16.7  66.7  2.8  11.1  2.8  

   60～69 歳 64  14.1  43.8  46.9  14.1  59.4  4.7  14.1  7.8  

   70～79 歳 55  18.2  32.7  32.7  21.8  47.3  3.6  14.5  5.5  

   80 歳以上 34  8.8  26.5  17.6  11.8  35.3  2.9  32.4  17.6  
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問 42 再犯の防止等の推進に関する法律（再犯防止推進法）について知っていますか。

（○は１つだけ） 

「知らない」の割合が 51.1％と最も高く、次いで「言葉は聞いたことがある」の割合が 37.6％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59歳で「知らない」の割合が、20～29 歳で「言葉は聞い

たことがある」の割合が、40～49歳で「言葉は聞いたことがある」の割合が、30～39 歳で「言葉

は聞いたことがある」の割合が高くなっています。また、50～59歳で「言葉は聞いたことがある」

の割合が、80 歳以上で「知らない」の割合が、20～29 歳で「知らない」の割合が、60～69 歳で

「知らない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

言
葉
も
内
容
も
知

っ
て
い
る 

言
葉
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  4.7  37.6  51.1  6.6  

男性 18～19 歳 2  － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 50.0  50.0  － 

   30～39 歳 22  4.5  31.8  59.1  4.5  

   40～49 歳 16  6.3  50.0  43.8  － 

   50～59 歳 38  5.3  44.7  50.0  － 

   60～69 歳 38  5.3  44.7  42.1  7.9  

   70～79 歳 61  6.6  41.0  47.5  4.9  

   80 歳以上 30  6.7  36.7  40.0  16.7  

女性 18～19 歳 4  － 50.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  20.0  40.0  40.0  － 

   30～39 歳 21  － 47.6  47.6  4.8  

   40～49 歳 22  4.5  31.8  59.1  4.5  

   50～59 歳 36  8.3  22.2  69.4  － 

   60～69 歳 64  4.7  32.8  54.7  7.8  

   70～79 歳 55  － 41.8  52.7  5.5  

   80 歳以上 34  2.9  29.4  47.1  20.6  
  

回答者数 = 468 ％

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことがある

知らない

無回答

4.7

37.6

51.1

6.6

0 20 40 60 80 100
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問 43 罪を犯した人が地域に戻る場合、その人に対してどのような再犯防止の支援が必

要だと思いますか。（○はいくつでも） 

「就労支援」の割合が 50.9％と最も高く、次いで「罪を犯した人に対する支援ネットワーク（病

院・学校・福祉施設や民間団体等）」の割合が 31.2％、「住まいの確保」の割合が 27.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

住まいの確保

経済的支援

就労支援

地域住民の声かけ・関わり

罪を犯した人に対する支援ネットワーク（病院・学
校・福祉施設や民間団体等）

その他

特にない、わからない

無回答

27.1

19.4

50.9

16.5

31.2

1.9

23.7

6.2

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49歳で「罪を犯した人に対する支援ネットワーク（病院・

学校・福祉施設や民間団体等）」「罪を犯した人に対する支援ネットワーク（病院・学校・福祉施

設や民間団体等）」の割合が、20～29 歳で「地域住民の声かけ・関わり」の割合が高くなってい

ます。また、20～29歳で「住まいの確保」の割合が、80 歳以上で「罪を犯した人に対する支援ネ

ットワーク（病院・学校・福祉施設や民間団体等）」の割合が、40～49 歳で「経済的支援」の割

合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

住
ま
い
の
確
保 

経
済
的
支
援 

就
労
支
援 

地
域
住
民
の
声

か
け
・
関
わ
り 

罪
を
犯
し
た
人

に
対
す
る
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
病
院
・
学
校
・

福
祉
施
設
や
民

間
団
体
等
） 

そ
の
他 

特
に
な
い
、
わ
か

ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  27.1  19.4  50.9  16.5  31.2  1.9  23.7  6.2  

男性 18～19 歳 2  50.0  － 50.0  50.0  － － 50.0  － 

   20～29 歳 10  30.0  20.0  50.0  40.0  30.0  10.0  10.0  － 

   30～39 歳 22  31.8  27.3  54.5  18.2  22.7  4.5  18.2  4.5  

   40～49 歳 16  18.8  18.8  43.8  － 56.3  12.5  25.0  － 

   50～59 歳 38  28.9  26.3  57.9  18.4  42.1  2.6  23.7  － 

   60～69 歳 38  18.4  18.4  39.5  13.2  26.3  2.6  26.3  7.9  

   70～79 歳 61  27.9  19.7  47.5  23.0  32.8  1.6  26.2  4.9  

   80 歳以上 30  26.7  20.0  36.7  16.7  20.0  － 23.3  13.3  

女性 18～19 歳 4  － － 50.0  25.0  25.0  － 25.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  － 40.0  20.0  50.0  － 40.0  － 

   30～39 歳 21  23.8  19.0  66.7  23.8  19.0  － 19.0  4.8  

   40～49 歳 22  22.7  4.5  40.9  4.5  54.5  4.5  22.7  4.5  

   50～59 歳 36  36.1  16.7  66.7  13.9  41.7  2.8  16.7  － 

   60～69 歳 64  26.6  15.6  56.3  12.5  26.6  － 26.6  7.8  

   70～79 歳 55  34.5  30.9  56.4  20.0  30.9  － 21.8  3.6  

   80 歳以上 34  26.5  20.6  44.1  11.8  14.7  － 29.4  20.6  
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（６）生活困窮者の自立支援について 

問 44 家計、住居、仕事、子どもの学習環境など、生活に困難な状況にある人の自立を

支援する生活困窮者自立支援制度が平成 27 年４月からはじまりました。あなたはこ

の制度を知っていましたか（○は１つだけ） 

「聞いたことはあるが内容まではよくわからない」の割合が 48.9％と最も高く、次いで「知ら

なかった」の割合が 39.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「知らなかった」の割合が、40～49歳で「知らな

かった」の割合が、50～59 歳で「知らなかった」の割合が高くなっています。また、40～49歳で

「聞いたことはあるが内容まではよくわからない」の割合が、20～29歳で「聞いたことはあるが

内容まではよくわからない」の割合が、80歳以上で「知らなかった」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る
（
内
容

も
） 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る

が
内
容
ま
で
は
よ
く

わ
か
ら
な
い 

知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

全  体 468  6.2  48.9  39.3  5.6  

男性 18～19 歳 2  － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  30.0  60.0  － 

   30～39 歳 22  9.1  40.9  50.0  － 

   40～49 歳 16  18.8  25.0  56.3  － 

   50～59 歳 38  5.3  47.4  47.4  － 

   60～69 歳 38  2.6  60.5  28.9  7.9  

   70～79 歳 61  8.2  52.5  32.8  6.6  

   80 歳以上 30  10.0  46.7  26.7  16.7  

女性 18～19 歳 4  － 50.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  10.0  40.0  50.0  － 

   30～39 歳 21  4.8  42.9  47.6  4.8  

   40～49 歳 22  4.5  59.1  31.8  4.5  

   50～59 歳 36  8.3  38.9  52.8  － 

   60～69 歳 64  4.7  51.6  37.5  6.3  

   70～79 歳 55  5.5  61.8  30.9  1.8  

   80 歳以上 34  － 44.1  41.2  14.7  

 

  

回答者数 = 468 ％

知っている（内容も）

聞いたことはあるが内容まではよくわから
ない

知らなかった

無回答

6.2

48.9

39.3

5.6

0 20 40 60 80 100
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問 45 この１年間で、あなたは経済的な理由で必要であるもの（食料や衣服、日用品な

ど）を買うことができなかったことはありますか。（○は１つだけ） 

「まったくない」の割合が 63.7％と最も高く、次いで「ほとんどない」の割合が 22.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59 歳で「まったくない」「まったくない」の割合が、20

～29 歳で「まったくない」の割合が高くなっています。また、80 歳以上で「まったくない」「ま

ったくない」の割合が、20～29歳で「ほとんどない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
あ
る 

た
ま
に
あ
る 

ほ
と
ん
ど
な
い 

ま
っ
た
く
な
い 

無
回
答 

全  体 468  1.3  6.4  22.9  63.7  5.8  

男性 18～19 歳 2  － － － 100.0  － 

   20～29 歳 10  － 20.0  10.0  70.0  － 

   30～39 歳 22  － 13.6  27.3  59.1  － 

   40～49 歳 16  － 12.5  31.3  56.3  － 

   50～59 歳 38  2.6  5.3  15.8  76.3  － 

   60～69 歳 38  2.6  － 23.7  65.8  7.9  

   70～79 歳 61  － 4.9  31.1  57.4  6.6  

   80 歳以上 30  － 13.3  23.3  46.7  16.7  

女性 18～19 歳 4  － － 50.0  50.0  － 

   20～29 歳 10  － － 20.0  80.0  － 

   30～39 歳 21  4.8  4.8  19.0  66.7  4.8  

   40～49 歳 22  － 4.5  18.2  72.7  4.5  

   50～59 歳 36  － 2.8  16.7  80.6  － 

   60～69 歳 64  － 7.8  17.2  68.8  6.3  

   70～79 歳 55  1.8  1.8  30.9  63.6  1.8  

   80 歳以上 34  5.9  8.8  23.5  44.1  17.6  

  

回答者数 = 468 ％

よくある

たまにある

ほとんどない

まったくない

無回答

1.3

6.4

22.9

63.7

5.8

0 20 40 60 80 100
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問 46 あなたは、生活困窮者の自立支援について御嵩町がどのような取組に力を入れる

べきだと思いますか（○はいくつでも） 

「就労に向けた支援（一般就労に向けたサポートや就労機会の提供など）」の割合が 58.5％と

最も高く、次いで「自立に向けた相談の充実」の割合が 51.5％、「住まいに関する支援（一時的

な居場所の提供や家賃相当額の支給など）」の割合が 33.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

自立に向けた相談の充実

住まいに関する支援（一時的な居場所の提供や家賃
相当額の支給など）

就労に向けた支援（一般就労に向けたサポートや就
労機会の提供など）

家計に関する相談支援（家計の立て直しに関する助
言や必要な貸付のあっせんなど）

子どもの学習支援

その他

無回答

51.5

33.5

58.5

31.0

32.9

1.5

9.6

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「子どもの学習支援」の割合が、40～49 歳で「子

どもの学習支援」の割合が、30～39歳で「就労に向けた支援（一般就労に向けたサポートや就労

機会の提供など）」の割合が高くなっています。また、80 歳以上で「就労に向けた支援（一般就

労に向けたサポートや就労機会の提供など）」「自立に向けた相談の充実」の割合が、30～39歳で

「自立に向けた相談の充実」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
立
に
向
け
た
相
談
の
充
実 

住
ま
い
に
関
す
る
支
援
（
一
時
的

な
居
場
所
の
提
供
や
家
賃
相
当

額
の
支
給
な
ど
） 

就
労
に
向
け
た
支
援
（
一
般
就
労

に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
や
就
労
機

会
の
提
供
な
ど
） 

家
計
に
関
す
る
相
談
支
援
（
家
計

の
立
て
直
し
に
関
す
る
助
言
や

必
要
な
貸
付
の
あ
っ
せ
ん
な
ど
） 

子
ど
も
の
学
習
支
援 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 468  51.5  33.5  58.5  31.0  32.9  1.5  9.6  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  50.0  － 50.0  － － 

   20～29 歳 10  40.0  40.0  40.0  40.0  60.0  － － 

   30～39 歳 22  31.8  40.9  77.3  27.3  22.7  4.5  4.5  

   40～49 歳 16  43.8  43.8  50.0  37.5  56.3  － － 

   50～59 歳 38  52.6  42.1  76.3  23.7  47.4  － 2.6  

   60～69 歳 38  55.3  34.2  55.3  39.5  42.1  － 7.9  

   70～79 歳 61  55.7  34.4  57.4  31.1  27.9  1.6  9.8  

   80 歳以上 30  56.7  30.0  33.3  30.0  20.0  － 26.7  

女性 18～19 歳 4  － － 75.0  25.0  25.0  － － 

   20～29 歳 10  50.0  30.0  80.0  20.0  40.0  － － 

   30～39 歳 21  42.9  19.0  81.0  23.8  33.3  － 4.8  

   40～49 歳 22  45.5  22.7  54.5  27.3  27.3  9.1  4.5  

   50～59 歳 36  63.9  36.1  66.7  38.9  38.9  5.6  － 

   60～69 歳 64  64.1  43.8  59.4  32.8  37.5  － 6.3  

   70～79 歳 55  56.4  27.3  56.4  32.7  23.6  － 9.1  

   80 歳以上 34  29.4  26.5  41.2  29.4  20.6  2.9  35.3  
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問 47 あなたはヤングケアラーという言葉を知っていますか。あてはまる番号を１つ選

んで、番号に○印をつけてください。（○は１つだけ） 

「言葉も内容も知っている」の割合が 48.9％と最も高く、次いで「言葉は聞いたことがある」

の割合が 22.2％、「知らない」の割合が 22.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、50～59歳で「言葉も内容も知っている」の割合が、30～39歳

で「言葉も内容も知っている」の割合が、40～49 歳で「知らない」の割合が高くなっています。

また、80歳以上で「言葉も内容も知っている」の割合が、50～59 歳で「知らない」の割合が、20

～29 歳で「言葉も内容も知っている」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

言
葉
も
内
容
も
知
っ

て
い
る 

言
葉
は
聞
い
た
こ
と

が
あ
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 468  48.9  22.2  22.0  6.8  

男性 18～19 歳 2  50.0  － 50.0  － 

   20～29 歳 10  50.0  10.0  40.0  － 

   30～39 歳 22  40.9  31.8  27.3  － 

   40～49 歳 16  37.5  18.8  43.8  － 

   50～59 歳 38  52.6  18.4  28.9  － 

   60～69 歳 38  44.7  26.3  21.1  7.9  

   70～79 歳 61  34.4  29.5  29.5  6.6  

   80 歳以上 30  20.0  26.7  33.3  20.0  

女性 18～19 歳 4  50.0  50.0  － － 

   20～29 歳 10  30.0  30.0  40.0  － 

   30～39 歳 21  76.2  14.3  4.8  4.8  

   40～49 歳 22  59.1  18.2  18.2  4.5  

   50～59 歳 36  80.6  16.7  2.8  － 

   60～69 歳 64  64.1  15.6  14.1  6.3  

   70～79 歳 55  49.1  27.3  18.2  5.5  

   80 歳以上 34  38.2  14.7  23.5  23.5  
  

回答者数 = 468 ％

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことがある

知らない

無回答

48.9

22.2

22.0

6.8

0 20 40 60 80 100
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問 48 ヤングケアラーを支援するために、必要だと思うことはどのようなことですか。

（○はいくつでも） 

「本人の抱えている状況について相談できる場所」の割合が 65.2％と最も高く、次いで「家族

の介護・介助の内容について相談できる場所」の割合が 46.8％、「家庭への経済的な支援」の割

合が 40.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

本人の抱えている状況について相談できる場所

家族の介護・介助の内容について相談できる場所

家族の病気や障害、ケアのことなどについてわかり
やすく説明する場所

介護・介助のすべてをケアラーに代わって行うサー
ビスの紹介

介護・介助の一部をケアラーに代わって行うサービ
スの紹介

進路や就職など将来について相談できる場所

学校の勉強や受験勉強など学習のサポート

家庭への経済的な支援

その他

特にない

わからない

無回答

65.2

46.8

23.1

33.1

36.5

37.0

31.8

40.2

1.9

0.4

6.8

7.1

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、20～29歳で「家族の介護・介助の内容について相談できる場

所」の割合が、50～59歳で「介護・介助のすべてをケアラーに代わって行うサービスの紹介」の

割合が、30～39 歳で「学校の勉強や受験勉強など学習のサポート」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

本
人
の
抱
え
て
い
る

状
況
に
つ
い
て
相
談

で
き
る
場
所 

家
族
の
介
護
・
介
助
の

内
容
に
つ
い
て
相
談

で
き
る
場
所 

家
族
の
病
気
や
障
害
、

ケ
ア
の
こ
と
な
ど
に

つ
い
て
わ
か
り
や
す

く
説
明
す
る
場
所 

介
護
・
介
助
の
す
べ
て

を
ケ
ア
ラ
ー
に
代
わ

っ
て
行
う
サ
ー
ビ
ス

の
紹
介 

介
護
・
介
助
の
一
部
を

ケ
ア
ラ
ー
に
代
わ
っ

て
行
う
サ
ー
ビ
ス
の

紹
介 

進
路
や
就
職
な
ど
将

来
に
つ
い
て
相
談
で

き
る
場
所 

全  体 468  65.2  46.8  23.1  33.1  36.5  37.0  

男性 18～19 歳 2  50.0  50.0  － － － － 

   20～29 歳 10  60.0  30.0  10.0  20.0  30.0  40.0  

   30～39 歳 22  50.0  36.4  31.8  36.4  36.4  40.9  

   40～49 歳 16  62.5  37.5  25.0  25.0  43.8  25.0  

   50～59 歳 38  65.8  60.5  23.7  42.1  42.1  50.0  

   60～69 歳 38  63.2  60.5  18.4  23.7  44.7  44.7  

   70～79 歳 61  63.9  50.8  29.5  27.9  37.7  36.1  

   80 歳以上 30  50.0  43.3  10.0  26.7  10.0  16.7  

女性 18～19 歳 4  100.0  － 25.0  25.0  － 25.0  

   20～29 歳 10  70.0  70.0  30.0  30.0  30.0  30.0  

   30～39 歳 21  71.4  42.9  23.8  52.4  52.4  52.4  

   40～49 歳 22  68.2  50.0  22.7  22.7  18.2  27.3  

   50～59 歳 36  80.6  47.2  25.0  55.6  55.6  47.2  

   60～69 歳 64  81.3  53.1  31.3  34.4  43.8  50.0  

   70～79 歳 55  72.7  38.2  21.8  30.9  38.2  36.4  

   80 歳以上 34  35.3  35.3  11.8  32.4  20.6  8.8  
 

区分 

学
校
の
勉
強
や
受
験

勉
強
な
ど
学
習
の
サ

ポ
ー
ト 

家
庭
へ
の
経
済
的
な

支
援 

そ
の
他 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

全  体 31.8  40.2  1.9  0.4  6.8  7.1   

男性 18～19 歳 － － － － － －  

   20～29 歳 40.0  40.0  10.0  － 10.0  －  

   30～39 歳 45.5  40.9  4.5  － 13.6  4.5   

   40～49 歳 31.3  43.8  － － 12.5  6.3   

   50～59 歳 44.7  50.0  － － 10.5  －  

   60～69 歳 23.7  39.5  － － 5.3  10.5   

   70～79 歳 18.0  44.3  － － 8.2  8.2   

   80 歳以上 13.3  23.3  3.3  3.3  13.3  16.7   

女性 18～19 歳 75.0  50.0  － － － －  

   20～29 歳 20.0  50.0  － － － －  

   30～39 歳 52.4  52.4  － － 4.8  4.8   

   40～49 歳 31.8  40.9  4.5  4.5  － 4.5   

   50～59 歳 38.9  47.2  5.6  － － －  

   60～69 歳 42.2  46.9  3.1  － 1.6  6.3   

   70～79 歳 30.9  30.9  － － 7.3  1.8   

   80 歳以上 23.5  26.5  2.9  － 11.8  20.6   
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（７）地域福祉を推進するために 

問 49 あなたは、これからの福祉は何を重点にすべきだと思いますか。（○は主なもの

３つまで） 

「気軽に相談できる場の充実」の割合が 32.5％と最も高く、次いで「在宅福祉を支えるサービ

スの充実」の割合が 31.2％、「福祉サービスに関する情報提供」の割合が 29.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

子どものころからの福祉教育

地域や職場における福祉教育

健康や生きがいづくりへの支援

子どもや子育て家庭への支援

在宅福祉を支えるサービスの充実

ボランティアやＮＰＯなどの町民活動への支援

住民がお互いに助け合えるまちづくり

気軽に集える場の充実

気軽に相談できる場の充実

福祉サービスに関する情報提供

地震などの緊急時に高齢者や障がい者などの安全を
確保するための体制づくり

その他

無回答

26.1

11.3

23.3

23.5

31.2

6.4

21.4

9.6

32.5

29.5

19.9

1.3

5.3

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、40～49歳で「子どもや子育て家庭への支援」の割合が、30～

39 歳で「子どもや子育て家庭への支援」の割合が、20～29歳で「子どもや子育て家庭への支援」

の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の

福
祉
教
育 

地
域
や
職
場
に
お
け
る

福
祉
教
育 

健
康
や
生
き
が
い
づ
く

り
へ
の
支
援 

子
ど
も
や
子
育
て
家
庭

へ
の
支
援 

在
宅
福
祉
を
支
え
る
サ

ー
ビ
ス
の
充
実 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど
の
町
民
活
動
へ

の
支
援 

全  体 468  26.1  11.3  23.3  23.5  31.2  6.4  

男性 18～19 歳 2  50.0  100.0  － － － － 

   20～29 歳 10  30.0  20.0  30.0  50.0  20.0  － 

   30～39 歳 22  31.8  22.7  18.2  45.5  36.4  9.1  

   40～49 歳 16  31.3  12.5  43.8  75.0  12.5  6.3  

   50～59 歳 38  26.3  18.4  21.1  28.9  34.2  13.2  

   60～69 歳 38  26.3  13.2  39.5  13.2  50.0  7.9  

   70～79 歳 61  24.6  8.2  37.7  23.0  34.4  8.2  

   80 歳以上 30  26.7  16.7  20.0  10.0  40.0  － 

女性 18～19 歳 4  25.0  － 25.0  － － － 

   20～29 歳 10  20.0  10.0  10.0  40.0  20.0  10.0  

   30～39 歳 21  28.6  4.8  4.8  66.7  23.8  － 

   40～49 歳 22  40.9  18.2  13.6  31.8  27.3  － 

   50～59 歳 36  33.3  2.8  11.1  19.4  27.8  2.8  

   60～69 歳 64  21.9  12.5  20.3  15.6  34.4  7.8  

   70～79 歳 55  25.5  7.3  18.2  9.1  29.1  7.3  

   80 歳以上 34  11.8  2.9  23.5  8.8  20.6  5.9  
 

区分 

住
民
が
お
互
い
に
助
け

合
え
る
ま
ち
づ
く
り 

気
軽
に
集
え
る
場
の
充

実 気
軽
に
相
談
で
き
る
場

の
充
実 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す

る
情
報
提
供 

地
震
な
ど
の
緊
急
時
に

高
齢
者
や
障
が
い
者
な

ど
の
安
全
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制
づ
く
り 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 21.4  9.6  32.5  29.5  19.9  1.3  5.3  

男性 18～19 歳 － － 50.0  － － － － 

   20～29 歳 10.0  － 30.0  10.0  20.0  － － 

   30～39 歳 18.2  22.7  9.1  18.2  18.2  － 4.5  

   40～49 歳 6.3  6.3  12.5  25.0  18.8  6.3  － 

   50～59 歳 15.8  13.2  26.3  31.6  18.4  2.6  － 

   60～69 歳 15.8  7.9  23.7  28.9  23.7  － 5.3  

   70～79 歳 24.6  6.6  42.6  23.0  8.2  － 8.2  

   80 歳以上 33.3  16.7  20.0  23.3  40.0  3.3  6.7  

女性 18～19 歳 50.0  － 50.0  50.0  25.0  － 25.0  

   20～29 歳 10.0  － 30.0  20.0  20.0  － 10.0  

   30～39 歳 14.3  9.5  47.6  33.3  4.8  － 4.8  

   40～49 歳 18.2  9.1  40.9  36.4  18.2  － － 

   50～59 歳 27.8  8.3  38.9  47.2  8.3  － 2.8  

   60～69 歳 18.8  6.3  39.1  32.8  34.4  1.6  1.6  

   70～79 歳 30.9  7.3  38.2  41.8  23.6  － 7.3  

   80 歳以上 20.6  20.6  20.6  14.7  14.7  5.9  14.7  
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（８）幸福感について 

問 50 現在、あなたはどの程度幸せですか。「とても幸せ」を 10点、「とても不幸」を

０点とすると、何点くらいになると思いますか。いずれかの数字を１つだけ○で囲

んでください。 

「８点」の割合が 19.9％と最も高く、次いで「７点」の割合が 18.6％、「５点」の割合が 17.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 468 ％

０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点

無回答

0.2

0.2

1.3

1.3

7.7

17.5

12.6

18.6

19.9

8.1

9.6

3.0

0 20 40 60 80 100
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【性・年代別】 

性・年代別にみると、他に比べ、30～39歳で「８点」の割合が、20～29 歳で「５点」の割合が、

50～59 歳で「６点」の割合が高くなっています。また、30～39 歳で「７点」の割合が、80 歳以

上で「８点」の割合が、20～29歳で「８点」「７点」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
点 

１
点 

２
点 

３
点 

４
点 

５
点 

６
点 

７
点 

８
点 

９
点 

1
0

点 

無
回
答 

全  体 468  0.2  0.2  1.3  1.3  7.7  17.5  12.6  18.6  19.9  8.1  9.6  3.0  

男性 18～19 歳 2  － － － － － 50.0  － － 50.0  － － － 

   20～29 歳 10  － － － － － 40.0  20.0  20.0  20.0  － － － 

   30～39 歳 22  － － － － 9.1  22.7  18.2  18.2  22.7  － 9.1  － 

   40～49 歳 16  － － － 6.3  6.3  12.5  25.0  18.8  18.8  6.3  － 6.3  

   50～59 歳 38  2.6  － 5.3  － 7.9  15.8  26.3  18.4  13.2  7.9  2.6  － 

   60～69 歳 38  － － 2.6  2.6  10.5  13.2  10.5  18.4  13.2  2.6  21.1  5.3  

   70～79 歳 61  － － － － 8.2  26.2  11.5  19.7  21.3  8.2  3.3  1.6  

   80 歳以上 30  － － － － 13.3  13.3  13.3  16.7  10.0  6.7  10.0  16.7  

女性 18～19 歳 4  － － － － － 25.0  － － 50.0  25.0  － － 

   20～29 歳 10  － － － － － 20.0  20.0  10.0  10.0  － 40.0  － 

   30～39 歳 21  － － － － 14.3  9.5  14.3  4.8  47.6  4.8  4.8  － 

   40～49 歳 22  － － － 4.5  9.1  13.6  4.5  22.7  31.8  13.6  － － 

   50～59 歳 36  － － － － － 13.9  5.6  27.8  25.0  11.1  13.9  2.8  

   60～69 歳 64  － 1.6  4.7  － 6.3  20.3  10.9  17.2  12.5  12.5  14.1  － 

   70～79 歳 55  － － － 1.8  3.6  14.5  9.1  18.2  25.5  12.7  12.7  1.8  

   80 歳以上 34  － － － 2.9  14.7  14.7  11.8  26.5  11.8  2.9  8.8  5.9  
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２ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

（１）回答者 

調査票を記入されたのはどなたですか。（○は１つだけ） 

「あて名のご本人」の割合が 86.7％、「ご家族あて名のご本人からみた続柄」の割合が 4.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

あて名のご本人

ご家族あて名のご本人からみた続柄

その他

無回答

86.7

4.5

0.4

8.5

0 20 40 60 80 100
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（２）家族や生活状況などのことについて 

問１ 家族構成を教えてください。（○は１つだけ） 

「夫婦２人暮らし( 配偶者 65 歳以上) 」の割合が 39.6％と最も高く、次いで「息子・娘との

２世代」の割合が 23.2％、「１人暮らし」の割合が 13.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、普段の生活でどなたかの介護が必要ですか。（○は１つだけ） 

「介護は必要ない問３へ」の割合が 86.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「介護は必要ない問３へ」の割合が、70～75歳未

満で「介護は必要ない問３へ」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「介護は必要ない

問３へ」の割合が、85～90 歳未満で「介護は必要ない問３へ」の割合が、80～85歳未満で「介護

は必要ない問３へ」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

介
護
は
必
要
な
い
問
３

へ 何
ら
か
の
介
護
が
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
） 

無
回
答 

全  体 1099  86.5  4.8  2.9  5.7  

65～70 歳未満 251  94.8  0.8  1.6  2.8  

70～75 歳未満 293  93.2  1.7  1.0  4.1  

75～80 歳未満 218  89.4  2.8  2.8  5.0  

80～85 歳未満 167  76.6  10.2  3.6  9.6  

85～90 歳未満 67  59.7  14.9  6.0  19.4  

90 歳以上 33  54.5  15.2  24.2  6.1  

回答者数 = 1,099 ％

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世代

その他

無回答

13.1

39.6

4.5

23.2

15.8

3.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,099 ％

介護は必要ない問３へ

何らかの介護が必要だが、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）

無回答

86.5

4.8

2.9

5.7

0 20 40 60 80 100
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問２- １ 介護が必要になった主な原因はなんですか。（○はいくつでも） 

「高齢による衰弱」の割合が 30.6％と最も高く、次いで「骨折・転倒」の割合が 17.6％、「脳

卒中（脳出血・脳梗塞等）」、「糖尿病」の割合が 11.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 85 ％

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・聴覚障がい

骨折・転倒

脊椎損傷

高齢による衰弱

その他

不明

無回答

11.8

10.6

9.4

5.9

10.6

9.4

0.0

11.8

0.0

9.4

17.6

10.6

30.6

10.6

0.0

7.1

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、75～80歳未満で「脳卒中（脳出血・脳梗塞等）」「関節の病気（リ

ウマチ等）」の割合が、80～85 歳未満で「高齢による衰弱」の割合が高くなっています。また、

90 歳以上で「骨折・転倒」の割合が、80～85 歳未満で「関節の病気（リウマチ等）」の割合が、

75～80歳未満で「高齢による衰弱」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 85  11.8  10.6  9.4  5.9  10.6  9.4  － 11.8  

65～70 歳未満 6  － － 16.7  16.7  16.7  － － － 

70～75 歳未満 8  25.0  12.5  25.0  － － 25.0  － 12.5  

75～80 歳未満 12  33.3  8.3  8.3  8.3  25.0  8.3  － 8.3  

80～85 歳未満 23  8.7  17.4  － 4.3  4.3  13.0  － 26.1  

85～90 歳未満 14  7.1  7.1  7.1  － 14.3  7.1  － － 

90 歳以上 13  7.7  7.7  － － 15.4  － － 7.7  

 

区分 

腎
疾
患
（
透
析
） 

視
覚
・
聴
覚
障
が
い 

骨
折
・
転
倒 

脊
椎
損
傷 

高
齢
に
よ
る
衰
弱 

そ
の
他 

不
明 

無
回
答 

全  体 － 9.4  17.6  10.6  30.6  10.6  － 7.1  

65～70 歳未満 － － 33.3  － 33.3  － － － 

70～75 歳未満 － 12.5  25.0  25.0  － 25.0  － － 

75～80 歳未満 － 8.3  16.7  8.3  25.0  8.3  － 8.3  

80～85 歳未満 － 4.3  21.7  21.7  47.8  4.3  － 8.7  

85～90 歳未満 － 21.4  21.4  － 35.7  － － 7.1  

90 歳以上 － 7.7  7.7  7.7  38.5  30.8  － 7.7  
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問２- ２ 主にどなたの介護を受けていますか。（○はいくつでも） 

「配偶者（夫・妻）」の割合が 27.1％と最も高く、次いで「息子」の割合が 25.9％、「娘」の割

合が 22.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「娘」「息子」の割合が、90歳以上で「子の配偶

者」「息子」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で「配偶者（夫・妻）」の割合が、80～

85 歳未満で「配偶者（夫・妻）」の割合が、85～90 歳未満で「子の配偶者」の割合が低くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 85  27.1  25.9  22.4  14.1  4.7  － 8.2  4.7  18.8  

65～70 歳未満 6  50.0  － － － － － － 16.7  33.3  

70～75 歳未満 8  37.5  － － － － － 12.5  － 50.0  

75～80 歳未満 12  33.3  33.3  16.7  8.3  8.3  － 8.3  8.3  8.3  

80～85 歳未満 23  17.4  34.8  39.1  21.7  － － 8.7  － 21.7  

85～90 歳未満 14  21.4  21.4  28.6  7.1  7.1  － 14.3  － 14.3  

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

 

  

回答者数 = 85 ％

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

無回答

27.1

25.9

22.4

14.1

4.7

0.0

8.2

4.7

18.8

0 20 40 60 80 100
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問３ 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つだけ） 

「ふつう」の割合が 64.1％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が 21.7％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、85～90歳未満で「やや苦しい」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  6.1  21.7  64.1  5.2  0.3  2.6  

65～70 歳未満 251  6.8  22.7  61.8  6.4  0.4  2.0  

70～75 歳未満 293  5.8  24.2  63.5  5.1  － 1.4  

75～80 歳未満 218  5.0  21.6  67.0  4.1  0.5  1.8  

80～85 歳未満 167  4.8  19.2  64.7  6.0  0.6  4.8  

85～90 歳未満 67  6.0  11.9  68.7  3.0  － 10.4  

90 歳以上 33  6.1  18.2  63.6  9.1  － 3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

6.1

21.7

64.1

5.2

0.3

2.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、４点で「やや苦しい」の割合が、10 点で「ふつう」の割合が、

６点で「やや苦しい」の割合が高くなっています。また、４点で「ふつう」の割合が、０点で「ふ

つう」の割合が、３点で「ふつう」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  6.1  21.7  64.1  5.2  0.3  2.6  

０点 43  7.0  30.2  41.9  2.3  － 18.6  

１点 5  20.0  40.0  － 40.0  － － 

２点 8  37.5  50.0  12.5  － － － 

３点 29  17.2  31.0  44.8  － － 6.9  

４点 24  20.8  45.8  33.3  － － － 

５点 223  11.7  30.0  54.7  0.9  0.4  2.2  

６点 108  4.6  32.4  55.6  4.6  － 2.8  

７点 163  2.5  16.6  74.2  5.5  － 1.2  

８点 238  4.6  14.3  71.8  8.0  0.4  0.8  

９点 91  4.4  16.5  69.2  8.8  － 1.1  

10 点 152  － 13.2  76.3  7.2  0.7  2.6  

 

 

問４ 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つだけ） 

「持家（一戸建て）」の割合が 93.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

93.7

0.5

0.8

0.3

0.9

0.6

0.7

2.5

0 20 40 60 80 100
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（３）からだを動かすことや外出について 

問５ からだを動かすことなどについてお聞きします。 

①階段を手すりや壁をつたわらずにのぼっていますか 

「できるし、している」の割合が 61.4％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 19.9％、「できない」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「できない」の割合が、85～90歳未満で「できない」

の割合が、70～75 歳未満で「できるし、している」の割合が高くなっています。また、90歳以上

で「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるし、している」の割合が、80～85

歳未満で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  61.4  19.9  14.9  3.7  

65～70 歳未満 251  72.1  17.9  8.0  2.0  

70～75 歳未満 293  73.7  15.7  8.5  2.0  

75～80 歳未満 218  60.1  22.0  13.8  4.1  

80～85 歳未満 167  45.5  25.1  24.0  5.4  

85～90 歳未満 67  34.3  22.4  32.8  10.4  

90 歳以上 33  9.1  21.2  57.6  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

61.4

19.9

14.9

3.7

0 20 40 60 80 100
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②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 

「できるし、している」の割合が 74.6％と最も高く、次いで「できない」の割合が 10.9％、

「できるけどしていない」の割合が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「できない」の割合が、80～85歳未満で「できない」

の割合が、65～70 歳未満で「できるし、している」の割合が高くなっています。また、90歳以上

で「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるし、している」の割合が、80～85

歳未満で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  74.6  10.5  10.9  4.0  

65～70 歳未満 251  83.7  10.0  4.4  2.0  

70～75 歳未満 293  83.3  7.5  6.5  2.7  

75～80 歳未満 218  74.8  11.0  9.2  5.0  

80～85 歳未満 167  60.5  13.8  21.0  4.8  

85～90 歳未満 67  53.7  14.9  19.4  11.9  

90 歳以上 33  39.4  9.1  45.5  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

74.6

10.5

10.9

4.0

0 20 40 60 80 100
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③15分位続けて歩いていますか 

「できるし、している」の割合が 69.2％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「できるし、している」高くなっています。また、

90 歳以上で「できるし、している」の割合が、85～90 歳未満で「できるし、している」の割合

が、80～85歳未満で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  69.2  18.9  8.0  3.9  

65～70 歳未満 251  74.5  20.3  3.2  2.0  

70～75 歳未満 293  72.7  19.5  5.5  2.4  

75～80 歳未満 218  72.0  17.0  6.4  4.6  

80～85 歳未満 167  62.3  18.6  12.6  6.6  

85～90 歳未満 67  58.2  16.4  14.9  10.4  

90 歳以上 33  39.4  18.2  39.4  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

69.2

18.9

8.0

3.9

0 20 40 60 80 100
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問６  過去１年間に転んだ経験がありますか。（○は１つだけ） 

「ない」の割合が 68.9％と最も高く、次いで「１度ある」の割合が 21.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、70～75 歳未満で「ない」高くなっています。また、90 歳以上で

「ない」の割合が、85～90歳未満で「ない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
度
も
あ
る 

１
度
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 1099  8.0  21.1  68.9  2.0  

65～70 歳未満 251  7.6  19.5  72.1  0.8  

70～75 歳未満 293  6.1  17.7  75.1  1.0  

75～80 歳未満 218  6.9  23.4  68.3  1.4  

80～85 歳未満 167  9.6  23.4  64.7  2.4  

85～90 歳未満 67  14.9  22.4  52.2  10.4  

90 歳以上 33  21.2  24.2  51.5  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

何度もある

１度ある

ない

無回答

8.0

21.1

68.9

2.0

0 20 40 60 80 100
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問７ 転ぶことに対する不安は大きいですか。（○は１つだけ） 

「やや不安である」の割合が 38.6％と最も高く、次いで「あまり不安でない」の割合が 26.4％、

「不安でない」の割合が 18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「とても不安である」の割合が、85～90 歳未満で「や

や不安である」の割合が、80～85 歳未満で「とても不安である」の割合が高くなっています。ま

た、85～90 歳未満で「あまり不安でない」「不安でない」の割合が、90歳以上で「やや不安であ

る」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
不
安
で
あ
る 

や
や
不
安
で
あ
る 

あ
ま
り
不
安
で
な
い 

不
安
で
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  14.3  38.6  26.4  18.5  2.3  

65～70 歳未満 251  8.0  39.4  28.7  22.7  1.2  

70～75 歳未満 293  9.6  36.9  28.0  23.5  2.0  

75～80 歳未満 218  16.1  37.2  27.5  17.4  1.8  

80～85 歳未満 167  19.8  38.9  24.6  15.0  1.8  

85～90 歳未満 67  19.4  47.8  14.9  7.5  10.4  

90 歳以上 33  48.5  27.3  21.2  － 3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

とても不安である

やや不安である

あまり不安でない

不安でない

無回答

14.3

38.6

26.4

18.5

2.3

0 20 40 60 80 100
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問８ 週に１回以上は外出していますか。（○は１つだけ） 

「週２～４回」の割合が 42.9％と最も高く、次いで「週５回以上」の割合が 36.3％、「週１回」

の割合が 14.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「週１回」の割合が、65～70歳未満で「週５回以

上」の割合が、90 歳以上で「週１回」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「週５

回以上」の割合が、90歳以上で「週５回以上」「週２～４回」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ほ
と
ん
ど
し
な
い 

週
１
回 

週
２
～
４
回 

週
５
回
以
上 

無
回
答 

全  体 1099  4.2  14.8  42.9  36.3  1.7  

65～70 歳未満 251  1.6  8.0  39.0  50.6  0.8  

70～75 歳未満 293  3.4  12.3  41.6  41.3  1.4  

75～80 歳未満 218  2.8  11.5  48.6  36.2  0.9  

80～85 歳未満 167  4.2  25.1  43.1  25.1  2.4  

85～90 歳未満 67  6.0  29.9  44.8  10.4  9.0  

90 歳以上 33  33.3  27.3  24.2  12.1  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ほとんどしない

週１回

週２～４回

週５回以上

無回答

4.2

14.8

42.9

36.3

1.7

0 20 40 60 80 100
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問９ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。（○は１つだけ） 

「あまり減っていない」の割合が 35.4％と最も高く、次いで「減っていない」の割合が 33.7％、

「減っている」の割合が 25.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「減っている」の割合が、85～90歳未満で「減ってい

る」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「減っていない」の割合が、90 歳以上で

「減っていない」「あまり減っていない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  4.0  25.3  35.4  33.7  1.6  

65～70 歳未満 251  2.4  23.9  34.7  37.8  1.2  

70～75 歳未満 293  3.4  23.2  35.2  36.9  1.4  

75～80 歳未満 218  4.6  21.6  34.9  38.1  0.9  

80～85 歳未満 167  4.8  28.7  35.3  29.3  1.8  

85～90 歳未満 67  6.0  35.8  40.3  10.4  7.5  

90 歳以上 33  15.2  36.4  27.3  18.2  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

4.0

25.3

35.4

33.7

1.6

0 20 40 60 80 100
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問 10 外出を控えていますか。（○は１つだけ） 

「はい」の割合が 30.0％、「いいえ」の割合が 66.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「はい」の割合が、85～90 歳未満で「はい」の割合が

高くなっています。また、85～90歳未満で「いいえ」の割合が、90歳以上で「いいえ」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  30.0  66.9  3.1  

65～70 歳未満 251  27.1  71.7  1.2  

70～75 歳未満 293  29.7  68.3  2.0  

75～80 歳未満 218  26.1  71.6  2.3  

80～85 歳未満 167  27.5  68.3  4.2  

85～90 歳未満 67  44.8  40.3  14.9  

90 歳以上 33  45.5  45.5  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

30.0

66.9

3.1

0 20 40 60 80 100
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問 10- 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） 

「足腰などの痛み」の割合が 24.8％と最も高く、次いで「外での楽しみがない」の割合が 10.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「足腰などの痛み」の割合が、80～85歳未満で「足腰

などの痛み」の割合が、85～90 歳未満で「足腰などの痛み」の割合が高くなっています。また、

65～70 歳未満で「足腰などの痛み」の割合が、80～85 歳未満で「外での楽しみがない」の割合

が、70～75歳未満で「足腰などの痛み」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

病
気 

障
が
い
（
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
が
い
（
聞
こ
え

の
問
題
な
ど
） 

目
の
障
が
い 

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 

無
回
答 

全  体 330  8.8  0.9  24.8  7.6  5.5  2.4  10.3  4.5  9.1  39.1  17.9  

65～70 歳未満 68  7.4  － 14.7  2.9  － 1.5  8.8  2.9  1.5  50.0  27.9  

70～75 歳未満 87  3.4  1.1  19.5  4.6  1.1  1.1  10.3  4.6  4.6  48.3  24.1  

75～80 歳未満 57  17.5  1.8  21.1  12.3  3.5  － 15.8  5.3  7.0  36.8  15.8  

80～85 歳未満 46  8.7  2.2  43.5  15.2  6.5  6.5  4.3  2.2  10.9  17.4  15.2  

85～90 歳未満 30  3.3  － 40.0  6.7  30.0  3.3  10.0  10.0  30.0  20.0  － 

90 歳以上 15  6.7  － 46.7  6.7  13.3  6.7  13.3  － 26.7  26.7  6.7  

  

回答者数 = 330 ％

病気

障がい（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）

耳の障がい（聞こえの問題など）

目の障がい

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

無回答

8.8

0.9

24.8

7.6

5.5

2.4

10.3

4.5

9.1

39.1

17.9

0 20 40 60 80 100
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問 11 外出する際の移動手段は何ですか。（○はいくつでも） 

「自動車（自分で運転）」の割合が 70.6％と最も高く、次いで「徒歩」の割合が 34.7％、「自動

車（人に乗せてもらう）」の割合が 25.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

外出できない

その他

無回答

34.7

13.1

2.2

70.6

25.9

10.0

3.0

0.6

0.4

0.1

1.1

6.6

0.2

0.7

2.9

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が、85～90歳

未満で「自動車（人に乗せてもらう）」の割合が、65～70歳未満で「自動車（自分で運転）」の割

合が高くなっています。また、90歳以上で「自動車（自分で運転）」の割合が、85～90歳未満で

「自動車（自分で運転）」の割合が、80～85歳未満で「自動車（自分で運転）」の割合が低くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 1099  34.7  13.1  2.2  70.6  25.9  10.0  3.0  

65～70 歳未満 251  32.3  11.6  4.0  88.0  16.7  10.8  1.2  

70～75 歳未満 293  32.8  10.9  2.0  81.6  19.5  7.2  0.7  

75～80 歳未満 218  34.9  11.9  0.9  77.5  22.5  10.6  3.7  

80～85 歳未満 167  36.5  19.8  3.0  52.1  33.5  10.2  5.4  

85～90 歳未満 67  38.8  13.4  － 22.4  44.8  14.9  7.5  

90 歳以上 33  42.4  6.1  － 3.0  66.7  15.2  6.1  

 

区分 

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 

外
出
で
き
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 0.6  0.4  0.1  1.1  6.6  0.2  0.7  2.9  

65～70 歳未満 － 0.4  － － 1.6  － 0.4  2.4  

70～75 歳未満 0.3  － － － 2.7  0.3  0.3  2.4  

75～80 歳未満 0.5  － － － 6.0  － 1.4  1.8  

80～85 歳未満 1.2  0.6  － 3.0  13.2  － － 3.6  

85～90 歳未満 1.5  － 1.5  4.5  20.9  1.5  1.5  9.0  

90 歳以上 3.0  6.1  － 6.1  15.2  － 3.0  6.1  
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（４）食べることなどについて 

問 12 身長と体重を教えてください。（小数点以下は四捨五入して、数値をご記入くだ

さい） 

身長 

「150 ～160cm 未満」の割合が 36.0％と最も高く、次いで「160 ～170cm 未満」の割合が 30.8％、

「140 ～150cm 未満」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「140～150cm 未満」の割合が、80～85歳未満で「140

～150cm未満」の割合が、85～90歳未満で「140～150cm未満」の割合が高くなっています。また、

90 歳以上で「160～170cm 未満」「150～160cm 未満」の割合が、80～85 歳未満で「160～170cm 未

満」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

1
4
0c
m 

未
満 

1
4
0 

～15
0c
m 

未
満 

1
5
0 

～16
0c
m 

未
満 

1
6
0 

～17
0c
m 

未
満 

1
7
0 

～18
0c
m 

未
満 

1
8
0c
m 

以
上 

無
回
答 

全  体 1099  0.5  15.7  36.0  30.8  11.0  0.7  5.3  

65～70 歳未満 251  － 8.4  39.4  32.7  14.7  2.4  2.4  

70～75 歳未満 293  － 11.6  33.4  36.2  16.0  － 2.7  

75～80 歳未満 218  0.5  18.3  34.9  33.5  8.7  0.5  3.7  

80～85 歳未満 167  － 25.7  34.1  23.4  7.8  0.6  8.4  

85～90 歳未満 67  1.5  22.4  35.8  23.9  － － 16.4  

90 歳以上 33  9.1  33.3  21.2  6.1  6.1  － 24.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

140cm 未満

140 ～150cm 未満

150 ～160cm 未満

160 ～170cm 未満

170 ～180cm 未満

180cm 以上

無回答

0.5

15.7

36.0

30.8

11.0

0.7

5.3

0 20 40 60 80 100
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体重 

「50～60kg 未満」の割合が 33.3％と最も高く、次いで「60～70kg未満」の割合が 26.6％、「40

～50kg未満」の割合が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「40～50kg 未満」の割合が、85～90 歳未満で「50～

60kg 未満」の割合が、80～85 歳未満で「40～50kg 未満」の割合が高くなっています。また、90

歳以上で「60～70kg未満」の割合が、85～90歳未満で「60～70kg未満」の割合が、80～85歳未

満で「60～70kg未満」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

4
0
kg

未
満 

4
0

～50
kg

未
満 

5
0

～60
kg

未
満 

6
0

～70
kg

未
満 

7
0

～80
kg

未
満 

8
0
kg

以
上 

無
回
答 

全  体 1099  2.8  20.8  33.3  26.6  9.6  2.1  4.8  

65～70 歳未満 251  1.6  17.5  32.3  28.7  12.0  5.2  2.8  

70～75 歳未満 293  1.7  14.3  32.8  32.4  14.3  1.4  3.1  

75～80 歳未満 218  3.7  22.0  31.2  32.1  6.4  0.9  3.7  

80～85 歳未満 167  4.2  29.3  29.9  19.2  9.0  1.2  7.2  

85～90 歳未満 67  6.0  23.9  44.8  10.4  3.0  － 11.9  

90 歳以上 33  3.0  39.4  36.4  3.0  － － 18.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

40kg未満

40～50kg未満

50～60kg未満

60～70kg未満

70～80kg未満

80kg以上

無回答

2.8

20.8

33.3

26.6

9.6

2.1

4.8

0 20 40 60 80 100
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ＢＭＩ 

「標準」の割合が 65.8％と最も高く、次いで「肥満」の割合が 20.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「肥満」の割合が、85～90 歳未満で「肥満」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

や
せ 

標
準 

肥
満 

無
回
答 

全  体 1099  8.4  65.8  20.3  5.6  

65～70 歳未満 251  10.0  62.9  24.3  2.8  

70～75 歳未満 293  5.5  69.6  22.2  2.7  

75～80 歳未満 218  8.7  67.9  19.3  4.1  

80～85 歳未満 167  9.0  62.9  19.8  8.4  

85～90 歳未満 67  11.9  62.7  9.0  16.4  

90 歳以上 33  6.1  63.6  6.1  24.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

やせ

標準

肥満

無回答

8.4

65.8

20.3

5.6

0 20 40 60 80 100
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問 13 食べることについてお聞きします。（「はい」か「いいえ」該当する欄に○）  

①６か月間で２～３kg以上の体重減少がありましたか 

「はい」の割合が 14.1％、「いいえ」の割合が 83.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「いいえ」の割合が、80～85歳未満で「いいえ」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  14.1  83.4  2.5  

65～70 歳未満 251  12.4  87.3  0.4  

70～75 歳未満 293  12.6  86.0  1.4  

75～80 歳未満 218  15.1  83.0  1.8  

80～85 歳未満 167  18.0  77.8  4.2  

85～90 歳未満 67  10.4  77.6  11.9  

90 歳以上 33  12.1  78.8  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

14.1

83.4

2.5

0 20 40 60 80 100
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②半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

「はい」の割合が 26.4％、「いいえ」の割合が 72.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「はい」の割合が、80～85 歳未満で「はい」の割合

が、70～75歳未満で「いいえ」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で「いいえ」の割合

が、85～90 歳未満で「いいえ」の割合が、80～85 歳未満で「いいえ」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  26.4  72.0  1.6  

65～70 歳未満 251  23.5  76.1  0.4  

70～75 歳未満 293  20.5  78.2  1.4  

75～80 歳未満 218  27.1  72.5  0.5  

80～85 歳未満 167  32.9  65.3  1.8  

85～90 歳未満 67  29.9  59.7  10.4  

90 歳以上 33  42.4  51.5  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

26.4

72.0

1.6

0 20 40 60 80 100
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③お茶や汁物等でむせることがありますか 

「はい」の割合が 23.6％、「いいえ」の割合が 74.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「はい」の割合が、85～90歳未満で「はい」の割

合が高くなっています。また、85～90歳未満で「いいえ」の割合が、80～85 歳未満で「いいえ」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  23.6  74.3  2.1  

65～70 歳未満 251  20.3  78.9  0.8  

70～75 歳未満 293  21.2  77.8  1.0  

75～80 歳未満 218  23.9  74.3  1.8  

80～85 歳未満 167  31.7  65.9  2.4  

85～90 歳未満 67  29.9  58.2  11.9  

90 歳以上 33  21.2  75.8  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

23.6

74.3

2.1

0 20 40 60 80 100
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④口の渇きが気になりますか 

「はい」の割合が 22.1％、「いいえ」の割合が 75.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「はい」の割合が、70～75歳未満で「いいえ」の

割合が高くなっています。また、85～90 歳未満で「いいえ」の割合が、80～85 歳未満で「いい

え」の割合が、90歳以上で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  22.1  75.7  2.2  

65～70 歳未満 251  20.3  78.1  1.6  

70～75 歳未満 293  17.7  80.9  1.4  

75～80 歳未満 218  22.5  76.1  1.4  

80～85 歳未満 167  28.1  68.9  3.0  

85～90 歳未満 67  25.4  65.7  9.0  

90 歳以上 33  24.2  69.7  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

22.1

75.7

2.2

0 20 40 60 80 100



287 

問 14 歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください。（○は１つだけ）〈※成人の歯の総

本数は、親知らずを含めて 32本です〉 

「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし」の割合が 31.8％と最も高く、次いで「自分の歯

は 19本以下、かつ入れ歯を利用」の割合が 31.0％、「自分の歯は 20本以上、かつ入れ歯を利用」

の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし」の

割合が、80～85歳未満で「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」の割合が、90歳以上で「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。また、90 歳以上で「自分

の歯は 20本以上、入れ歯の利用なし」の割合が、85～90 歳未満で「自分の歯は 20本以上、入れ

歯の利用なし」の割合が、65～70 歳未満で「自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用」の割合

が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 無
回
答 

全  体 1099  16.4  31.8  31.0  9.3  11.6  

65～70 歳未満 251  17.9  44.6  21.1  10.0  6.4  

70～75 歳未満 293  18.4  35.8  29.0  8.2  8.5  

75～80 歳未満 218  18.8  28.4  31.2  11.9  9.6  

80～85 歳未満 167  13.2  22.8  42.5  6.6  15.0  

85～90 歳未満 67  9.0  14.9  41.8  4.5  29.9  

90 歳以上 33  9.1  9.1  42.4  6.1  33.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

16.4

31.8

31.0

9.3

11.6
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問 14- １ 毎日入れ歯の手入れをしていますか。（○は１つだけ） 

「はい」の割合が 71.4％、「いいえ」の割合が 7.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90歳未満で「はい」高くなっています。また、他に比べ、90

歳以上で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 521  71.4  7.1  21.5  

65～70 歳未満 98  67.3  8.2  24.5  

70～75 歳未満 139  70.5  7.2  22.3  

75～80 歳未満 109  67.0  7.3  25.7  

80～85 歳未満 93  75.3  8.6  16.1  

85～90 歳未満 34  76.5  5.9  17.6  

90 歳以上 17  64.7  5.9  29.4  

 

  

回答者数 = 521 ％

はい

いいえ

無回答

71.4

7.1

21.5

0 20 40 60 80 100
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問 15 歯の健康についてお聞きします。 

①歯みがき( 人にやってもらう場合も含む) を毎日していますか 

「はい」の割合が 85.2％、「いいえ」の割合が 5.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「はい」高くなっています。また、90 歳以上で

「はい」の割合が、85～90歳未満で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  85.2  5.2  9.6  

65～70 歳未満 251  90.4  3.6  6.0  

70～75 歳未満 293  86.7  4.8  8.5  

75～80 歳未満 218  85.8  5.0  9.2  

80～85 歳未満 167  80.8  8.4  10.8  

85～90 歳未満 67  73.1  6.0  20.9  

90 歳以上 33  72.7  9.1  18.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

85.2

5.2

9.6

0 20 40 60 80 100



290 

②噛み合わせは良いですか 

「はい」の割合が 74.0％、「いいえ」の割合が 15.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  74.0  15.7  10.4  

65～70 歳未満 251  74.1  17.9  8.0  

70～75 歳未満 293  73.0  17.4  9.6  

75～80 歳未満 218  76.1  14.7  9.2  

80～85 歳未満 167  74.3  12.0  13.8  

85～90 歳未満 67  70.1  16.4  13.4  

90 歳以上 33  69.7  12.1  18.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

74.0

15.7

10.4

0 20 40 60 80 100
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問 16 どなたかと食事をともにする機会はありますか。（○は１つだけ） 

「毎日ある」の割合が 58.7％と最も高く、次いで「月に何度かある」の割合が 12.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「毎日ある」高くなっています。また、85～90歳

未満で「毎日ある」の割合が、90歳以上で「毎日ある」の割合が、65～70歳未満で「月に何度か

ある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  58.7  7.8  12.3  7.3  6.9  7.0  

65～70 歳未満 251  66.9  9.6  6.8  5.6  5.6  5.6  

70～75 歳未満 293  59.7  8.2  12.3  6.8  6.1  6.8  

75～80 歳未満 218  57.3  7.8  17.0  6.9  5.5  5.5  

80～85 歳未満 167  55.7  4.8  15.0  7.8  9.6  7.2  

85～90 歳未満 67  44.8  6.0  13.4  13.4  7.5  14.9  

90 歳以上 33  45.5  9.1  9.1  12.1  15.2  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

58.7

7.8

12.3

7.3

6.9

7.0

0 20 40 60 80 100
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（５）毎日の生活について 

問 17 物忘れについてお聞きします。 

①物忘れが多いと感じますか 

「はい」の割合が 39.0％、「いいえ」の割合が 55.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「はい」の割合が、90 歳以上で「はい」の割合

が、80～85歳未満で「はい」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「いいえ」の割

合が、90歳以上で「いいえ」の割合が、80～85歳未満で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  39.0  55.0  6.0  

65～70 歳未満 251  35.9  59.4  4.8  

70～75 歳未満 293  33.8  61.1  5.1  

75～80 歳未満 218  39.9  56.0  4.1  

80～85 歳未満 167  46.7  46.1  7.2  

85～90 歳未満 67  53.7  31.3  14.9  

90 歳以上 33  48.5  42.4  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

39.0

55.0

6.0

0 20 40 60 80 100
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②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 

「はい」の割合が 74.3％、「いいえ」の割合が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、85～90歳未満で「いいえ」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  74.3  20.0  5.6  

65～70 歳未満 251  72.1  23.1  4.8  

70～75 歳未満 293  72.7  22.5  4.8  

75～80 歳未満 218  74.8  19.7  5.5  

80～85 歳未満 167  79.0  15.6  5.4  

85～90 歳未満 67  74.6  13.4  11.9  

90 歳以上 33  69.7  24.2  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

74.3

20.0

5.6

0 20 40 60 80 100
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③今日が何月何日かわからない時がありますか 

「はい」の割合が 23.2％、「いいえ」の割合が 70.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「はい」の割合が、80～85 歳未満で「はい」の割合

が、70～75歳未満で「いいえ」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「いいえ」の

割合が、90 歳以上で「いいえ」の割合が、80～85 歳未満で「いいえ」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  23.2  70.5  6.3  

65～70 歳未満 251  21.9  74.1  4.0  

70～75 歳未満 293  18.8  76.1  5.1  

75～80 歳未満 218  23.4  72.0  4.6  

80～85 歳未満 167  31.1  61.1  7.8  

85～90 歳未満 67  28.4  55.2  16.4  

90 歳以上 33  33.3  57.6  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

23.2

70.5

6.3

0 20 40 60 80 100
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問 18 日常生活についてお聞きします。 

①バスや電車を使って一人で外出していますか（自家用車でも可） 

「できるし、している」の割合が 74.7％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「できるし、している」の割合が、90 歳以上で

「できるけどしていない」の割合が、70～75 歳未満で「できるし、している」の割合が高くなっ

ています。また、90歳以上で「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるし、し

ている」の割合が、80～85歳未満で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  74.7  14.1  5.2  6.0  

65～70 歳未満 251  82.9  13.1  － 4.0  

70～75 歳未満 293  81.6  11.3  1.7  5.5  

75～80 歳未満 218  78.4  12.8  3.7  5.0  

80～85 歳未満 167  65.3  18.6  9.6  6.6  

85～90 歳未満 67  55.2  20.9  10.4  13.4  

90 歳以上 33  21.2  21.2  48.5  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

74.7

14.1

5.2

6.0

0 20 40 60 80 100
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②自分で請求書の支払いをしていますか 

「できるし、している」の割合が 80.1％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「できるし、している」高くなっています。また、

90 歳以上で「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるし、している」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  80.1  11.6  2.5  5.9  

65～70 歳未満 251  85.3  10.0  0.4  4.4  

70～75 歳未満 293  82.6  11.6  1.0  4.8  

75～80 歳未満 218  78.9  13.8  2.3  5.0  

80～85 歳未満 167  80.8  10.2  3.6  5.4  

85～90 歳未満 67  62.7  14.9  7.5  14.9  

90 歳以上 33  57.6  15.2  12.1  15.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

80.1

11.6

2.5

5.9

0 20 40 60 80 100
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③自分で預貯金の出し入れをしていますか 

「できるし、している」の割合が 79.2％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 12.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「できるけどしていない」の割合が、65～70歳未満で

「できるし、している」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で「できるし、している」

の割合が、85～90歳未満で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  79.2  12.6  3.1  5.1  

65～70 歳未満 251  85.3  10.4  0.4  4.0  

70～75 歳未満 293  82.9  11.3  1.0  4.8  

75～80 歳未満 218  77.5  13.3  4.6  4.6  

80～85 歳未満 167  77.2  15.0  3.0  4.8  

85～90 歳未満 67  64.2  14.9  10.4  10.4  

90 歳以上 33  54.5  21.2  18.2  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

79.2

12.6

3.1

5.1
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④年金などの書類（役所や病院などに出す書類）が書けますか 

「はい」の割合が 87.2％、「いいえ」の割合が 6.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「はい」高くなっています。また、85～90歳未満

で「はい」の割合が、90 歳以上で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  87.2  6.7  6.1  

65～70 歳未満 251  94.8  1.2  4.0  

70～75 歳未満 293  91.1  3.8  5.1  

75～80 歳未満 218  86.7  7.8  5.5  

80～85 歳未満 167  84.4  9.0  6.6  

85～90 歳未満 67  59.7  23.9  16.4  

90 歳以上 33  60.6  30.3  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

87.2

6.7

6.1

0 20 40 60 80 100
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⑤新聞を読んでいますか 

「はい」の割合が 79.3％、「いいえ」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「はい」の割合が、90 歳以上で「いいえ」の割合

が、65～70歳未満で「いいえ」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「いいえ」の

割合が、90歳以上で「はい」の割合が、80～85歳未満で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  79.3  15.3  5.5  

65～70 歳未満 251  74.5  21.1  4.4  

70～75 歳未満 293  76.8  17.7  5.5  

75～80 歳未満 218  82.6  13.3  4.1  

80～85 歳未満 167  85.6  9.0  5.4  

85～90 歳未満 67  80.6  7.5  11.9  

90 歳以上 33  72.7  21.2  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

79.3

15.3

5.5

0 20 40 60 80 100
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⑥本や雑誌を読んでいますか 

「はい」の割合が 69.0％、「いいえ」の割合が 24.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90歳未満で「いいえ」の割合が、90歳以上で「いいえ」の割

合が高くなっています。また、85～90歳未満で「はい」の割合が、90 歳以上で「はい」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  69.0  24.9  6.1  

65～70 歳未満 251  71.7  23.9  4.4  

70～75 歳未満 293  71.7  22.9  5.5  

75～80 歳未満 218  65.6  29.8  4.6  

80～85 歳未満 167  70.1  22.8  7.2  

85～90 歳未満 67  56.7  31.3  11.9  

90 歳以上 33  57.6  30.3  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

69.0

24.9

6.1

0 20 40 60 80 100
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⑦健康についての記事や番組に関心がありますか 

「はい」の割合が 82.5％、「いいえ」の割合が 11.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  82.5  11.6  5.8  

65～70 歳未満 251  86.9  8.8  4.4  

70～75 歳未満 293  78.5  16.4  5.1  

75～80 歳未満 218  82.6  11.9  5.5  

80～85 歳未満 167  83.2  10.8  6.0  

85～90 歳未満 67  77.6  10.4  11.9  

90 歳以上 33  81.8  9.1  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

82.5

11.6

5.8

0 20 40 60 80 100
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⑧友人の家を訪ねていますか 

「はい」の割合が 49.3％、「いいえ」の割合が 44.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「いいえ」高くなっています。また、90歳以上で「は

い」の割合が、85～90歳未満で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  49.3  44.9  5.7  

65～70 歳未満 251  47.8  47.8  4.4  

70～75 歳未満 293  48.5  46.1  5.5  

75～80 歳未満 218  53.2  42.2  4.6  

80～85 歳未満 167  49.1  44.3  6.6  

85～90 歳未満 67  49.3  38.8  11.9  

90 歳以上 33  33.3  60.6  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

49.3

44.9

5.7

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「いいえ」の割合が、６点で「いいえ」の割合が、９点

で「はい」の割合が高くなっています。また、０点で「はい」の割合が、３点で「はい」の割合

が、４点で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  49.3  44.9  5.7  

０点 43  25.6  48.8  25.6  

１点 5  60.0  40.0  － 

２点 8  12.5  75.0  12.5  

３点 29  31.0  62.1  6.9  

４点 24  37.5  45.8  16.7  

５点 223  43.5  51.6  4.9  

６点 108  38.0  58.3  3.7  

７点 163  55.8  41.7  2.5  

８点 238  56.3  39.1  4.6  

９点 91  61.5  36.3  2.2  

10 点 152  54.6  36.8  8.6  

 

  



304 

⑨家族や友人の相談にのっていますか 

「はい」の割合が 71.5％、「いいえ」の割合が 22.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「いいえ」の割合が、85～90歳未満で「いいえ」の割

合が高くなっています。また、85～90歳未満で「はい」の割合が、90 歳以上で「はい」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  71.5  22.3  6.2  

65～70 歳未満 251  75.7  19.1  5.2  

70～75 歳未満 293  74.7  19.8  5.5  

75～80 歳未満 218  71.1  23.4  5.5  

80～85 歳未満 167  68.9  25.1  6.0  

85～90 歳未満 67  56.7  29.9  13.4  

90 歳以上 33  60.6  30.3  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

71.5

22.3

6.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「いいえ」の割合が、４点で「いいえ」の割合が、０点

で「いいえ」の割合が高くなっています。また、０点で「はい」の割合が、３点で「はい」の割

合が、４点で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  71.5  22.3  6.2  

０点 43  44.2  32.6  23.3  

１点 5  60.0  40.0  － 

２点 8  37.5  50.0  12.5  

３点 29  48.3  44.8  6.9  

４点 24  50.0  37.5  12.5  

５点 223  65.5  28.3  6.3  

６点 108  73.1  23.1  3.7  

７点 163  74.2  22.1  3.7  

８点 238  79.0  16.0  5.0  

９点 91  81.3  15.4  3.3  

10 点 152  78.9  13.8  7.2  
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⑩病人を見舞うことができますか 

「はい」の割合が 79.3％、「いいえ」の割合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「いいえ」の割合が、85～90歳未満で「いいえ」の割

合が、65～70 歳未満で「はい」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で「はい」の割合

が、85～90歳未満で「はい」の割合が、65～70歳未満で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  79.3  14.5  6.3  

65～70 歳未満 251  87.6  7.2  5.2  

70～75 歳未満 293  80.9  13.0  6.1  

75～80 歳未満 218  83.9  11.5  4.6  

80～85 歳未満 167  76.6  16.2  7.2  

85～90 歳未満 67  59.7  28.4  11.9  

90 歳以上 33  45.5  48.5  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

79.3

14.5

6.3

0 20 40 60 80 100
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⑪若い人に自分から話しかけることがありますか 

「はい」の割合が 71.8％、「いいえ」の割合が 22.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「いいえ」高くなっています。また、90歳以上で「は

い」の割合が、85～90歳未満で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  71.8  22.5  5.7  

65～70 歳未満 251  76.5  19.5  4.0  

70～75 歳未満 293  72.0  22.5  5.5  

75～80 歳未満 218  71.6  23.4  5.0  

80～85 歳未満 167  70.1  23.4  6.6  

85～90 歳未満 67  65.7  22.4  11.9  

90 歳以上 33  51.5  42.4  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

71.8

22.5

5.7

0 20 40 60 80 100
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問 19 自分で食事の用意をしていますか。（○は１つだけ） 

「できるし、している」の割合が 62.6％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 23.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「できるし、している」高くなっています。また、

85～90歳未満で「できるし、している」の割合が、80～85 歳未満で「できるし、している」の割

合が、90歳以上で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  62.6  23.4  6.4  7.6  

65～70 歳未満 251  74.1  19.5  2.0  4.4  

70～75 歳未満 293  60.1  24.9  7.5  7.5  

75～80 歳未満 218  63.3  26.6  4.1  6.0  

80～85 歳未満 167  54.5  26.9  8.4  10.2  

85～90 歳未満 67  43.3  19.4  17.9  19.4  

90 歳以上 33  54.5  21.2  15.2  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

62.6

23.4

6.4

7.6

0 20 40 60 80 100
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問 19- １  食事の用意をする人は主にどなたですか。（○は１つだけ） 

「同居の家族」の割合が 92.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、90歳以上で「同居の家族」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

同
居
の
家
族 

別
居
の
家
族 

隣
人
や
知
人 

弁
当
や
惣
菜
を
買
っ

て
く
る 

外
食 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 327  92.7  0.9  － 2.4  － 0.9  0.6  2.4  

65～70 歳未満 54  92.6  1.9  － 1.9  － 1.9  1.9  － 

70～75 歳未満 95  94.7  － － 3.2  － － － 2.1  

75～80 歳未満 67  95.5  － － 3.0  － － － 1.5  

80～85 歳未満 59  89.8  － － 3.4  － 1.7  － 5.1  

85～90 歳未満 25  92.0  4.0  － － － － 4.0  － 

90 歳以上 12  75.0  8.3  － － － 8.3  － 8.3  

 

  

回答者数 = 327 ％

同居の家族

別居の家族

隣人や知人

弁当や惣菜を買ってくる

外食

配食サービス

その他

無回答

92.7

0.9

0.0

2.4

0.0

0.9

0.6

2.4

0 20 40 60 80 100
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問 20 自分で食品・日用品の買い物をしていますか。（○は１つだけ） 

「できるし、している」の割合が 76.8％と最も高く、次いで「できるけどしていない」の割合

が 16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「できるけどしていない」の割合が、65～70歳未満で

「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるけどしていない」の割合が高くなっ

ています。また、90歳以上で「できるし、している」の割合が、85～90歳未満で「できるし、し

ている」の割合が、65～70歳未満で「できるけどしていない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  76.8  16.9  2.2  4.1  

65～70 歳未満 251  85.7  11.2  0.8  2.4  

70～75 歳未満 293  74.7  19.1  1.4  4.8  

75～80 歳未満 218  81.7  15.6  1.4  1.4  

80～85 歳未満 167  71.9  21.0  2.4  4.8  

85～90 歳未満 67  61.2  22.4  4.5  11.9  

90 歳以上 33  36.4  30.3  21.2  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

76.8

16.9

2.2

4.1

0 20 40 60 80 100
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問 20- １ 食品・日用品の買い物をする人は主にどなたですか。（○は１つだけ） 

「同居の家族」の割合が 92.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85 歳未満で「同居の家族」高くなっています。また、90歳以

上で「同居の家族」の割合が、85～90歳未満で「同居の家族」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

同
居
の
家
族 

別
居
の
家
族 

隣
人
や
知
人 

配
達
を
依
頼 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 210  92.9  5.2  0.5  1.0  0.5  － 

65～70 歳未満 30  96.7  3.3  － － － － 

70～75 歳未満 60  95.0  1.7  － 3.3  － － 

75～80 歳未満 37  97.3  2.7  － － － － 

80～85 歳未満 39  100.0  － － － － － 

85～90 歳未満 18  77.8  16.7  － － 5.6  － 

90 歳以上 17  70.6  23.5  5.9  － － － 

 

  

回答者数 = 210 ％

同居の家族

別居の家族

隣人や知人

配達を依頼

その他

無回答

92.9

5.2

0.5

1.0

0.5

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 20- ２ 食品・日用品の買い物を主にどこでしていますか。（○はいくつでも） 

「近所のスーパーマーケット」の割合が 73.6％と最も高く、次いで「大型ショッピングセンタ

ー（ラスパなど）」の割合が 64.3％、「ドラッグストア」の割合が 56.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「ドラッグストア」「近所のスーパーマーケット」

「コンビニエンスストア」高くなっています。また、90歳以上で「大型ショッピングセンター（ラ

スパなど）」「ドラッグストア」の割合が、85～90歳未満で「ドラッグストア」の割合が低くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

近
所
の
ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト 

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア 

大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
（
ラ
ス
パ
な

ど
） 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア 

宅
配
サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、
生
協
な

ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  73.6  56.7  64.3  33.9  12.2  1.3  3.5  

65～70 歳未満 251  81.7  73.7  69.3  39.4  16.7  1.2  1.2  

70～75 歳未満 293  71.0  59.4  68.9  37.2  12.3  0.7  3.1  

75～80 歳未満 218  72.5  57.3  69.7  34.4  11.0  1.4  4.1  

80～85 歳未満 167  68.3  45.5  56.3  31.1  9.0  0.6  4.8  

85～90 歳未満 67  68.7  28.4  58.2  28.4  4.5  1.5  6.0  

90 歳以上 33  66.7  27.3  30.3  6.1  9.1  6.1  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

近所のスーパーマーケット

ドラッグストア

大型ショッピングセンター（ラスパなど）

コンビニエンスストア

宅配サービス（インターネット、生協な
ど）

その他

無回答

73.6

56.7

64.3

33.9

12.2

1.3

3.5

0 20 40 60 80 100
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問 21 趣味はありますか。（○は１つだけ） 

「趣味がある」の割合が 64.9％、「思いつかない」の割合が 27.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「思いつかない」の割合が、85～90 歳未満で「思いつ

かない」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「趣味がある」の割合が、85～90歳未満

で「趣味がある」の割合が、80～85 歳未満で「趣味がある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

趣
味
が
あ
る 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  64.9  27.0  8.1  

65～70 歳未満 251  66.5  25.9  7.6  

70～75 歳未満 293  69.3  24.6  6.1  

75～80 歳未満 218  67.9  23.4  8.7  

80～85 歳未満 167  59.9  29.9  10.2  

85～90 歳未満 67  56.7  32.8  10.4  

90 歳以上 33  39.4  42.4  18.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

趣味がある

思いつかない

無回答

64.9

27.0

8.1

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「思いつかない」の割合が、５点で「思いつかない」の

割合が、９点で「趣味がある」の割合が高くなっています。また、０点で「趣味がある」の割合

が、４点で「趣味がある」の割合が、３点で「趣味がある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

趣
味
が
あ
る 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  64.9  27.0  8.1  

０点 43  48.8  30.2  20.9  

１点 5  20.0  80.0  － 

２点 8  37.5  62.5  － 

３点 29  51.7  41.4  6.9  

４点 24  50.0  37.5  12.5  

５点 223  52.9  39.9  7.2  

６点 108  64.8  27.8  7.4  

７点 163  69.9  23.9  6.1  

８点 238  69.3  22.7  8.0  

９点 91  76.9  16.5  6.6  

10 点 152  75.0  17.1  7.9  
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問 22 生きがいはありますか。（○は１つだけ） 

「生きがいがある」の割合が 56.7％、「思いつかない」の割合が 35.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「思いつかない」の割合が、65～70 歳未満で「生きが

いがある」の割合が高くなっています。また、80～85歳未満で「生きがいがある」の割合が、90

歳以上で「生きがいがある」の割合が、85～90歳未満で「生きがいがある」の割合が低くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
き
が
い
が
あ
る 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  56.7  35.9  7.5  

65～70 歳未満 251  63.3  32.7  4.0  

70～75 歳未満 293  59.7  34.1  6.1  

75～80 歳未満 218  55.0  37.2  7.8  

80～85 歳未満 167  48.5  38.9  12.6  

85～90 歳未満 67  49.3  37.3  13.4  

90 歳以上 33  48.5  45.5  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

生きがいがある

思いつかない

無回答

56.7

35.9

7.5

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、４点で「思いつかない」の割合が、５点で「思いつかない」の割

合が、９点で「生きがいがある」の割合が高くなっています。また、４点で「生きがいがある」

の割合が、９点で「思いつかない」の割合が、０点で「生きがいがある」の割合が低くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
き
が
い
が
あ
る 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  56.7  35.9  7.5  

０点 43  39.5  34.9  25.6  

１点 5  － 100.0  － 

２点 8  50.0  50.0  － 

３点 29  41.4  51.7  6.9  

４点 24  25.0  62.5  12.5  

５点 223  42.2  54.3  3.6  

６点 108  50.9  43.5  5.6  

７点 163  59.5  36.2  4.3  

８点 238  64.7  26.1  9.2  

９点 91  74.7  16.5  8.8  

10 点 152  71.1  21.1  7.9  
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問 23 あなたは、現在の「高齢者」について、どのようなイメージを持っていますか。

（○はいくつでも） 

「時間にしばられず、好きなことに取り組める」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「心身が

おとろえ、健康面での不安が大きい」の割合が 53.1％、「経験や知恵が豊かである」の割合が 44.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

経験や知恵が豊かである

ボランティアや地域の活動で、社会に貢献
している

時間にしばられず、好きなことに取り組め
る

貯蓄や住宅などの資産があり、経済的にゆ
とりがある

心身がおとろえ、健康面での不安が大きい

古い考え方にとらわれがちである

周りの人とのふれあいが少なく、孤独であ
る

収入が少なく、経済的な不安が大きい

仕事をしていないため、社会の役に立って
いない

その他

無回答

44.2

24.2

63.2

14.0

53.1

22.7

18.9

28.4

13.0

1.2

2.6

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「周りの人とのふれあいが少なく、孤独である」「仕

事をしていないため、社会の役に立っていない」「心身がおとろえ、健康面での不安が大きい」高

くなっています。また、90 歳以上で「時間にしばられず、好きなことに取り組める」の割合が、

85～90 歳未満で「ボランティアや地域の活動で、社会に貢献している」「経験や知恵が豊かであ

る」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

経
験
や
知
恵
が
豊
か
で
あ
る 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
の
活
動

で
、
社
会
に
貢
献
し
て
い
る 

時
間
に
し
ば
ら
れ
ず
、
好
き
な

こ
と
に
取
り
組
め
る 

貯
蓄
や
住
宅
な
ど
の
資
産
が
あ

り
、
経
済
的
に
ゆ
と
り
が
あ
る 

心
身
が
お
と
ろ
え
、
健
康
面
で

の
不
安
が
大
き
い 

古
い
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
が
ち

で
あ
る 

周
り
の
人
と
の
ふ
れ
あ
い
が
少

な
く
、
孤
独
で
あ
る 

収
入
が
少
な
く
、
経
済
的
な
不

安
が
大
き
い 

仕
事
を
し
て
い
な
い
た
め
、
社

会
の
役
に
立
っ
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  44.2  24.2  63.2  14.0  53.1  22.7  18.9  28.4  13.0  1.2  2.6  

65～70歳未満 251  53.4  29.5  62.5  15.1  54.2  25.5  20.7  33.1  4.4  1.6  2.0  

70～75歳未満 293  46.8  29.7  66.9  16.4  53.2  21.5  18.1  28.7  10.9  0.3  1.7  

75～80歳未満 218  41.7  23.9  70.2  15.1  47.7  18.3  18.3  28.9  16.5  1.8  3.7  

80～85歳未満 167  33.5  15.6  58.7  10.8  50.3  22.8  18.6  22.2  17.4  1.8  1.2  

85～90歳未満 67  31.3  6.0  55.2  4.5  58.2  22.4  14.9  20.9  23.9  － 9.0  

90 歳以上 33  33.3  15.2  36.4  18.2  66.7  30.3  33.3  24.2  27.3  － 6.1  
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問 24 日常生活で不安に思っていることはありますか。（○はいくつでも） 

「自分の病気など健康状態」の割合が 65.2％と最も高く、次いで「家族の病気など健康状態」

の割合が 48.3％、「地震、水害などの自然災害」の割合が 30.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「経済的に苦しくなること」の割合が、85～90歳

未満で「火事や盗難」「地震、水害などの自然災害」の割合が高くなっています。また、90 歳以

上で「家族の病気など健康状態」「経済的に苦しくなること」の割合が、85～90 歳未満で「経済

的に苦しくなること」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
の
病
気
な
ど
健
康
状
態 

家
族
の
病
気
な
ど
健
康
状
態 

仕
事
を
続
け
ら
れ
な
く
な
る

こ
と 

い
ざ
と
い
う
と
き
に
頼
れ
る

人
が
い
な
い 

火
事
や
盗
難 

地
震
、
水
害
な
ど
の
自
然
災

害 経
済
的
に
苦
し
く
な
る
こ
と 

財
産
管
理
や
相
続 

強
引
な
訪
問
販
売
や
電
話
セ

ー
ル
ス
、
押
し
売
り 

生
活
意
欲
が
な
く
な
る
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  65.2  48.3  13.6  7.0  12.4  30.5  29.0  7.4  7.8  15.6  1.2  10.6  1.9  

65～70 歳未満 251  62.5  51.8  17.9  6.4  9.6  27.1  40.2  8.4  6.4  9.2  1.2  11.6  1.2  

70～75 歳未満 293  65.5  48.1  15.7  5.1  7.2  29.4  27.0  6.8  5.8  15.7  1.4  9.2  2.0  

75～80 歳未満 218  68.3  46.3  12.4  6.0  15.1  28.9  25.7  7.3  6.9  20.2  0.9  11.9  1.4  

80～85 歳未満 167  67.1  50.9  7.8  9.6  15.0  29.9  25.7  9.0  6.6  16.8  0.6  14.4  1.2  

85～90 歳未満 67  62.7  44.8  11.9  9.0  22.4  37.3  16.4  4.5  17.9  11.9  1.5  7.5  6.0  

90 歳以上 33  57.6  30.3  － 9.1  18.2  36.4  18.2  3.0  27.3  18.2  － 9.1  6.1  

  

回答者数 = 1,099 ％

自分の病気など健康状態

家族の病気など健康状態

仕事を続けられなくなること

いざというときに頼れる人がいない

火事や盗難

地震、水害などの自然災害

経済的に苦しくなること

財産管理や相続

強引な訪問販売や電話セールス、押し売り

生活意欲がなくなること

その他

特にない

無回答

65.2

48.3

13.6

7.0

12.4

30.5

29.0

7.4

7.8

15.6

1.2

10.6

1.9

0 20 40 60 80 100
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（６）地域での活動や助け合いなどについて 

問 25 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。 

※①～⑧それぞれに回答してください。 

①ボランティアのグループ 

「参加していない」の割合が 67.6％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「参加していない」高くなっています。また、85

～90 歳未満で「参加していない」の割合が、80～85 歳未満で「参加していない」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.5  0.8  1.2  4.4  6.2  67.6  19.3  

65～70 歳未満 251  0.4  0.8  1.2  4.4  6.8  76.1  10.4  

70～75 歳未満 293  0.3  － 1.4  7.2  9.2  68.6  13.3  

75～80 歳未満 218  0.5  1.4  0.9  3.7  5.0  66.1  22.5  

80～85 歳未満 167  1.2  1.2  － 2.4  5.4  58.7  31.1  

85～90 歳未満 67  1.5  － － － 1.5  58.2  38.8  

90 歳以上 33  － － － － － 66.7  33.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.5

0.8

1.2

4.4

6.2

67.6

19.3

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「参加していない」の割合が、７点で「参加していない」

の割合が高くなっています。また、０点で「参加していない」の割合が、４点で「参加していな

い」の割合が、９点で「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.5  0.8  1.2  4.4  6.2  67.6  19.3  

０点 43  － － － 2.3  9.3  51.2  37.2  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － － 75.0  25.0  

３点 29  － － － － － 86.2  13.8  

４点 24  4.2  － 4.2  － 4.2  54.2  33.3  

５点 223  0.4  0.9  1.3  3.6  6.7  69.1  17.9  

６点 108  － 0.9  1.9  3.7  3.7  72.2  17.6  

７点 163  － 0.6  0.6  4.3  5.5  74.8  14.1  

８点 238  － 0.4  1.7  5.0  5.9  69.3  17.6  

９点 91  － 1.1  1.1  6.6  9.9  59.3  22.0  

10 点 152  2.6  2.0  0.7  6.6  6.6  60.5  21.1  
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②スポーツ関係のグループやクラブ 

「参加していない」の割合が 64.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「参加していない」高くなっています。また、85

～90 歳未満で「参加していない」の割合が、80～85 歳未満で「参加していない」の割合が、75～

80 歳未満で「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  2.1  5.6  3.6  4.1  2.5  64.0  18.2  

65～70 歳未満 251  0.4  4.8  3.6  5.2  1.6  73.3  11.2  

70～75 歳未満 293  3.4  5.1  5.1  5.1  2.7  66.9  11.6  

75～80 歳未満 218  4.1  8.3  3.2  3.2  4.1  56.9  20.2  

80～85 歳未満 167  － 6.6  4.8  3.6  3.0  53.9  28.1  

85～90 歳未満 67  － 4.5  1.5  1.5  － 52.2  40.3  

90 歳以上 33  － － － － － 63.6  36.4  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

2.1

5.6

3.6

4.1

2.5

64.0

18.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「参加していない」高くなっています。また、０点で「参

加していない」の割合が、４点で「参加していない」の割合が、９点で「参加していない」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  2.1  5.6  3.6  4.1  2.5  64.0  18.2  

０点 43  － － － 7.0  － 48.8  44.2  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － － 62.5  37.5  

３点 29  － 3.4  6.9  3.4  3.4  72.4  10.3  

４点 24  － 8.3  12.5  4.2  － 50.0  25.0  

５点 223  0.9  6.3  2.7  1.3  1.8  67.7  19.3  

６点 108  1.9  6.5  5.6  5.6  3.7  63.0  13.9  

７点 163  1.8  4.9  3.1  4.9  5.5  66.9  12.9  

８点 238  4.2  5.0  3.4  3.4  0.8  67.6  15.5  

９点 91  3.3  6.6  4.4  3.3  5.5  58.2  18.7  

10 点 152  1.3  6.6  3.9  7.2  0.7  59.2  21.1  
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③趣味関係のグループ 

「参加していない」の割合が 59.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「参加していない」の割合が、80～85 歳未満で

「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.9  3.1  3.7  8.8  5.6  59.9  18.0  

65～70 歳未満 251  0.4  2.8  5.2  9.6  7.6  64.1  10.4  

70～75 歳未満 293  1.4  3.4  4.4  9.6  7.8  61.8  11.6  

75～80 歳未満 218  1.8  3.2  2.8  10.6  5.0  55.5  21.1  

80～85 歳未満 167  － 4.8  3.0  5.4  2.4  53.9  30.5  

85～90 歳未満 67  － 1.5  1.5  6.0  3.0  47.8  40.3  

90 歳以上 33  － － 3.0  6.1  3.0  63.6  24.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.9

3.1

3.7

8.8

5.6

59.9

18.0

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、５点で「参加していない」高くなっています。また、０点で「参

加していない」の割合が、９点で「参加していない」の割合が、10点で「参加していない」の割

合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.9  3.1  3.7  8.8  5.6  59.9  18.0  

０点 43  － 4.7  2.3  4.7  4.7  48.8  34.9  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － － 75.0  25.0  

３点 29  － 3.4  3.4  6.9  10.3  58.6  17.2  

４点 24  － 4.2  4.2  － 8.3  62.5  20.8  

５点 223  0.4  0.9  2.2  6.3  6.3  65.5  18.4  

６点 108  0.9  3.7  4.6  8.3  7.4  61.1  13.9  

７点 163  0.6  3.7  4.3  7.4  6.7  63.2  14.1  

８点 238  0.8  2.5  3.4  9.7  3.8  63.0  16.8  

９点 91  2.2  2.2  6.6  18.7  4.4  49.5  16.5  

10 点 152  2.0  5.3  4.6  9.9  3.9  52.6  21.7  
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④学習・教養サークル 

「参加していない」の割合が 72.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、70～75 歳未満で「参加していない」の割合が、65～70 歳未満で

「参加していない」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「参加していない」の割

合が、80～85歳未満で「参加していない」の割合が、75～80 歳未満で「参加していない」の割合

が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.5  0.3  0.7  2.8  1.8  72.0  21.8  

65～70 歳未満 251  0.4  － 1.6  2.4  2.4  79.7  13.5  

70～75 歳未満 293  0.3  0.3  0.3  2.0  1.4  80.2  15.4  

75～80 歳未満 218  1.8  － 0.5  4.1  1.8  65.1  26.6  

80～85 歳未満 167  － 0.6  1.2  2.4  3.0  60.5  32.3  

85～90 歳未満 67  － － － 4.5  － 52.2  43.3  

90 歳以上 33  － － － － － 66.7  33.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.5

0.3

0.7

2.8

1.8

72.0

21.8

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「参加していない」の割合が、６点で「参加していない」

の割合が高くなっています。また、０点で「参加していない」の割合が、10 点で「参加していな

い」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.5  0.3  0.7  2.8  1.8  72.0  21.8  

０点 43  － － 2.3  4.7  － 51.2  41.9  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － － 75.0  25.0  

３点 29  － － － － － 79.3  20.7  

４点 24  － － － － － 70.8  29.2  

５点 223  0.4  0.4  0.4  1.3  1.8  75.3  20.2  

６点 108  － － 0.9  0.9  2.8  77.8  17.6  

７点 163  － － 1.2  3.7  1.8  74.2  19.0  

８点 238  0.4  0.4  0.4  3.4  2.5  73.5  19.3  

９点 91  3.3  1.1  1.1  5.5  － 69.2  19.8  

10 点 152  0.7  － 0.7  3.3  2.0  66.4  27.0  
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⑤運動や趣味の教室、地域のサロンなど「つどいの場」 

「参加していない」の割合が 68.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「参加していない」の割合が、70～75 歳未満で

「参加していない」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「参加していない」の割

合が、80～85歳未満で「参加していない」の割合が、90歳以上で「参加していない」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.8  2.5  1.9  4.5  1.8  68.0  20.5  

65～70 歳未満 251  － 1.6  0.8  4.0  2.0  78.5  13.1  

70～75 歳未満 293  0.7  2.4  1.4  5.1  0.7  76.1  13.7  

75～80 歳未満 218  1.4  3.7  1.8  6.4  2.3  61.0  23.4  

80～85 歳未満 167  0.6  3.0  4.2  4.8  1.8  55.1  30.5  

85～90 歳未満 67  1.5  － 3.0  － 3.0  50.7  41.8  

90 歳以上 33  3.0  6.1  － － 3.0  57.6  30.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.8

2.5

1.9

4.5

1.8

68.0

20.5

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、６点で「参加していない」の割合が、５点で「参加していない」

の割合が高くなっています。また、０点で「参加していない」の割合が、９点で「参加していな

い」の割合が、10点で「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  0.8  2.5  1.9  4.5  1.8  68.0  20.5  

０点 43  － 2.3  － 2.3  4.7  51.2  39.5  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － － 75.0  25.0  

３点 29  － 3.4  － － － 72.4  24.1  

４点 24  － － － 4.2  － 62.5  33.3  

５点 223  0.9  2.2  0.4  2.7  0.4  74.4  18.8  

６点 108  1.9  0.9  1.9  2.8  － 76.9  15.7  

７点 163  － 3.1  1.2  4.3  4.3  71.2  16.0  

８点 238  0.8  1.7  3.8  5.9  1.7  68.1  18.1  

９点 91  2.2  4.4  3.3  12.1  1.1  57.1  19.8  

10 点 152  0.7  3.9  2.6  3.9  2.6  60.5  25.7  
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⑥老人クラブ 

「参加していない」の割合が 74.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「参加していない」高くなっています。また、85

～90 歳未満で「参加していない」の割合が、80～85 歳未満で「参加していない」の割合が、90歳

以上で「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  － 0.1  0.3  0.4  2.7  74.7  21.8  

65～70 歳未満 251  － － － － 1.6  84.5  13.9  

70～75 歳未満 293  － － 0.7  0.3  4.1  79.2  15.7  

75～80 歳未満 218  － － 0.5  0.5  1.4  70.2  27.5  

80～85 歳未満 167  － － － 0.6  3.6  64.7  31.1  

85～90 歳未満 67  － 1.5  － 1.5  3.0  56.7  37.3  

90 歳以上 33  － － － － 3.0  66.7  30.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.0

0.1

0.3

0.4

2.7

74.7

21.8

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、０点で「参加していない」の割合が、４点で「参加していない」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  － 0.1  0.3  0.4  2.7  74.7  21.8  

０点 43  － － － 2.3  2.3  53.5  41.9  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － 12.5  75.0  12.5  

３点 29  － － － － － 79.3  20.7  

４点 24  － － － － 8.3  66.7  25.0  

５点 223  － － 0.4  － 1.8  77.6  20.2  

６点 108  － － 0.9  － 2.8  78.7  17.6  

７点 163  － 0.6  － 0.6  2.5  76.7  19.6  

８点 238  － － － 0.8  4.2  75.6  19.3  

９点 91  － － 1.1  － 1.1  74.7  23.1  

10 点 152  － － － － 2.0  72.4  25.7  
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⑦町内会・自治会 

「参加していない」の割合が 42.4％と最も高く、次いで「年に数回」の割合が 32.8％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「参加していない」の割合が、65～70歳未満で「年に

数回」の割合が、85～90歳未満で「参加していない」の割合が高くなっています。また、90歳以

上で「年に数回」の割合が、85～90 歳未満で「年に数回」の割合が、80～85 歳未満で「年に数

回」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  － 0.5  0.5  4.4  32.8  42.4  19.4  

65～70 歳未満 251  － 0.4  － 6.4  42.2  40.2  10.8  

70～75 歳未満 293  － 0.7  0.3  4.8  39.2  41.3  13.7  

75～80 歳未満 218  － 0.5  1.8  4.1  31.2  39.9  22.5  

80～85 歳未満 167  － － 0.6  2.4  20.4  46.1  30.5  

85～90 歳未満 67  － － － 1.5  13.4  49.3  35.8  

90 歳以上 33  － 3.0  － － 9.1  57.6  30.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

0.0

0.5

0.5

4.4

32.8

42.4

19.4

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、６点で「年に数回」の割合が、８点で「年に数回」の割合が、

３点で「参加していない」の割合が高くなっています。また、０点で「年に数回」の割合が、10

点で「年に数回」の割合が、３点で「年に数回」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  － 0.5  0.5  4.4  32.8  42.4  19.4  

０点 43  － － － 2.3  14.0  46.5  37.2  

１点 5  － － － － － 40.0  60.0  

２点 8  － － － － 12.5  75.0  12.5  

３点 29  － － － 3.4  27.6  48.3  20.7  

４点 24  － － － 8.3  29.2  37.5  25.0  

５点 223  － 0.4  0.4  3.6  30.5  46.6  18.4  

６点 108  － 1.9  0.9  0.9  38.9  41.7  15.7  

７点 163  － － － 9.2  34.4  41.7  14.7  

８点 238  － 0.8  0.4  3.8  38.7  37.4  18.9  

９点 91  － － 1.1  5.5  38.5  38.5  16.5  

10 点 152  － － 1.3  3.9  27.0  44.1  23.7  
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⑧収入のある仕事 

「参加していない」の割合が 53.0％と最も高く、次いで「週４回以上」の割合が 14.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「週４回以上」の割合が、90歳以上で「参加して

いない」の割合が高くなっています。また、65～70 歳未満で「参加していない」の割合が、80～

85 歳未満で「週４回以上」の割合が、75～80 歳未満で「週４回以上」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  14.7  8.7  1.2  2.0  2.0  53.0  18.4  

65～70 歳未満 251  31.5  15.9  1.2  0.8  2.0  40.2  8.4  

70～75 歳未満 293  17.1  9.6  1.7  3.8  1.7  53.6  12.6  

75～80 歳未満 218  8.3  8.7  1.4  1.8  3.7  56.9  19.3  

80～85 歳未満 167  3.6  3.0  0.6  3.0  1.8  57.5  30.5  

85～90 歳未満 67  － － － － － 55.2  44.8  

90 歳以上 33  － － － － － 66.7  33.3  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

14.7

8.7

1.2

2.0

2.0

53.0

18.4

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、６点で「参加していない」の割合が、３点で「参加していない」

の割合が高くなっています。また、０点で「参加していない」「週４回以上」の割合が、10 点で

「参加していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  14.7  8.7  1.2  2.0  2.0  53.0  18.4  

０点 43  9.3  2.3  － 2.3  － 41.9  44.2  

１点 5  20.0  20.0  － － － 20.0  40.0  

２点 8  12.5  － － － － 62.5  25.0  

３点 29  10.3  6.9  － － － 58.6  24.1  

４点 24  12.5  8.3  4.2  4.2  － 54.2  16.7  

５点 223  17.0  7.2  0.9  1.8  2.2  53.8  17.0  

６点 108  10.2  12.0  0.9  1.9  0.9  60.2  13.9  

７点 163  16.6  8.0  0.6  3.1  3.1  54.6  14.1  

８点 238  16.0  10.9  1.7  1.7  2.5  52.1  15.1  

９点 91  11.0  13.2  2.2  － 2.2  52.7  18.7  

10 点 152  17.1  6.6  1.3  2.6  2.0  47.4  23.0  
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問 26 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ープ活動を行って、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してみたいと思

いますか。（○は１つだけ） 

参加者として 

「参加したくない」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「参加してもよい」の割合が 40.8％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「参加したくない」の割合が、65～70歳未満で「参加

してもよい」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で「参加してもよい」の割合が、85～

90 歳未満で「参加してもよい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ぜ
ひ
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 

無
回
答 

全  体 1099  4.3  40.8  43.8  5.6  5.6  

65～70 歳未満 251  4.8  48.2  41.4  3.2  2.4  

70～75 歳未満 293  5.1  43.3  43.0  6.1  2.4  

75～80 歳未満 218  3.2  37.6  44.0  7.3  7.8  

80～85 歳未満 167  3.6  41.9  41.9  6.0  6.6  

85～90 歳未満 67  3.0  22.4  47.8  6.0  20.9  

90 歳以上 33  － 18.2  66.7  9.1  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ぜひ参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

無回答

4.3

40.8

43.8

5.6

5.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「参加したくない」の割合が、４点で「参加したくない」

の割合が、７点で「参加してもよい」の割合が高くなっています。また、０点で「参加してもよ

い」の割合が、３点で「参加してもよい」の割合が、４点で「参加してもよい」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ぜ
ひ
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 

無
回
答 

全  体 1099  4.3  40.8  43.8  5.6  5.6  

０点 43  2.3  16.3  51.2  4.7  25.6  

１点 5  － － 80.0  － 20.0  

２点 8  12.5  － 87.5  － － 

３点 29  － 31.0  58.6  3.4  6.9  

４点 24  － 33.3  58.3  8.3  － 

５点 223  2.7  39.5  49.8  4.9  3.1  

６点 108  1.9  45.4  40.7  4.6  7.4  

７点 163  6.7  48.5  38.7  3.1  3.1  

８点 238  5.0  46.6  37.8  7.1  3.4  

９点 91  6.6  41.8  37.4  8.8  5.5  

10 点 152  5.3  35.5  46.1  6.6  6.6  
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企画・運営（お世話役）として 

「参加したくない」の割合が 66.9％と最も高く、次いで「参加してもよい」の割合が 20.7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「参加してもよい」の割合が、80～85 歳未満で

「参加したくない」の割合が、90歳以上で「参加してもよい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ぜ
ひ
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 

無
回
答 

全  体 1099  1.3  20.7  66.9  2.5  8.6  

65～70 歳未満 251  0.4  23.5  69.3  2.8  4.0  

70～75 歳未満 293  2.4  22.5  68.9  1.7  4.4  

75～80 歳未満 218  0.9  20.2  66.5  2.3  10.1  

80～85 歳未満 167  0.6  22.2  61.1  4.2  12.0  

85～90 歳未満 67  － 10.4  62.7  4.5  22.4  

90 歳以上 33  － 15.2  63.6  － 21.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ぜひ参加したい

参加してもよい

参加したくない

既に参加している

無回答

1.3

20.7

66.9

2.5

8.6

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、３点で「参加したくない」の割合が、４点で「参加したくない」

の割合が高くなっています。また、３点で「参加してもよい」の割合が、０点で「参加してもよ

い」の割合が、４点で「参加してもよい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ぜ
ひ
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 

無
回
答 

全  体 1099  1.3  20.7  66.9  2.5  8.6  

０点 43  － 11.6  60.5  － 27.9  

１点 5  － － 80.0  － 20.0  

２点 8  － 12.5  87.5  － － 

３点 29  － 10.3  82.8  － 6.9  

４点 24  － 12.5  79.2  4.2  4.2  

５点 223  0.9  19.7  69.5  3.1  6.7  

６点 108  1.9  17.6  70.4  2.8  7.4  

７点 163  1.8  25.2  65.6  0.6  6.7  

８点 238  0.8  22.3  64.3  3.8  8.8  

９点 91  － 22.0  67.0  2.2  8.8  

10 点 152  3.3  23.7  62.5  2.6  7.9  
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問 27 あなたとまわりの人の「助け合い」についておうかがいします。（○はいくつで

も） 

①あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人 

「配偶者」の割合が 56.6％と最も高く、次いで「友人」の割合が 41.9％、「別居の子ども」の

割合が 38.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「同居の子ども」の割合が、70～75 歳未満で「配偶

者」の割合が、75～80歳未満で「別居の子ども」の割合が高くなっています。また、90歳以上で

「配偶者」の割合が、85～90歳未満で「配偶者」「友人」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  56.6  22.1  38.8  28.2  12.4  41.9  2.9  4.2  3.1  

65～70 歳未満 251  63.3  21.1  37.5  31.5  7.6  47.4  6.0  3.6  2.4  

70～75 歳未満 293  67.2  20.5  36.2  28.3  14.7  47.4  2.0  2.7  3.4  

75～80 歳未満 218  53.2  20.6  46.3  28.4  14.2  41.7  1.4  2.8  3.7  

80～85 歳未満 167  48.5  25.1  38.9  28.1  15.0  32.9  1.8  6.6  1.2  

85～90 歳未満 67  35.8  23.9  26.9  17.9  11.9  22.4  1.5  6.0  10.4  

90 歳以上 33  18.2  42.4  45.5  27.3  12.1  27.3  3.0  6.1  3.0  

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

56.6

22.1

38.8

28.2

12.4

41.9

2.9

4.2

3.1

0 20 40 60 80 100
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②反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人 

「配偶者」の割合が 52.6％と最も高く、次いで「友人」の割合が 41.6％、「別居の子ども」の

割合が 33.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「配偶者」「友人」「兄弟姉妹・親戚・親・孫」の

割合が、70～75歳未満で「配偶者」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「配偶者」の

割合が、85～90歳未満で「配偶者」「別居の子ども」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  52.6  17.5  33.2  27.7  13.0  41.6  2.2  6.5  3.9  

65～70 歳未満 251  61.4  19.1  36.7  33.9  11.2  48.6  4.4  5.6  1.6  

70～75 歳未満 293  61.4  17.1  32.4  28.0  11.9  44.7  2.0  3.4  3.4  

75～80 歳未満 218  49.5  14.7  39.4  28.4  14.7  41.7  － 5.0  4.6  

80～85 歳未満 167  46.7  20.4  29.3  22.8  15.0  34.7  1.8  7.2  3.6  

85～90 歳未満 67  25.4  13.4  11.9  19.4  14.9  26.9  1.5  13.4  13.4  

90 歳以上 33  9.1  18.2  27.3  27.3  6.1  21.2  3.0  24.2  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

52.6

17.5

33.2

27.7

13.0

41.6

2.2

6.5

3.9

0 20 40 60 80 100
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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 

「配偶者」の割合が 63.2％と最も高く、次いで「別居の子ども」の割合が 32.8％、「同居の子

ども」の割合が 27.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「同居の子ども」の割合が、85～90 歳未満で「同居の

子ども」の割合が、65～70 歳未満で「配偶者」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で

「配偶者」の割合が、85～90歳未満で「配偶者」の割合が、80～85歳未満で「配偶者」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  63.2  27.5  32.8  9.7  1.2  3.6  0.9  4.7  3.0  

65～70 歳未満 251  76.1  22.3  27.1  12.7  1.6  3.2  0.8  4.0  1.2  

70～75 歳未満 293  74.7  23.9  32.1  10.9  0.7  1.4  0.3  4.1  3.4  

75～80 歳未満 218  57.3  28.4  36.2  8.3  1.4  3.7  0.5  6.4  4.1  

80～85 歳未満 167  50.9  32.3  36.5  7.8  1.2  7.8  1.8  4.8  3.6  

85～90 歳未満 67  35.8  41.8  29.9  7.5  1.5  － 1.5  3.0  6.0  

90 歳以上 33  15.2  51.5  30.3  6.1  － － 6.1  9.1  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

63.2

27.5

32.8

9.7

1.2

3.6

0.9

4.7

3.0

0 20 40 60 80 100
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④反対に、看病や世話をしてあげる人 

「配偶者」の割合が 65.5％と最も高く、次いで「別居の子ども」の割合が 25.2％、「同居の子

ども」の割合が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「そのような人はいない」の割合が、85～90歳未満で

「そのような人はいない」の割合が、65～70歳未満で「兄弟姉妹・親戚・親・孫」の割合が高く

なっています。また、90 歳以上で「配偶者」の割合が、85～90歳未満で「配偶者」「別居の子ど

も」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  65.5  23.0  25.2  17.0  2.3  5.1  1.5  11.3  5.8  

65～70 歳未満 251  77.3  25.5  31.9  29.1  1.6  2.8  1.2  5.6  1.2  

70～75 歳未満 293  75.4  23.9  27.3  16.0  2.0  5.1  1.0  8.9  4.4  

75～80 歳未満 218  63.3  22.9  26.1  13.8  2.8  6.9  0.9  11.5  6.9  

80～85 歳未満 167  52.7  23.4  18.0  12.6  4.2  7.2  1.8  13.2  9.0  

85～90 歳未満 67  35.8  16.4  9.0  7.5  － － 3.0  25.4  16.4  

90 歳以上 33  15.2  15.2  15.2  3.0  － 3.0  3.0  48.5  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

65.5

23.0

25.2

17.0

2.3

5.1

1.5

11.3

5.8

0 20 40 60 80 100
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問 28 あなたは、一人暮らしの人の安否確認やごみ出しの手伝いなどを行う地域支え合

い活動に参加したいと思いますか。（○は１つだけ） 

「時間があれば参加したい」の割合が 32.1％と最も高く、次いで「参加できない（体調が悪い、

病気、高齢など）」の割合が 25.0％、「参加したくない」の割合が 19.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「参加できない（体調が悪い、病気、高齢など）」の

割合が、85～90歳未満で「参加できない（体調が悪い、病気、高齢など）」の割合が、80～85歳

未満で「参加できない（体調が悪い、病気、高齢など）」の割合が高くなっています。また、90歳

以上で「時間があれば参加したい」の割合が、85～90 歳未満で「時間があれば参加したい」の割

合が、65～70 歳未満で「参加できない（体調が悪い、病気、高齢など）」の割合が低くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ぜ
ひ
参
加
し
た
い 

時
間
が
あ
れ
ば
参
加

し
た
い 

友
人
な
ど
が
一
緒
な

ら
参
加
し
た
い 

参
加
で
き
な
い
（
体
調

が
悪
い
、
病
気
、
高
齢

な
ど
） 

参
加
し
た
く
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  2.3  32.1  10.2  25.0  19.4  3.5  7.6  

65～70 歳未満 251  1.2  43.0  9.6  10.8  24.7  6.4  4.4  

70～75 歳未満 293  1.4  41.6  10.9  13.0  22.2  2.4  8.5  

75～80 歳未満 218  3.2  27.5  11.9  25.7  18.8  5.0  7.8  

80～85 歳未満 167  3.0  21.0  9.0  45.5  13.2  1.2  7.2  

85～90 歳未満 67  － 14.9  4.5  47.8  14.9  1.5  16.4  

90 歳以上 33  － 6.1  9.1  63.6  12.1  3.0  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ぜひ参加したい

時間があれば参加したい

友人などが一緒なら参加したい

参加できない（体調が悪い、病気、高齢な
ど）

参加したくない

その他

無回答

2.3

32.1

10.2

25.0

19.4

3.5

7.6

0 20 40 60 80 100
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問 29 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） 

「そのような人はいない」の割合が 37.8％と最も高く、次いで「医師・歯科医師・看護師」の

割合が 27.8％、「地域包括支援センター・役場」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「そのような人はいない」の割合が、85～90歳未

満で「医師・歯科医師・看護師」の割合が、90歳以上で「社会福祉協議会・民生委員」の割合が

高くなっています。また、85～90歳未満で「そのような人はいない」の割合が、80～85 歳未満で

「そのような人はいない」の割合が、75～80歳未満で「そのような人はいない」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
・
町
内
会
・
老

人
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
場 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1099  8.2  14.1  7.3  27.8  16.7  4.0  37.8  9.2  

65～70 歳未満 251  7.2  10.8  4.0  25.1  13.5  5.6  48.6  4.8  

70～75 歳未満 293  8.2  11.3  4.4  26.3  13.0  4.8  42.7  7.5  

75～80 歳未満 218  9.2  14.7  8.3  28.9  20.2  2.8  31.7  12.4  

80～85 歳未満 167  8.4  15.0  6.6  28.7  19.2  3.0  31.1  14.4  

85～90 歳未満 67  7.5  14.9  16.4  35.8  17.9  4.5  23.9  13.4  

90 歳以上 33  6.1  21.2  15.2  27.3  15.2  3.0  33.3  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

自治会・町内会・老人クラブ

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・役場

その他

そのような人はいない

無回答

8.2

14.1

7.3

27.8

16.7

4.0

37.8

9.2

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、４点で「そのような人はいない」の割合が、３点で「そのよう

な人はいない」の割合が、９点で「医師・歯科医師・看護師」の割合が高くなっています。また、

４点で「医師・歯科医師・看護師」の割合が、０点で「そのような人はいない」「医師・歯科医師・

看護師」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
治
会
・
町
内
会
・
老

人
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
場 

そ
の
他 

そ
の
よ
う
な
人
は
い

な
い 

無
回
答 

全  体 1099  8.2  14.1  7.3  27.8  16.7  4.0  37.8  9.2  

０点 43  7.0  11.6  7.0  16.3  9.3  2.3  25.6  46.5  

１点 5  － 20.0  20.0  40.0  60.0  40.0  20.0  － 

２点 8  － － － 12.5  12.5  25.0  62.5  － 

３点 29  10.3  10.3  13.8  20.7  13.8  3.4  51.7  6.9  

４点 24  4.2  8.3  8.3  12.5  － 4.2  62.5  12.5  

５点 223  7.6  13.9  8.1  22.0  17.9  2.7  41.7  8.5  

６点 108  11.1  16.7  10.2  26.9  18.5  4.6  37.0  4.6  

７点 163  6.7  14.7  7.4  31.9  19.6  4.9  36.8  4.3  

８点 238  9.2  14.7  5.5  30.3  16.4  2.5  39.5  7.1  

９点 91  11.0  11.0  6.6  36.3  11.0  2.2  35.2  9.9  

10 点 152  6.6  17.1  5.9  33.6  19.7  6.6  30.9  5.9  
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問 30 友人関係についておうかがいします。 

①友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。（○は１つだけ） 

「週に何度かある」の割合が 27.5％と最も高く、次いで「月に何度かある」の割合が 27.4％、

「年に何度かある」の割合が 18.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「ほとんどない」の割合が、65～70 歳未満で「年に何

度かある」の割合が高くなっています。また、80～85歳未満で「年に何度かある」の割合が、90

歳以上で「週に何度かある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  7.3  27.5  27.4  18.0  16.2  3.6  

65～70 歳未満 251  6.4  24.3  26.7  23.9  15.5  3.2  

70～75 歳未満 293  6.8  25.6  30.0  19.1  14.3  4.1  

75～80 歳未満 218  11.9  29.4  26.1  14.7  15.1  2.8  

80～85 歳未満 167  7.8  31.1  26.9  9.6  19.8  4.8  

85～90 歳未満 67  － 31.3  25.4  17.9  17.9  7.5  

90 歳以上 33  6.1  21.2  24.2  18.2  27.3  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

7.3

27.5

27.4

18.0

16.2

3.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「ほとんどない」の割合が、９点で「月に何度かある」

の割合が、５点で「ほとんどない」の割合が高くなっています。また、０点で「月に何度かある」

「週に何度かある」の割合が、９点で「ほとんどない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  7.3  27.5  27.4  18.0  16.2  3.6  

０点 43  2.3  18.6  14.0  18.6  11.6  34.9  

１点 5  20.0  40.0  20.0  － 20.0  － 

２点 8  － － 25.0  － 75.0  － 

３点 29  － 20.7  24.1  13.8  41.4  － 

４点 24  4.2  33.3  29.2  16.7  16.7  － 

５点 223  7.6  26.5  23.8  18.8  22.0  1.3  

６点 108  1.9  29.6  27.8  20.4  16.7  3.7  

７点 163  4.9  27.0  30.7  18.4  17.8  1.2  

８点 238  12.2  27.3  27.7  21.4  10.5  0.8  

９点 91  11.0  28.6  36.3  12.1  8.8  3.3  

10 点 152  7.2  32.9  28.9  17.1  11.8  2.0  
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②この１か月間、何人の友人・知人と会いましたか。（○は１つだけ） 

※同じ人には何度会っても１人と数えることとします。 

「１～２人」の割合が 26.4％と最も高く、次いで「３～５人」の割合が 25.9％、「10 人以上」

の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「１～２人」「０人（いない）」の割合が、80～85歳未

満で「３～５人」の割合が高くなっています。また、他に比べ、90 歳以上で「６～９人」「３～

５人」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
人
（
い
な
い
） 

１
～
２
人 

３
～
５
人 

６
～
９
人 

1
0

人
以
上 

無
回
答 

全  体 1099  14.1  26.4  25.9  12.3  18.3  3.0  

65～70 歳未満 251  17.5  26.3  21.1  13.1  19.5  2.4  

70～75 歳未満 293  11.9  28.0  28.3  9.9  18.4  3.4  

75～80 歳未満 218  12.8  23.4  24.8  16.1  19.7  3.2  

80～85 歳未満 167  12.6  26.9  31.7  12.0  14.4  2.4  

85～90 歳未満 67  13.4  25.4  23.9  10.4  19.4  7.5  

90 歳以上 33  21.2  39.4  18.2  3.0  15.2  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

０人（いない）

１～２人

３～５人

６～９人

10人以上

無回答

14.1

26.4

25.9

12.3

18.3

3.0

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「０人（いない）」の割合が、10点で「10人以上」の割

合が、９点で「10人以上」の割合が高くなっています。また、３点で「３～５人」の割合が、０

点で「３～５人」「10人以上」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
人
（
い
な
い
） 

１
～
２
人 

３
～
５
人 

６
～
９
人 

1
0

人
以
上 

無
回
答 

全  体 1099  14.1  26.4  25.9  12.3  18.3  3.0  

０点 43  11.6  23.3  11.6  14.0  4.7  34.9  

１点 5  20.0  20.0  60.0  － － － 

２点 8  50.0  25.0  12.5  12.5  － － 

３点 29  37.9  24.1  10.3  13.8  13.8  － 

４点 24  20.8  33.3  25.0  8.3  12.5  － 

５点 223  19.7  29.6  26.0  11.2  12.6  0.9  

６点 108  14.8  26.9  29.6  9.3  17.6  1.9  

７点 163  14.7  27.0  25.2  16.0  16.0  1.2  

８点 238  9.2  29.0  30.3  11.3  19.3  0.8  

９点 91  8.8  24.2  27.5  13.2  25.3  1.1  

10 点 152  8.6  20.4  24.3  14.5  30.9  1.3  

 

  



351 

③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） 

「近所・同じ地域の人」の割合が 51.6％と最も高く、次いで「趣味や関心が同じ友人」の割合

が 31.1％、「仕事での同僚・元同僚」の割合が 30.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「仕事での同僚・元同僚」の割合が、85～90歳未

満で「近所・同じ地域の人」の割合が、90歳以上で「近所・同じ地域の人」の割合が高くなって

います。また、85～90 歳未満で「仕事での同僚・元同僚」の割合が、90 歳以上で「仕事での同

僚・元同僚」の割合が、80～85 歳未満で「仕事での同僚・元同僚」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  51.6  11.4  17.4  30.8  31.1  6.6  2.5  9.5  4.6  

65～70 歳未満 251  39.8  10.8  21.1  44.6  33.5  6.4  1.6  8.8  3.6  

70～75 歳未満 293  49.5  13.3  16.7  36.5  34.1  6.8  1.4  7.2  4.1  

75～80 歳未満 218  58.3  12.8  17.9  27.1  31.7  6.9  4.1  10.1  5.0  

80～85 歳未満 167  55.1  9.6  14.4  18.6  29.9  6.6  3.6  12.0  4.8  

85～90 歳未満 67  61.2  13.4  10.4  9.0  22.4  1.5  － 11.9  10.4  

90 歳以上 33  60.6  6.1  6.1  12.1  21.2  3.0  3.0  18.2  6.1  

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

51.6

11.4

17.4

30.8

31.1

6.6

2.5

9.5

4.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、９点で「趣味や関心が同じ友人」の割合が、10点で「趣味や関

心が同じ友人」の割合が、８点で「仕事での同僚・元同僚」の割合が高くなっています。また、

他に比べ、０点で「近所・同じ地域の人」「趣味や関心が同じ友人」「仕事での同僚・元同僚」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  51.6  11.4  17.4  30.8  31.1  6.6  2.5  9.5  4.6  

０点 43  30.2  7.0  7.0  11.6  11.6  － 2.3  11.6  44.2  

１点 5  60.0  － － 60.0  20.0  － － 20.0  － 

２点 8  37.5  － － － 25.0  － 12.5  37.5  12.5  

３点 29  41.4  13.8  13.8  20.7  24.1  － － 17.2  3.4  

４点 24  45.8  8.3  16.7  25.0  20.8  4.2  － 25.0  － 

５点 223  52.5  12.6  17.9  29.1  20.6  4.5  3.6  13.9  2.2  

６点 108  47.2  8.3  13.9  29.6  38.9  3.7  3.7  5.6  5.6  

７点 163  53.4  14.7  19.6  27.6  30.7  6.7  3.1  11.7  1.8  

８点 238  53.4  9.7  21.4  39.9  33.2  7.1  2.1  5.5  1.3  

９点 91  54.9  13.2  16.5  38.5  42.9  12.1  3.3  6.6  1.1  

10 点 152  59.2  13.2  17.1  28.9  40.8  11.8  0.7  5.3  2.0  
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問 31 あなたは、日常生活で、家族以外の誰かに手助けしてもらいたいことはあります

か。（○は１つだけ） 

「ある」の割合が 15.5％、「ない」の割合が 78.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「ある」の割合が、85～90 歳未満で「ある」の割合

が、65～70歳未満で「ない」の割合が高くなっています。また、85～90歳未満で「ない」の割合

が、90歳以上で「ない」の割合が、65～70歳未満で「ある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 1099  15.5  78.1  6.5  

65～70 歳未満 251  8.0  88.8  3.2  

70～75 歳未満 293  8.5  84.6  6.8  

75～80 歳未満 218  17.4  75.7  6.9  

80～85 歳未満 167  24.0  71.3  4.8  

85～90 歳未満 67  26.9  55.2  17.9  

90 歳以上 33  33.3  57.6  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ある

ない

無回答

15.5

78.1

6.5

0 20 40 60 80 100
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問 31- １  手助けしてもらいたいことは何ですか。（○はいくつでも） 

「家の周りの草刈り・剪定」の割合が 57.6％と最も高く、次いで「高い所の作業（蛍光灯の取

替など）」の割合が 35.3％、「タンスなど重い物の移動」の割合が 25.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「外出」「高い所の作業（蛍光灯の取替など）」「通院」

高くなっています。また、85～90歳未満で「タンスなど重い物の移動」の割合が、70～75歳未満

で「高い所の作業（蛍光灯の取替など）」「家の周りの草刈り・剪定」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

外
出 

買
い
物 

通
院 

掃
除 

洗
濯 

ご
み
捨
て
・
ご
み
出
し 

役
場
等
で
の
手
続
き 

銀
行
や
郵
便
局
で
の

お
金
の
出
し
入
れ 

タ
ン
ス
な
ど
重
い
物

の
移
動 

高
い
所
の
作
業
（
蛍
光

灯
の
取
替
な
ど
） 

家
の
周
り
の
草
刈
り
・

剪
定 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 170  13.5  17.1  17.1  12.4  5.3  7.6  9.4  2.9  25.9  35.3  57.6  5.3  1.2  

65～70 歳未満 20  10.0  5.0  5.0  15.0  5.0  10.0  5.0  － 55.0  45.0  70.0  － － 

70～75 歳未満 25  8.0  12.0  4.0  16.0  8.0  4.0  8.0  － 24.0  16.0  44.0  20.0  － 

75～80 歳未満 38  13.2  15.8  18.4  7.9  7.9  5.3  5.3  2.6  18.4  31.6  65.8  5.3  － 

80～85 歳未満 40  10.0  20.0  22.5  12.5  5.0  10.0  10.0  2.5  20.0  40.0  55.0  － 2.5  

85～90 歳未満 18  16.7  33.3  22.2  11.1  5.6  11.1  22.2  － 5.6  38.9  55.6  5.6  5.6  

90 歳以上 11  54.5  36.4  54.5  27.3  － 18.2  18.2  27.3  54.5  72.7  45.5  － － 

  

回答者数 = 170 ％

外出

買い物

通院

掃除

洗濯

ごみ捨て・ごみ出し

役場等での手続き

銀行や郵便局でのお金の出し入れ

タンスなど重い物の移動

高い所の作業（蛍光灯の取替など）

家の周りの草刈り・剪定

その他

無回答

13.5

17.1

17.1

12.4

5.3

7.6

9.4

2.9

25.9

35.3

57.6

5.3

1.2

0 20 40 60 80 100
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問 32 現在のあなたの健康状態はいかがですか。（○は１つだけ） 

「まあよい」の割合が 70.4％と最も高く、次いで「あまりよくない」の割合が 16.5％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85 歳未満で「あまりよくない」の割合が、90歳以上で「あま

りよくない」の割合が、65～70歳未満で「まあよい」の割合が高くなっています。また、85～90

歳未満で「まあよい」の割合が、65～70歳未満で「あまりよくない」の割合が、80～85歳未満で

「まあよい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
よ
い 

ま
あ
よ
い 

あ
ま
り
よ
く
な
い 

よ
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  7.5  70.4  16.5  3.0  2.6  

65～70 歳未満 251  9.2  77.7  9.2  2.8  1.2  

70～75 歳未満 293  8.9  74.4  12.3  1.7  2.7  

75～80 歳未満 218  7.8  65.1  20.6  2.8  3.7  

80～85 歳未満 167  6.6  64.1  25.1  2.4  1.8  

85～90 歳未満 67  1.5  61.2  22.4  6.0  9.0  

90 歳以上 33  － 72.7  24.2  3.0  － 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

とてもよい

まあよい

あまりよくない

よくない

無回答

7.5

70.4

16.5

3.0

2.6

0 20 40 60 80 100
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【幸福度別】 

幸福度別にみると、他に比べ、３点で「あまりよくない」の割合が、４点で「あまりよくない」

の割合が、５点で「あまりよくない」の割合が高くなっています。また、０点で「まあよい」の

割合が、３点で「まあよい」の割合が、10 点で「あまりよくない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

と
て
も
よ
い 

ま
あ
よ
い 

あ
ま
り
よ
く
な
い 

よ
く
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  7.5  70.4  16.5  3.0  2.6  

０点 43  4.7  23.3  11.6  11.6  48.8  

１点 5  － 40.0  20.0  40.0  － 

２点 8  － 37.5  50.0  12.5  － 

３点 29  － 44.8  37.9  17.2  － 

４点 24  － 62.5  33.3  4.2  － 

５点 223  3.1  66.8  26.5  3.6  － 

６点 108  2.8  78.7  16.7  1.9  － 

７点 163  4.9  76.7  17.2  0.6  0.6  

８点 238  7.1  80.3  10.9  1.7  － 

９点 91  9.9  80.2  8.8  1.1  － 

10 点 152  23.7  67.1  7.9  1.3  － 
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問 33 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、あてはまる点数に○をつけてください） 

「８点」の割合が 21.7％と最も高く、次いで「５点」の割合が 20.3％、「７点」の割合が 14.8％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「５点」の割合が、85～90 歳未満で「10 点」の割合

が高くなっています。また、90 歳以上で「７点」の割合が、85～90歳未満で「７点」の割合が低

くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

０
点 

１
点 

２
点 

３
点 

４
点 

５
点 

６
点 

７
点 

８
点 

９
点 

1
0

点 

無
回
答 

全  体 1099  3.9  0.5  0.7  2.6  2.2  20.3  9.8  14.8  21.7  8.3  13.8  1.4  

65～70 歳未満 251  1.2  0.4  1.2  4.8  2.8  17.9  8.8  15.5  25.1  8.4  13.5  0.4  

70～75 歳未満 293  3.4  － 0.3  0.7  2.7  20.1  8.9  16.4  22.2  9.9  13.7  1.7  

75～80 歳未満 218  4.1  0.9  0.5  1.4  1.4  22.0  13.3  14.7  17.0  9.2  13.8  1.8  

80～85 歳未満 167  3.6  0.6  0.6  2.4  1.8  21.6  10.2  15.0  20.4  7.8  14.4  1.8  

85～90 歳未満 67  11.9  － 1.5  3.0  － 22.4  4.5  9.0  25.4  1.5  19.4  1.5  

90 歳以上 33  3.0  3.0  － 6.1  － 27.3  9.1  6.1  18.2  12.1  12.1  3.0  

  

回答者数 = 1,099 ％

０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点

無回答

3.9

0.5

0.7

2.6

2.2

20.3

9.8

14.8

21.7

8.3

13.8

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 34 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つだけ） 

「はい」の割合が 33.8％、「いいえ」の割合が 61.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、70～75 歳未満で「いいえ」高くなっています。また、90歳以上で

「いいえ」の割合が、85～90歳未満で「はい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  33.8  61.7  4.5  

65～70 歳未満 251  37.1  61.4  1.6  

70～75 歳未満 293  29.7  67.2  3.1  

75～80 歳未満 218  33.0  62.4  4.6  

80～85 歳未満 167  35.3  58.7  6.0  

85～90 歳未満 67  26.9  58.2  14.9  

90 歳以上 33  33.3  54.5  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

33.8

61.7

4.5

0 20 40 60 80 100
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問 35 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つだけ） 

「はい」の割合が 22.5％、「いいえ」の割合が 73.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、70～75 歳未満で「いいえ」高くなっています。また、85～90歳未

満で「いいえ」の割合が、80～85歳未満で「いいえ」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  22.5  73.3  4.2  

65～70 歳未満 251  19.9  77.7  2.4  

70～75 歳未満 293  18.4  79.2  2.4  

75～80 歳未満 218  25.2  70.2  4.6  

80～85 歳未満 167  26.9  66.5  6.6  

85～90 歳未満 67  20.9  65.7  13.4  

90 歳以上 33  24.2  72.7  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

22.5

73.3

4.2

0 20 40 60 80 100
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問 36 お酒は飲みますか。（○は１つだけ） 

「もともと飲まない」の割合が 38.5％と最も高く、次いで「ほとんど飲まない」の割合が 24.6％、

「ほぼ毎日飲む」の割合が 20.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「もともと飲まない」の割合が、85～90 歳未満で「も

ともと飲まない」の割合が、65～70歳未満で「ほぼ毎日飲む」の割合が高くなっています。また、

90 歳以上で「ほとんど飲まない」の割合が、85～90 歳未満で「ほぼ毎日飲む」「ほとんど飲まな

い」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ほ
ぼ
毎
日
飲
む 

時
々
飲
む 

ほ
と
ん
ど
飲
ま
な
い 

も
と
も
と
飲
ま
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  20.7  13.7  24.6  38.5  2.5  

65～70 歳未満 251  26.7  13.5  23.5  34.7  1.6  

70～75 歳未満 293  23.2  16.4  27.0  31.1  2.4  

75～80 歳未満 218  22.5  15.1  26.6  33.0  2.8  

80～85 歳未満 167  17.4  14.4  24.6  40.7  3.0  

85～90 歳未満 67  10.4  9.0  16.4  58.2  6.0  

90 歳以上 33  － 12.1  12.1  75.8  － 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

ほぼ毎日飲む

時々飲む

ほとんど飲まない

もともと飲まない

無回答

20.7

13.7

24.6

38.5

2.5

0 20 40 60 80 100
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問 37 タバコは吸っていますか。（○は１つだけ） 

「もともと吸っていない」の割合が 55.7％と最も高く、次いで「吸っていたがやめた」の割合

が 31.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「もともと吸っていない」の割合が、85～90歳未満で

「もともと吸っていない」の割合が、75～80歳未満で「吸っていたがやめた」の割合が高くなっ

ています。また、90歳以上で「吸っていたがやめた」の割合が、70～75歳未満で「もともと吸っ

ていない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 1099  8.6  1.1  31.6  55.7  3.1  

65～70 歳未満 251  14.3  1.6  29.5  52.6  2.0  

70～75 歳未満 293  11.3  1.7  34.8  49.1  3.1  

75～80 歳未満 218  4.1  0.9  36.7  54.6  3.7  

80～85 歳未満 167  6.6  － 31.1  59.9  2.4  

85～90 歳未満 67  1.5  － 26.9  64.2  7.5  

90 歳以上 33  － 3.0  3.0  90.9  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

8.6

1.1

31.6

55.7

3.1

0 20 40 60 80 100
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問 38 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） 

「高血圧」の割合が 43.6％と最も高く、次いで「目の病気」の割合が 19.5％、「糖尿病」の割

合が 15.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

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

無回答

14.4

43.6

3.1

10.5

15.2

15.1

4.3

5.5

6.2

9.7

2.7

4.2

2.0

1.3

0.8

0.2

19.5

5.7

6.5

6.6

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「ない」の割合が、90 歳以上で「高血圧」の割合

が、85～90歳未満で「目の病気」の割合が高くなっています。また、65～70 歳未満で「高血圧」

の割合が、85～90 歳未満で「高脂血症（脂質異常）」の割合が、90歳以上で「糖尿病」の割合が

低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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
） 

全  体 1099  14.4  43.6  3.1  10.5  15.2  15.1  4.3  5.5  6.2  9.7  

65～70歳未満 251  23.1  31.9  2.4  5.6  12.0  18.3  1.6  6.0  4.4  10.4  

70～75歳未満 293  16.4  43.3  1.4  11.6  16.4  17.4  4.1  4.8  5.1  7.2  

75～80歳未満 218  9.2  47.7  3.7  8.7  19.7  11.0  9.6  3.7  8.7  10.1  

80～85歳未満 167  9.0  48.5  6.0  16.2  16.8  14.4  3.6  8.4  9.0  10.8  

85～90歳未満 67  9.0  47.8  4.5  11.9  13.4  4.5  － 7.5  6.0  9.0  

90 歳以上 33  12.1  51.5  － 9.1  6.1  9.1  3.0  9.1  3.0  15.2  

 

区分 

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 

無
回
答 

 

全  体 2.7  4.2  2.0  1.3  0.8  0.2  19.5  5.7  6.5  6.6   

65～70歳未満 0.8  3.2  0.4  0.4  － － 14.7  3.6  6.8  6.0   

70～75歳未満 1.4  4.1  2.7  1.4  0.3  － 18.4  2.4  8.5  6.5   

75～80歳未満 3.7  3.7  2.8  1.8  0.9  0.5  23.4  9.6  7.3  6.0   

80～85歳未満 5.4  5.4  1.8  0.6  1.8  0.6  21.0  6.0  1.8  7.2   

85～90歳未満 4.5  6.0  － 3.0  3.0  － 25.4  14.9  4.5  9.0   

90 歳以上 － － 3.0  － － － 21.2  6.1  3.0  12.1   
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問 39 認知症にかかる相談窓口の把握についてお聞きします。 

①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 

「はい」の割合が 7.9％、「いいえ」の割合が 87.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、85～90歳未満で「いいえ」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  7.9  87.9  4.2  

65～70 歳未満 251  11.6  86.1  2.4  

70～75 歳未満 293  4.4  91.1  4.4  

75～80 歳未満 218  7.3  89.0  3.7  

80～85 歳未満 167  7.2  88.0  4.8  

85～90 歳未満 67  11.9  76.1  11.9  

90 歳以上 33  6.1  90.9  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

7.9

87.9

4.2

0 20 40 60 80 100
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②認知症に関する相談窓口を知っていますか 

「はい」の割合が 25.2％、「いいえ」の割合が 68.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、90歳以上で「はい」割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

は
い 

い
い
え 

無
回
答 

全  体 1099  25.2  68.9  5.9  

65～70 歳未満 251  26.3  70.5  3.2  

70～75 歳未満 293  22.2  72.7  5.1  

75～80 歳未満 218  27.5  66.5  6.0  

80～85 歳未満 167  22.2  70.7  7.2  

85～90 歳未満 67  20.9  64.2  14.9  

90 歳以上 33  18.2  69.7  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

はい

いいえ

無回答

25.2

68.9

5.9

0 20 40 60 80 100
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問 40 認知症のどんなことが知りたいですか。（○はいくつでも） 

「認知症になった時の相談場所」の割合が 39.4％と最も高く、次いで「認知症予防の効果的な

実践方法」の割合が 38.7％、「認知症の人への対応の仕方」の割合が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、75～80歳未満で「認知症予防の効果的な実践方法」「認知症の人、

認知症の人の家族の気持ち」高くなっています。また、他に比べ、90歳以上で「認知症の医学的

な情報」「認知症の人への対応の仕方」「認知症になった時の相談場所」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

認
知
症
の
人
へ
の
対

応
の
仕
方 

認
知
症
の
医
学
的
な

情
報 

認
知
症
予
防
の
効
果

的
な
実
践
方
法 

認
知
症
の
人
や
家
族

を
支
え
る
地
域
で
の

活
動 

認
知
症
に
な
っ
た
時

の
相
談
場
所 

認
知
症
の
人
、
認
知
症

の
人
の
家
族
の
気
持

ち そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  31.0  20.0  38.7  11.4  39.4  13.7  0.5  23.7  7.2  

65～70 歳未満 251  33.1  19.5  41.4  15.5  43.0  10.8  0.4  22.7  3.2  

70～75 歳未満 293  30.4  20.8  37.2  9.2  38.2  11.6  － 25.9  7.2  

75～80 歳未満 218  33.9  22.9  44.0  9.2  38.5  18.8  － 21.6  7.3  

80～85 歳未満 167  28.1  20.4  32.3  13.2  39.5  15.6  0.6  24.6  10.8  

85～90 歳未満 67  26.9  16.4  29.9  9.0  35.8  17.9  1.5  17.9  16.4  

90 歳以上 33  18.2  6.1  27.3  3.0  27.3  12.1  － 39.4  9.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

認知症の人への対応の仕方

認知症の医学的な情報

認知症予防の効果的な実践方法

認知症の人や家族を支える地域での活動

認知症になった時の相談場所

認知症の人、認知症の人の家族の気持ち

その他

特にない

無回答

31.0

20.0

38.7

11.4

39.4

13.7

0.5

23.7

7.2

0 20 40 60 80 100
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（７）将来の生活の希望について 

問 41 今後、もしあなたご自身が、介護が必要となった場合（すでに介護が必要な方は

これからの介護について）、どのようにしたいとお考えですか。（○は１つだけ） 

「自宅で、家族の介護の負担を極力少なくし、介護保険サービス等を中心に暮らしたい」の割

合が 31.7％と最も高く、次いで「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス等を利用しな

がら暮らしたい」の割合が 19.7％、「わからない」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「特別養護老人ホームやグループホームなど介護保険

の施設等に入所して暮らしたい」「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス等を利用しな

がら暮らしたい」の割合が、85～90歳未満で「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス

等を利用しながら暮らしたい」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「自宅で、家族の

介護の負担を極力少なくし、介護保険サービス等を中心に暮らしたい」の割合が、85～90歳未満

で「わからない」「特別養護老人ホームやグループホームなど介護保険の施設等に入所して暮ら

したい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
で
、
家
族
だ
け
の
介
護
に
よ

り
暮
ら
し
た
い 

自
宅
で
、
家
族
の
介
護
を
中
心
に
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し

な
が
ら
暮
ら
し
た
い 

自
宅
で
、
家
族
の
介
護
の
負
担
を

極
力
少
な
く
し
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
等
を
中
心
に
暮
ら
し
た
い 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
な
ど
介
護
保
険
の
施
設

等
に
入
所
し
て
暮
ら
し
た
い 

高
齢
者
向
け
の
住
宅
に
入
居
し

て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
等
を
利

用
し
な
が
ら
暮
ら
し
た
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  5.6  19.7  31.7  13.1  7.8  15.3  0.9  5.9  

65～70 歳未満 251  2.8  14.7  33.9  15.1  8.4  20.7  1.2  3.2  

70～75 歳未満 293  5.8  19.1  37.5  10.9  4.4  14.7  0.7  6.8  

75～80 歳未満 218  5.5  22.5  30.3  11.9  8.3  15.6  0.9  5.0  

80～85 歳未満 167  6.0  23.4  27.5  12.6  11.4  12.6  － 6.6  

85～90 歳未満 67  6.0  29.9  25.4  4.5  10.4  6.0  － 17.9  

90 歳以上 33  9.1  27.3  18.2  24.2  6.1  12.1  3.0  －   

回答者数 = 1,099 ％

自宅で、家族だけの介護により暮らしたい

自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス等
を利用しながら暮らしたい

自宅で、家族の介護の負担を極力少なくし、介護保
険サービス等を中心に暮らしたい

特別養護老人ホームやグループホームなど介護保険
の施設等に入所して暮らしたい

高齢者向けの住宅に入居して、介護保険サービス等
を利用しながら暮らしたい

わからない

その他

無回答

5.6

19.7

31.7

13.1

7.8

15.3

0.9

5.9

0 20 40 60 80 100
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問 42 あなたは、人生の最期をどこで迎えたいとお考えですか。（○は１つだけ）自宅 

「自宅」の割合が 40.9％と最も高く、次いで「場所にはこだわらない」の割合が 23.9％、「わ

からない」の割合が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90 歳以上で「自宅」の割合が、85～90 歳未満で「自宅」の割合

が、65～70 歳未満で「場所にはこだわらない」の割合が高くなっています。また、90 歳以上で

「場所にはこだわらない」の割合が、85～90 歳未満で「場所にはこだわらない」の割合が、65～

70 歳未満で「自宅」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人

保
健
施
設
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

な
ど
介
護
保
険
の
施
設
等 

病
院
や
診
療
所
な
ど
医
療
機
関 

場
所
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  40.9  3.5  10.8  23.9  0.3  16.4  4.3  

65～70 歳未満 251  29.9  3.6  9.2  33.5  0.8  20.7  2.4  

70～75 歳未満 293  38.6  3.4  9.9  24.6  0.3  18.1  5.1  

75～80 歳未満 218  44.0  3.2  11.5  25.2  － 12.4  3.7  

80～85 歳未満 167  49.1  3.6  11.4  13.8  － 16.8  5.4  

85～90 歳未満 67  56.7  1.5  10.4  11.9  － 10.4  9.0  

90 歳以上 33  60.6  3.0  15.2  3.0  － 15.2  3.0  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

自宅

特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホー
ムなど介護保険の施設等

病院や診療所など医療機関

場所にはこだわらない

その他

わからない

無回答

40.9

3.5

10.8

23.9

0.3

16.4

4.3

0 20 40 60 80 100
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問 42- １ どのような条件がそろえば、自宅で安心して最期を迎えられると思います

か。（○はいくつでも） 

「家族の理解や協力が得られること」の割合が 75.5％と最も高く、次いで「いつでも医師や看

護師が訪問してくれる体制が整っていること」の割合が 58.4％、「訪問介護など日常生活を支え

る介護サービスが充実していること」の割合が 53.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「家族に対する精神的なケアがあること」「いつ

でも医師や看護師が訪問してくれる体制が整っていること」の割合が、75～80 歳未満で「療養に

適した住宅環境が整っていること」の割合が高くなっています。また、他に比べ、90歳以上で「訪

問介護など日常生活を支える介護サービスが充実していること」「家族に対する精神的なケアが

あること」「いつでも医師や看護師が訪問してくれる体制が整っていること」の割合が低くなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
の
理
解
や
協
力
が
得

ら
れ
る
こ
と 

い
つ
で
も
医
師
や
看
護
師

が
訪
問
し
て
く
れ
る
体
制

が
整
っ
て
い
る
こ
と 

訪
問
介
護
な
ど
日
常
生
活

を
支
え
る
介
護
サ
ー
ビ
ス

が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

容
態
の
急
変
時
な
ど
受
け

入
れ
て
く
れ
る
病
院
な
ど

が
整
っ
て
い
る
こ
と 

療
養
に
適
し
た
住
宅
環
境

が
整
っ
て
い
る
こ
と 

家
族
に
対
す
る
精
神
的
な

ケ
ア
が
あ
る
こ
と 

地
域
の
見
守
り
体
制
が
整

っ
て
い
る
こ
と 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 449  75.5  58.4  53.9  47.2  15.4  23.2  9.1  0.9  3.3  

65～70 歳未満 75  80.0  65.3  58.7  50.7  17.3  30.7  8.0  1.3  1.3  

70～75 歳未満 113  75.2  61.1  56.6  52.2  15.0  28.3  8.8  － 0.9  

75～80 歳未満 96  75.0  57.3  51.0  43.8  21.9  21.9  8.3  1.0  4.2  

80～85 歳未満 82  75.6  56.1  56.1  46.3  12.2  23.2  15.9  － 6.1  

85～90 歳未満 38  68.4  52.6  50.0  34.2  7.9  10.5  5.3  2.6  7.9  

90 歳以上 20  80.0  45.0  20.0  35.0  5.0  5.0  － － 5.0  
  

回答者数 = 449 ％

家族の理解や協力が得られること

いつでも医師や看護師が訪問してくれる体
制が整っていること

訪問介護など日常生活を支える介護サービ
スが充実していること

容態の急変時など受け入れてくれる病院な
どが整っていること

療養に適した住宅環境が整っていること

家族に対する精神的なケアがあること

地域の見守り体制が整っていること

その他

無回答

75.5

58.4

53.9

47.2

15.4

23.2

9.1

0.9

3.3

0 20 40 60 80 100
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問 43 あなたは、ご自身にもしものことがあった場合のことを考えて、日頃から家族と

話し合ったり、書面に残したりしていますか。（○は１つだけ） 

「何もしていない」の割合が 50.4％と最も高く、次いで「話し合っているが、書面は残してい

ない」の割合が 34.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70 歳未満で「何もしていない」の割合が、75～80 歳未満で

「話し合っているが、書面は残していない」の割合が、70～75歳未満で「何もしていない」の割

合が高くなっています。また、80～85歳未満で「何もしていない」の割合が、90歳以上で「話し

合っているが、書面は残していない」の割合が、85～90歳未満で「何もしていない」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

話
し
合
っ
て
お
り
、
書

面
も
残
し
て
い
る 

話
し
合
っ
て
い
る
が
、

書
面
は
残
し
て
い
な

い 話
し
合
っ
て
い
な
い

が
、
書
面
は
残
し
て
い

る 何
も
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  6.2  34.5  3.9  50.4  5.0  

65～70 歳未満 251  3.6  33.9  2.8  58.6  1.2  

70～75 歳未満 293  5.8  29.4  4.1  55.6  5.1  

75～80 歳未満 218  6.4  40.4  4.1  44.5  4.6  

80～85 歳未満 167  9.6  35.9  2.4  43.1  9.0  

85～90 歳未満 67  9.0  28.4  7.5  43.3  11.9  

90 歳以上 33  9.1  27.3  12.1  45.5  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

話し合っており、書面も残している

話し合っているが、書面は残していない

話し合っていないが、書面は残している

何もしていない

無回答

6.2

34.5

3.9

50.4

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 44 あなたは、もしものことがあった場合に備え、家族や友人に伝えておきたいこと

を書きとめておく「御嵩町版エンディングノート」をご存知ですか。（○は１つだ

け） 

「エンディングノートを知らない」の割合が 50.6％と最も高く、次いで「エンディングノート

は知っているが、御嵩町版は知らない」の割合が 29.9％、「知っている」の割合が 12.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「エンディングノートを知らない」の割合が、65～70

歳未満で「エンディングノートは知っているが、御嵩町版は知らない」の割合が、75～80歳未満

で「知っている」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「エンディングノートは知って

いるが、御嵩町版は知らない」「知っている」の割合が、85～90 歳未満で「エンディングノート

は知っているが、御嵩町版は知らない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

知
っ
て
い
る 

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
は
知
っ
て
い
る
が
、

御
嵩
町
版
は
知
ら
な

い エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
を
知
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 1099  12.7  29.9  50.6  6.7  

65～70 歳未満 251  12.4  38.2  46.2  3.2  

70～75 歳未満 293  9.9  31.4  52.9  5.8  

75～80 歳未満 218  18.8  24.8  51.8  4.6  

80～85 歳未満 167  9.0  28.1  53.9  9.0  

85～90 歳未満 67  10.4  14.9  52.2  22.4  

90 歳以上 33  6.1  9.1  63.6  21.2  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

知っている

エンディングノートは知っているが、御嵩
町版は知らない

エンディングノートを知らない

無回答

12.7

29.9

50.6

6.7

0 20 40 60 80 100
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問 44- １  あなたは、エンディングノートを書いていますか。（○は１つだけ） 

「書いていない」の割合が 84.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

御
嵩
町
版
を
使
っ
て

い
る 

御
嵩
町
版
で
は
な
い

の
を
使
っ
て
い
る 

書
い
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 469  2.8  7.2  84.9  5.1  

65～70 歳未満 127  2.4  7.1  87.4  3.1  

70～75 歳未満 121  1.7  7.4  84.3  6.6  

75～80 歳未満 95  5.3  7.4  84.2  3.2  

80～85 歳未満 62  － 12.9  80.6  6.5  

85～90 歳未満 17  5.9  5.9  82.4  5.9  

90 歳以上 5  － － 80.0  20.0  

 

  

回答者数 = 469 ％

御嵩町版を使っている

御嵩町版ではないのを使っている

書いていない

無回答

2.8

7.2

84.9

5.1

0 20 40 60 80 100
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問 45 介護保険制度は、サービスの利用が多くなれば、それだけ保険料も上がることに

なります。あなたは、サービスの水準と保険料についてどのように考えますか。（○

は１つだけ） 

「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が 73.3％と最も高く、次いで「保険料

は高くても、サービスが充実している方がいい」の割合が 12.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「保険料は高くても、サービスが充実している方がい

い」の割合が、70～75歳未満で「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が高くな

っています。また、90歳以上で「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が、65～

70 歳未満で「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

保
険
料
は
高
く
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し

て
い
る
方
が
い
い 

サ
ー
ビ
ス
は
充
実
し

て
い
な
く
て
も
、
保
険

料
が
安
い
方
が
い
い 

平
均
的
な
サ
ー
ビ
ス

で
、
平
均
的
な
保
険
料

が
い
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  12.0  4.9  73.3  2.9  6.8  

65～70 歳未満 251  15.9  6.8  67.7  4.8  4.8  

70～75 歳未満 293  9.6  3.8  81.2  2.7  2.7  

75～80 歳未満 218  10.1  3.7  76.6  1.8  7.8  

80～85 歳未満 167  12.6  4.2  68.9  1.2  13.2  

85～90 歳未満 67  7.5  10.4  68.7  － 13.4  

90 歳以上 33  21.2  3.0  66.7  3.0  6.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

保険料は高くても、サービスが充実してい
る方がいい

サービスは充実していなくても、保険料が
安い方がいい

平均的なサービスで、平均的な保険料がい
い

その他

無回答

12.0

4.9

73.3

2.9

6.8

0 20 40 60 80 100
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問 46 認知症の人や家族に対し、どんな支援が必要だと思いますか。（○はいくつで

も） 

「認知症について相談しやすい場」の割合が 58.2％と最も高く、次いで「認知症の人自身が参

加しやすい地域の集まりの場」の割合が 34.3％、「地域住民による声掛けなどの見守り」の割合

が 31.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「認知症について相談しやすい場」高くなってい

ます。また、90 歳以上で「認知症の人自身の趣味の生かせる場」「介護者同士の交流、つどいの

場」の割合が、85～90歳未満で「認知症の人自身の趣味の生かせる場」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

認
知
症
の
人
自
身
が

参
加
し
や
す
い
地
域

の
集
ま
り
の
場 

認
知
症
の
人
自
身
の

趣
味
の
生
か
せ
る
場 

介
護
の
知
識
、
技
術
を

学
べ
る
場 

認
知
症
に
つ
い
て
相

談
し
や
す
い
場 

介
護
者
同
士
の
交
流
、

つ
ど
い
の
場 

認
知
症
に
対
す
る
理

解
が
深
ま
る
啓
発
活

動 地
域
住
民
に
よ
る
声

掛
け
な
ど
の
見
守
り 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 1099  34.3  25.9  24.1  58.2  23.0  17.2  31.1  2.5  9.6  

65～70 歳未満 251  33.1  24.3  27.5  66.5  23.5  18.7  31.5  2.4  5.2  

70～75 歳未満 293  35.8  27.3  25.9  62.5  25.9  19.8  33.1  2.4  5.5  

75～80 歳未満 218  39.0  29.8  27.5  55.0  21.1  17.9  31.2  3.2  11.9  

80～85 歳未満 167  29.9  26.9  15.0  49.1  21.0  10.8  28.1  1.2  16.8  

85～90 歳未満 67  29.9  10.4  10.4  47.8  17.9  11.9  25.4  － 13.4  

90 歳以上 33  27.3  9.1  24.2  54.5  9.1  12.1  18.2  6.1  24.2  

  

回答者数 = 1,099 ％

認知症の人自身が参加しやすい地域の集ま
りの場

認知症の人自身の趣味の生かせる場

介護の知識、技術を学べる場

認知症について相談しやすい場

介護者同士の交流、つどいの場

認知症に対する理解が深まる啓発活動

地域住民による声掛けなどの見守り

その他

無回答

34.3

25.9

24.1

58.2

23.0

17.2

31.1

2.5

9.6

0 20 40 60 80 100
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問 47 「在宅医療」を充実することが必要だと思いますか。（○は１つだけ） 

「必要だと思う」の割合が 45.7％と最も高く、次いで「どちらかというと必要だと思う」の割

合が 38.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、65～70歳未満で「どちらかというと必要だと思う」の割合が、80

～85 歳未満で「必要だと思う」の割合が高くなっています。また、65～70歳未満で「必要だと思

う」の割合が、85～90 歳未満で「どちらかというと必要だと思う」の割合が、80～85 歳未満で

「どちらかというと必要だと思う」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

必
要
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

必
要
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

必
要
だ
と
は
思
わ
な

い 必
要
だ
と
は
思
わ
な

い 無
回
答 

全  体 1099  45.7  38.3  4.0  3.1  8.9  

65～70 歳未満 251  39.0  47.4  4.0  5.2  4.4  

70～75 歳未満 293  46.1  37.5  6.5  2.4  7.5  

75～80 歳未満 218  47.2  34.4  2.8  3.7  11.9  

80～85 歳未満 167  52.1  32.9  2.4  1.2  11.4  

85～90 歳未満 67  49.3  32.8  3.0  － 14.9  

90 歳以上 33  42.4  42.4  － 3.0  12.1  

 

  

回答者数 = 1,099 ％

必要だと思う

どちらかというと必要だと思う

どちらかというと必要だとは思わない

必要だとは思わない

無回答

45.7

38.3

4.0

3.1

8.9

0 20 40 60 80 100
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問 47-1 「在宅医療」の充実に向けてどのような体制の整備が重要だと思いますか。

（○は２つまで） 

「介護する家族の負担を軽減する介護サービスの充実」の割合が 48.5％と最も高く、次いで

「定期的な訪問診療・訪問看護を実施する病院の充実」の割合が 46.2％、「24時間体制の往診や

緊急時に入院ができる体制の整備」の割合が 38.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、90歳以上で「利用しやすい相談窓口の設置」の割合が、65～70歳

未満で「24時間体制の往診や緊急時に入院ができる体制の整備」の割合が、85～90歳未満で「利

用しやすい相談窓口の設置」の割合が高くなっています。また、90歳以上で「24時間体制の往診

や緊急時に入院ができる体制の整備」「介護する家族の負担を軽減する介護サービスの充実」の

割合が、85～90 歳未満で「24 時間体制の往診や緊急時に入院ができる体制の整備」の割合が低

くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

定
期
的
な
訪
問
診
療
・

訪
問
看
護
を
実
施
す

る
病
院
の
充
実 

2
4

時
間
体
制
の
往
診

や
緊
急
時
に
入
院
が

で
き
る
体
制
の
整
備 

入
院
先
の
病
院
と
在

宅
で
の
か
か
り
つ
け

医
の
連
携
、
情
報
共
有 

介
護
す
る
家
族
の
負

担
を
軽
減
す
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

利
用
し
や
す
い
相
談

窓
口
の
設
置 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 923  46.2  38.5  20.3  48.5  14.2  0.4  6.4  

65～70 歳未満 217  41.9  44.7  17.5  50.7  13.8  0.5  8.8  

70～75 歳未満 245  51.8  39.6  18.4  49.8  12.7  － 4.9  

75～80 歳未満 178  44.4  37.6  25.8  51.7  10.1  1.7  4.5  

80～85 歳未満 142  48.6  30.3  16.9  50.0  19.0  － 4.2  

85～90 歳未満 55  45.5  29.1  14.5  40.0  20.0  － 12.7  

90 歳以上 28  39.3  21.4  21.4  39.3  25.0  － 10.7  

  

回答者数 = 923 ％

定期的な訪問診療・訪問看護を実施する病
院の充実

24時間体制の往診や緊急時に入院ができる
体制の整備

入院先の病院と在宅でのかかりつけ医の連
携、情報共有

介護する家族の負担を軽減する介護サービ
スの充実

利用しやすい相談窓口の設置

その他

無回答

46.2

38.5

20.3

48.5

14.2

0.4

6.4

0 20 40 60 80 100
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問 48 御嵩町におけるこれからの高齢者に対する施策は何に重点をおくべきだと思いま

すか。（○は３つまで） 

「病院や診療所などの医療機関の充実」の割合が 37.1％と最も高く、次いで「公的年金の充実」

の割合が 33.5％、「ホームヘルパーなどの在宅サービスの充実」の割合が 29.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,099 ％

生涯を通じた健康づくりに対する支援

雇用・就業機会の確保

公的年金の充実

病院や診療所などの医療機関の充実

ホームヘルパーなどの在宅サービスの充実

特別養護老人ホーム等の施設サービスの整備

高齢者に配慮した住宅の整備

身近な地域における活動拠点（公民館、集会所な
ど）の整備

寝たきりや認知症にならないための予防対策

生きがいづくり、社会参加活動の推進

暮らしやすいまちづくり（段差の解消やわかりやす
い標識の設置など）

虐待防止や財産の保全を含めた高齢者の権利を守る
対策

子どもとのふれあいなどの世代間交流の促進

福祉用具や介護機器の開発、普及

生活相談窓口の整備、充実

その他

特にない

無回答

21.0

5.7

33.5

37.1

29.1

22.3

6.1

3.4

25.1

6.0

9.1

2.1

3.4

6.1

12.6

0.4

3.5

10.8

0 20 40 60 80 100
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【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、85～90 歳未満で「寝たきりや認知症にならないための予防対策」

の割合が、65～70歳未満で「公的年金の充実」の割合が、80～85歳未満で「寝たきりや認知症に

ならないための予防対策」の割合が高くなっています。また、他に比べ、90歳以上で「公的年金

の充実」「病院や診療所などの医療機関の充実」「生活相談窓口の整備、充実」の割合が低くなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り

に
対
す
る
支
援 

雇
用
・
就
業
機
会
の
確
保 

公
的
年
金
の
充
実 

病
院
や
診
療
所
な
ど
の
医
療

機
関
の
充
実 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
在

宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
整
備 

高
齢
者
に
配
慮
し
た
住
宅
の

整
備 

身
近
な
地
域
に
お
け
る
活
動

拠
点
（
公
民
館
、
集
会
所
な

ど
）
の
整
備 

寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
ら

な
い
た
め
の
予
防
対
策 

全  体 1099  21.0  5.7  33.5  37.1  29.1  22.3  6.1  3.4  25.1  

65～70 歳未満 251  22.3  10.8  41.0  33.5  31.9  25.5  6.0  2.4  21.9  

70～75 歳未満 293  23.5  8.2  36.2  40.6  26.6  21.2  5.1  4.4  20.5  

75～80 歳未満 218  19.7  0.9  29.4  41.3  25.7  18.8  7.8  2.8  28.4  

80～85 歳未満 167  21.0  0.6  28.1  34.1  31.7  21.0  7.8  3.0  30.5  

85～90 歳未満 67  14.9  3.0  32.8  37.3  32.8  19.4  3.0  － 34.3  

90 歳以上 33  15.2  6.1  21.2  27.3  30.3  24.2  － 12.1  30.3  

 

区分 

生
き
が
い
づ
く
り
、
社
会
参

加
活
動
の
推
進 

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

（
段
差
の
解
消
や
わ
か
り
や

す
い
標
識
の
設
置
な
ど
） 

虐
待
防
止
や
財
産
の
保
全
を

含
め
た
高
齢
者
の
権
利
を
守

る
対
策 

子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど

の
世
代
間
交
流
の
促
進 

福
祉
用
具
や
介
護
機
器
の
開

発
、
普
及 

生
活
相
談
窓
口
の
整
備
、
充

実 そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

 

全  体 6.0  9.1  2.1  3.4  6.1  12.6  0.4  3.5  10.8   

65～70 歳未満 8.0  9.6  2.0  3.6  4.8  16.7  0.8  2.4  8.0   

70～75 歳未満 7.2  8.5  2.0  2.0  7.2  12.3  0.3  3.8  8.5   

75～80 歳未満 3.2  7.3  2.8  3.7  6.9  9.6  － 4.1  15.6   

80～85 歳未満 3.6  9.0  1.8  5.4  5.4  12.6  0.6  4.8  11.4   

85～90 歳未満 1.5  11.9  3.0  4.5  6.0  10.4  － － 16.4   

90 歳以上 6.1  15.2  － － 3.0  6.1  － 9.1  6.1   
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３ 在宅介護実態調査 

（１）回答者 

【A 票の聞き取りを行った相手の方は、どなたですか】（複数回答可） 

「主な介護者となっている家族・親族」の割合が 66.7％と最も高く、次いで「調査対象者本人」

の割合が 45.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 93 ％

調査対象者本人

主な介護者となっている家族・親族

主な介護者以外の家族・親族

調査対象者のケアマネジャー

その他

無回答

45.2

66.7

4.3

0.0

0.0

8.6

0 20 40 60 80 100
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（２）家族や生活状況などのことについて 

問１ 世帯類型について、ご回答ください。（○は１つだけ） 

「単身世帯」の割合が 20.4％、「夫婦のみ世帯」の割合が 25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、80～85 歳未満で「単身世帯」「夫婦のみ世帯」高くなってい

ます。また、他に比べ、90歳以上で「夫婦のみ世帯」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

単
身
世
帯 

夫
婦
の
み
世
帯 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  20.4  25.8  52.7  1.1  

65～70 歳未満 5  － 60.0  40.0  － 

70～75 歳未満 7  － 57.1  42.9  － 

75～80 歳未満 8  25.0  12.5  62.5  － 

80～85 歳未満 19  26.3  31.6  42.1  － 

85～90 歳未満 25  24.0  28.0  44.0  4.0  

90 歳以上 25  24.0  4.0  72.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

単身世帯

夫婦のみ世帯

その他

無回答

20.4

25.8

52.7

1.1

0 20 40 60 80 100
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問１- １ 日中、一人になることがありますか。（○は１つだけ） 

「たまにある」の割合が 46.6％と最も高く、次いで「よくある」の割合が 28.8％、「ない」の

割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「たまにある」高くなっています。また、80～85

歳未満で「よくある」の割合が、90 歳以上で「たまにある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
あ
る 

た
ま
に
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 73  28.8  46.6  19.2  5.5  

65～70 歳未満 5  60.0  20.0  20.0  － 

70～75 歳未満 7  28.6  57.1  14.3  － 

75～80 歳未満 6  33.3  33.3  33.3  － 

80～85 歳未満 14  14.3  71.4  14.3  － 

85～90 歳未満 18  27.8  44.4  16.7  11.1  

90 歳以上 19  31.6  36.8  21.1  10.5  

 

  

回答者数 = 73 ％

よくある

たまにある

ない

無回答

28.8

46.6

19.2

5.5

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護１で「よくある」高くなっています。また、要介護２

で「ない」の割合が、要介護１で「たまにある」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

よ
く
あ
る 

た
ま
に
あ
る 

な
い 

無
回
答 

全  体 73  28.8  46.6  19.2  5.5  

要支援１ 8  37.5  50.0  － 12.5  

要支援２ 4  25.0  50.0  25.0  － 

要介護１ 22  36.4  40.9  18.2  4.5  

要介護２ 15  33.3  46.7  13.3  6.7  

要介護３ 9  33.3  22.2  33.3  11.1  

要介護４ 8  12.5  62.5  25.0  － 

要介護５ 2  － 50.0  50.0  － 

 

 

その他同居人数 

「３人」の割合が 28.6％と最も高く、次いで「１人」、「２人」の割合が 20.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 49 ％

１人

２人

３人

４人

５人以上

無回答

20.4

20.4

28.6

10.2

10.2

10.2

0 20 40 60 80 100
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問１- ２ ＜問１で「３．その他」と答えた方のみ＞同居されている人はどなたです

か。（人数を記入して、あてはまるものすべてに○） 

「息子」の割合が 57.1％と最も高く、次いで「孫」の割合が 40.8％、「子の配偶者」の割合が

38.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 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つだけ） 

「ふつう」の割合が 74.2％と最も高く、次いで「やや苦しい」の割合が 19.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 49 ％

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

14.3

57.1

26.5

38.8

40.8

2.0

0.0

10.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 93 ％

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

無回答

3.2

19.4

74.2

0.0

1.1

2.2

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、80～85歳未満で「ふつう」の割合が、85～90歳未満で「ふつ

う」の割合が高くなっています。また、80～85歳未満で「やや苦しい」の割合が、85～90歳未満

で「やや苦しい」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 93  3.2  19.4  74.2  － 1.1  2.2  

65～70 歳未満 5  20.0  40.0  40.0  － － － 

70～75 歳未満 7  14.3  42.9  42.9  － － － 

75～80 歳未満 8  － 25.0  62.5  － － 12.5  

80～85 歳未満 19  － 10.5  89.5  － － － 

85～90 歳未満 25  4.0  12.0  84.0  － － － 

90 歳以上 25  － 16.0  76.0  － 4.0  4.0  

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「ふつう」の割合が、要介護１で「やや苦しい」

の割合が、要支援１で「やや苦しい」の割合が高くなっています。また、要介護１で「ふつう」

の割合が、要介護３で「やや苦しい」の割合が、要介護２で「やや苦しい」の割合が低くなって

います。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 93  3.2  19.4  74.2  － 1.1  2.2  

要支援１ 12  － 25.0  75.0  － － － 

要支援２ 8  － － 100.0  － － － 

要介護１ 30  － 26.7  63.3  － 3.3  6.7  

要介護２ 17  17.6  11.8  70.6  － － － 

要介護３ 10  － 10.0  90.0  － － － 

要介護４ 9  － 33.3  66.7  － － － 

要介護５ 2  － － 100.0  － － － 
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問３ 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つだけ） 

「持家（一戸建て）」の割合が 95.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 93 ％

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

無回答

95.7

0.0

1.1

0.0

0.0

2.2

1.1

0.0

0 20 40 60 80 100
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（３）毎日の生活について 

問４ 自分で食事の用意をしていますか。 

「できない」の割合が 66.7％と最も高く、次いで「できるし、している」の割合が 22.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要支援１で「できるし、している」の割合が、要介護３で「で

きない」の割合が、要介護２で「できない」の割合が高くなっています。また、要支援１で「で

きない」の割合が、要介護２で「できるし、している」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 93  22.6  8.6  66.7  2.2  

要支援１ 12  58.3  8.3  33.3  － 

要支援２ 8  62.5  12.5  12.5  12.5  

要介護１ 30  20.0  13.3  63.3  3.3  

要介護２ 17  11.8  5.9  82.4  － 

要介護３ 10  － － 100.0  － 

要介護４ 9  － － 100.0  － 

要介護５ 2  － － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

22.6

8.6

66.7

2.2

0 20 40 60 80 100



387 

問４- １ 食事の用意をする人は主にどなたですか。（○は１つだけ） 

「同居の家族」の割合が 74.3％と最も高く、次いで「別居の家族」の割合が 11.4％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「同居の家族」割合が、要介護１で「別居の家族」、

要介護２で「同居の家族」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

同
居
の
家
族 

別
居
の
家
族 

隣
人
や
知
人 

弁
当
や
惣
菜
を
買
っ

て
く
る 

外
食 

配
食
サ
ー
ビ
ス 

ヘ
ル
パ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 70  74.3  11.4  － 1.4  － 4.3  1.4  － 7.1  

要支援１ 5  60.0  － － － － 20.0  － － 20.0  

要支援２ 2  100.0  － － － － － － － － 

要介護１ 23  69.6  17.4  － 4.3  － 4.3  － － 4.3  

要介護２ 15  80.0  － － － － － 6.7  － 13.3  

要介護３ 10  90.0  10.0  － － － － － － － 

要介護４ 9  77.8  11.1  － － － 11.1  － － － 

要介護５ 2  50.0  50.0  － － － － － － － 

 

  

回答者数 = 70 ％

同居の家族

別居の家族

隣人や知人

弁当や惣菜を買ってくる

外食

配食サービス

ヘルパー

その他

無回答

74.3

11.4

0.0

1.4

0.0

4.3

1.4

0.0

7.1

0 20 40 60 80 100



388 

問５ 自分で食品・日用品の買い物をしていますか。（○は１つだけ） 

「できない」の割合が 69.9％と最も高く、次いで「できるし、している」、「できるけどしてい

ない」の割合が 14.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「できない」の割合が、要支援１で「できるし、

している」「できるけどしていない」の割合が高くなっています。また、要支援１で「できない」

の割合が、要介護２で「できるけどしていない」の割合が、要介護１で「できるし、している」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

で
き
る
し
、
し
て
い
る 

で
き
る
け
ど
し
て
い

な
い 

で
き
な
い 

無
回
答 

全  体 93  14.0  14.0  69.9  2.2  

要支援１ 12  41.7  25.0  33.3  － 

要支援２ 8  25.0  12.5  50.0  12.5  

要介護１ 30  6.7  20.0  70.0  3.3  

要介護２ 17  17.6  5.9  76.5  － 

要介護３ 10  － － 100.0  － 

要介護４ 9  － 11.1  88.9  － 

要介護５ 2  － － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

できるし、している

できるけどしていない

できない

無回答

14.0

14.0

69.9

2.2

0 20 40 60 80 100



389 

問５- １ 食品・日用品の買い物をする人は主にどなたですか。（○は１つだけ） 

「同居の家族」の割合が 74.4％と最も高く、次いで「別居の家族」の割合が 17.9％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「同居の家族」の割合が、要介護３で「同居の家

族」の割合が高くなっています。また、要介護１で「同居の家族」の割合が、要介護３で「別居

の家族」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

同
居
の
家
族 

別
居
の
家
族 

隣
人
や
知
人 

配
達
を
依
頼 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 78  74.4  17.9  1.3  2.6  1.3  2.6  

要支援１ 7  71.4  14.3  － － － 14.3  

要支援２ 5  60.0  40.0  － － － － 

要介護１ 27  63.0  22.2  3.7  7.4  － 3.7  

要介護２ 14  92.9  － － － 7.1  － 

要介護３ 10  90.0  10.0  － － － － 

要介護４ 9  77.8  22.2  － － － － 

要介護５ 2  50.0  50.0  － － － － 

 

  

回答者数 = 78 ％

同居の家族

別居の家族

隣人や知人

配達を依頼

その他

無回答

74.4

17.9

1.3

2.6

1.3

2.6

0 20 40 60 80 100
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問５- ２ 食品・日用品の買い物を主にどこでしていますか。（○はいくつでも） 

「近所のスーパーマーケット」の割合が 73.1％と最も高く、次いで「ドラッグストア」の割合

が 34.4％、「大型ショッピングセンター（ラスパなど）」の割合が 29.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「ドラッグストア」の割合が、要支援１で「近所

のスーパーマーケット」の割合が、要介護３で「大型ショッピングセンター（ラスパなど）」の割

合が高くなっています。また、要介護３で「近所のスーパーマーケット」の割合が、要支援１で

「ドラッグストア」「大型ショッピングセンター（ラスパなど）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

近
所
の
ス
ー
パ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト 

ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア 

大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
（
ラ
ス
パ
な

ど
） 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア 

宅
配
サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、
生
協
な

ど
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  73.1  34.4  29.0  9.7  14.0  1.1  11.8  

要支援１ 12  91.7  16.7  16.7  － 8.3  － 8.3  

要支援２ 8  50.0  － 12.5  － － － 37.5  

要介護１ 30  70.0  36.7  33.3  10.0  13.3  － 10.0  

要介護２ 17  82.4  64.7  29.4  29.4  11.8  － 11.8  

要介護３ 10  50.0  40.0  40.0  － 20.0  10.0  20.0  

要介護４ 9  88.9  33.3  33.3  11.1  22.2  － － 

要介護５ 2  100.0  50.0  － － 50.0  － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

近所のスーパーマーケット

ドラッグストア

大型ショッピングセンター（ラスパなど）

コンビニエンスストア

宅配サービス（インターネット、生協な
ど）

その他

無回答

73.1

34.4

29.0

9.7

14.0

1.1

11.8

0 20 40 60 80 100



391 

問６ あなたは、ふだん近所の方とどの程度のおつきあいをされていますか。（○は１つ

だけ） 

「ほとんどつきあいはない」の割合が 36.6％と最も高く、次いで「あいさつをする程度のつき

あい」の割合が 24.7％、「立ち話をする程度のつきあい」の割合が 20.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要支援１で「何か困ったときに助け合うようなつきあい」の

割合が、要介護１で「立ち話をする程度のつきあい」の割合が、要介護３で「何か困ったときに

助け合うようなつきあい」の割合が高くなっています。また、要支援１で「立ち話をする程度の

つきあい」「あいさつをする程度のつきあい」の割合が、要介護３で「立ち話をする程度のつきあ

い」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

何
か
困
っ
た
と
き
に

助
け
合
う
よ
う
な
つ

き
あ
い 

お
互
い
に
訪
問
し
あ

う
程
度
の
つ
き
あ
い 

立
ち
話
を
す
る
程
度

の
つ
き
あ
い 

あ
い
さ
つ
を
す
る
程

度
の
つ
き
あ
い 

ほ
と
ん
ど
つ
き
あ
い

は
な
い 

無
回
答 

全  体 93  12.9  4.3  20.4  24.7  36.6  1.1  

要支援１ 12  25.0  8.3  8.3  16.7  41.7  － 

要支援２ 8  12.5  12.5  50.0  － 25.0  － 

要介護１ 30  6.7  3.3  30.0  26.7  33.3  － 

要介護２ 17  17.6  5.9  17.6  23.5  35.3  － 

要介護３ 10  20.0  － 10.0  30.0  40.0  － 

要介護４ 9  － － 11.1  33.3  55.6  － 

要介護５ 2  － － － 50.0  50.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

何か困ったときに助け合うようなつきあい

お互いに訪問しあう程度のつきあい

立ち話をする程度のつきあい

あいさつをする程度のつきあい

ほとんどつきあいはない

無回答

12.9

4.3

20.4

24.7

36.6

1.1

0 20 40 60 80 100
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問７ 趣味はありますか。（○は１つだけ） 

「趣味あり」の割合が 30.1％、「思いつかない」の割合が 60.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「趣味あり」の割合が、要介護３で「思いつかな

い」の割合が、要介護１で「思いつかない」の割合が高くなっています。また、要介護２で「思

いつかない」の割合が、要介護１で「趣味あり」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

趣
味
あ
り 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 93  30.1  60.2  9.7  

要支援１ 12  33.3  58.3  8.3  

要支援２ 8  50.0  25.0  25.0  

要介護１ 30  23.3  66.7  10.0  

要介護２ 17  41.2  52.9  5.9  

要介護３ 10  30.0  70.0  － 

要介護４ 9  22.2  55.6  22.2  

要介護５ 2  － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

趣味あり

思いつかない

無回答

30.1

60.2

9.7

0 20 40 60 80 100



393 

問８ 生きがいはありますか。（○は１つだけ） 

「生きがいあり」の割合が 28.0％、「思いつかない」の割合が 57.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「思いつかない」の割合が、要支援１で「生きが

いあり」の割合が、要介護２で「思いつかない」の割合が高くなっています。また、要介護３で

「生きがいあり」の割合が、要介護２で「生きがいあり」の割合が、要支援１で「思いつかない」

の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
き
が
い
あ
り 

思
い
つ
か
な
い 

無
回
答 

全  体 93  28.0  57.0  15.1  

要支援１ 12  41.7  50.0  8.3  

要支援２ 8  62.5  25.0  12.5  

要介護１ 30  30.0  53.3  16.7  

要介護２ 17  17.6  64.7  17.6  

要介護３ 10  10.0  80.0  10.0  

要介護４ 9  22.2  55.6  22.2  

要介護５ 2  50.0  50.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

生きがいあり

思いつかない

無回答

28.0

57.0

15.1

0 20 40 60 80 100



394 

問９ 日ごろの生活で不安に思っていることはありますか（○はいくつでも） 

「自分の病気など健康状態のこと」の割合が 55.9％と最も高く、次いで「家族の病気など健康

状態のこと」の割合が 36.6％、「特にない」の割合が 21.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「自分の病気など健康状態のこと」の割合が、要

支援１で「生活意欲がなくなること」の割合が、要介護３で「経済的に苦しくなること」の割合

が高くなっています。また、要支援１で「経済的に苦しくなること」「自分の病気など健康状態の

こと」の割合が、要介護１で「家族の病気など健康状態のこと」の割合が、要介護３で「家族の

病気など健康状態のこと」「自分の病気など健康状態のこと」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
分
の
病
気
な
ど
健
康

状
態
の
こ
と 

家
族
の
病
気
な
ど
健
康

状
態
の
こ
と 

仕
事
を
続
け
ら
れ
な
く

な
る
こ
と 

い
ざ
と
い
う
と
き
に
頼

れ
る
人
が
い
な
い
こ
と 

火
事
や
盗
難
に
あ
う
こ

と 地
震
、
水
害
な
ど
の
自
然

災
害
に
あ
う
こ
と 

経
済
的
に
苦
し
く
な
る

こ
と 

財
産
管
理
や
相
続 

強
引
な
訪
問
販
売
や
電

話
セ
ー
ル
ス
、
押
し
売
り 

生
活
意
欲
が
な
く
な
る

こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 93  55.9  36.6  2.2  4.3  8.6  17.2  17.2  4.3  7.5  11.8  － 21.5  5.4  

要支援１ 12  50.0  41.7  － － 8.3  16.7  8.3  8.3  8.3  25.0  － 16.7  8.3  

要支援２ 8  37.5  37.5  12.5  － 12.5  37.5  25.0  － 12.5  － － 37.5  － 

要介護１ 30  53.3  30.0  － 10.0  13.3  23.3  20.0  6.7  10.0  10.0  － 26.7  6.7  

要介護２ 17  70.6  47.1  5.9  5.9  5.9  － 17.6  5.9  11.8  11.8  － 17.6  － 

要介護３ 10  50.0  30.0  － － 10.0  20.0  30.0  － － 10.0  － 30.0  － 

要介護４ 9  77.8  22.2  － － － 11.1  11.1  － － 22.2  － 11.1  11.1  

要介護５ 2  － 100.0  － － － － － － － － － － － 

  

回答者数 = 93 ％

自分の病気など健康状態のこと

家族の病気など健康状態のこと

仕事を続けられなくなること

いざというときに頼れる人がいないこと

火事や盗難にあうこと

地震、水害などの自然災害にあうこと

経済的に苦しくなること

財産管理や相続

強引な訪問販売や電話セールス、押し売り

生活意欲がなくなること

その他

特にない

無回答

55.9

36.6

2.2

4.3

8.6

17.2

17.2

4.3

7.5

11.8

0.0

21.5

5.4

0 20 40 60 80 100
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（４）介護保険サービスについて 

問 10 現在、（住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の）介護保険サービスを利用してい

ますか。（○は１つだけ） 

「利用している」の割合が 65.6％、「利用していない」の割合が 25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要支援１で「利用していない」の割合が、要介護３で「利用

している」の割合が、要介護１で「利用している」の割合が高くなっています。また、要支援１

で「利用している」の割合が、要介護１で「利用していない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 93  65.6  25.8  8.6  

要支援１ 12  25.0  75.0  － 

要支援２ 8  62.5  37.5  － 

要介護１ 30  73.3  16.7  10.0  

要介護２ 17  64.7  23.5  11.8  

要介護３ 10  90.0  － 10.0  

要介護４ 9  77.8  22.2  － 

要介護５ 2  100.0  － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

利用している

利用していない

無回答

65.6

25.8

8.6

0 20 40 60 80 100



396 

問 11 介護保険サービスを利用していない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」の割合が 41.7％と最も高く、次いで「本

人にサービス利用の希望がない」の割合が 37.5％、「家族が介護をするため必要ない」の割合が

12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 24  41.7  37.5  12.5  4.2  － － 8.3  4.2  12.5  8.3  

要支援１ 9  55.6  33.3  － 11.1  － － － － 11.1  － 

要支援２ 3  33.3  33.3  － － － － － － 33.3  － 

要介護１ 5  80.0  40.0  － － － － － － － － 

要介護２ 4  － 75.0  75.0  － － － 50.0  － 25.0  － 

要介護３ － － － － － － － － － － － 

要介護４ 2  － － － － － － － 50.0  － 50.0  

要介護５ － － － － － － － － － － － 

  

回答者数 = 24 ％

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

無回答

41.7

37.5

12.5

4.2

0.0

0.0

8.3

4.2

12.5

8.3

0 20 40 60 80 100
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問 12 介護保険制度は、介護保険サービスの利用が多くなれば、それだけ保険料も上が

ることになります。あなたは、介護サービスの水準と保険料についてどのように考

えますか。（○は１つだけ） 

「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が 61.3％と最も高く、次いで「保険料

は高くても、サービスが充実している方がいい」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」

の割合が、要介護３で「平均的なサービスで、平均的な保険料がいい」の割合が、要支援１で「保

険料は高くても、サービスが充実している方がいい」の割合が高くなっています。また、要介護

１で「保険料は高くても、サービスが充実している方がいい」「平均的なサービスで、平均的な保

険料がいい」の割合が、要介護３で「保険料は高くても、サービスが充実している方がいい」の

割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

保
険
料
は
高
く
て
も
、

サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し

て
い
る
方
が
い
い 

サ
ー
ビ
ス
は
充
実
し

て
い
な
く
て
も
、
保
険

料
が
安
い
方
が
い
い 

平
均
的
な
サ
ー
ビ
ス

で
、
平
均
的
な
保
険
料

が
い
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  18.3  8.6  61.3  2.2  9.7  

要支援１ 12  25.0  － 66.7  － 8.3  

要支援２ 8  12.5  12.5  75.0  － － 

要介護１ 30  10.0  16.7  53.3  6.7  13.3  

要介護２ 17  17.6  － 76.5  － 5.9  

要介護３ 10  10.0  10.0  70.0  － 10.0  

要介護４ 9  22.2  11.1  66.7  － － 

要介護５ 2  50.0  － 50.0  － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

保険料は高くても、サービスが充実してい
る方がいい

サービスは充実していなくても、保険料が
安い方がいい

平均的なサービスで、平均的な保険料がい
い

その他

無回答

18.3

8.6

61.3

2.2

9.7

0 20 40 60 80 100
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問 13 あなたは、認定の更新時に、介護度が下がった（改善した）としたらどう思いま

すか。（○は１つだけ） 

「支給限度額が下がって、サービスをあまり使えなくなるので困る」の割合が 33.3％と最も高

く、次いで「わからない」の割合が 32.3％、「心身の状態が良くなっているということなのでう

れしく思う」の割合が 22.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「わからない」「支給限度額が下がって、サービス

をあまり使えなくなるので困る」高くなっています。また、要支援１で「わからない」の割合が、

要介護１で「支給限度額が下がって、サービスをあまり使えなくなるので困る」の割合が、要介

護２で「心身の状態が良くなっているということなのでうれしく思う」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

心
身
の
状
態
が
良
く

な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
う
れ
し

く
思
う 

支
給
限
度
額
が
下
が

っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
を
あ

ま
り
使
え
な
く
な
る

の
で
困
る 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  22.6  33.3  32.3  1.1  10.8  

要支援１ 12  25.0  33.3  25.0  8.3  8.3  

要支援２ 8  12.5  37.5  50.0  － － 

要介護１ 30  23.3  26.7  33.3  － 16.7  

要介護２ 17  17.6  35.3  35.3  － 11.8  

要介護３ 10  20.0  40.0  40.0  － － 

要介護４ 9  33.3  33.3  33.3  － － 

要介護５ 2  50.0  50.0  － － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

心身の状態が良くなっているということな
のでうれしく思う

支給限度額が下がって、サービスをあまり
使えなくなるので困る

わからない

その他

無回答

22.6

33.3

32.3

1.1

10.8

0 20 40 60 80 100
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問 14 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つだけ） 

「入所・入居は検討していない問 15へ」の割合が 77.4％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「入所・入居は検討していない問 15へ」高くなっ

ています。また、他に比べ、要介護１で「入所・入居は検討していない問 15 へ」の割合が低くな

っています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

入
所
・
入
居
は
検
討
し

て
い
な
い
問1

5

へ 

入
所
・
入
居
を
検
討
し

て
い
る 

問

1
4

－2 

へ す
で
に
入
所
・
入
居
申

込
み
を
し
て
い
る 

無
回
答 

全  体 93  77.4  7.5  2.2  12.9  

要支援１ 12  75.0  8.3  8.3  8.3  

要支援２ 8  87.5  － － 12.5  

要介護１ 30  70.0  10.0  － 20.0  

要介護２ 17  88.2  11.8  － － 

要介護３ 10  80.0  － 10.0  10.0  

要介護４ 9  88.9  11.1  － － 

要介護５ 2  100.0  － － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

入所・入居は検討していない問15へ

入所・入居を検討している　問14－2 へ

すでに入所・入居申込みをしている

無回答

77.4

7.5

2.2

12.9

0 20 40 60 80 100



400 

問 14-1 入所待機施設の番号に○をつけて、申し込んでいる施設の数と待機期間を記入

してください。あ 申込み箇所数 待機期間（最長のもの） 

「特別養護老人ホーム」が 1 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム 老
人
保
健
施
設 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム 

有
料
老
人
ホ
ー
ム 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 2  50.0  － － － 50.0  － 

要支援１ 1  － － － － 100.0  － 

要支援２ － － － － － － － 

要介護１ － － － － － － － 

要介護２ － － － － － － － 

要介護３ 1  100.0  － － － － － 

要介護４ － － － － － － － 

要介護５ － － － － － － － 

 

  

回答者数 = 2 ％

特別養護老人ホーム

老人保健施設

グループホーム

有料老人ホーム

その他

無回答

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 14-1 入所待機施設の番号に○をつけて、申し込んでいる施設の数と待機期間を記入

してください。 

１．特別養護老人ホーム  

申込箇所数 

「３箇所以上」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

待機期間年 

有効回答がありませんでした。 

 

 

２．老人保健施設 

申込箇所数 

有効回答がありませんでした。 

 

待機期間年 

有効回答がありませんでした。 

 

 

３．グループホーム 

申込箇所数 

有効回答がありませんでした。 

 

待機期間年 

有効回答がありませんでした。 

 

 

  

回答者数 = 1 ％

１箇所

２箇所

３箇所以上

無回答

0.0

0.0

100.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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４．有料老人ホーム 

申込箇所数 

有効回答がありませんでした。 

 

待機期間年 

有効回答がありませんでした。 

 

 

５．その他 

申込箇所数 

有効回答がありませんでした。 

 

待機期間年 

有効回答がありませんでした。 
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問 14-2 入りたい時期はいつですか。（○は１つだけ） 

「当面は希望しないが、とりあえず申し込んでいる（検討している）」が 6件となっています。

「今すぐ」が 1件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

今
す
ぐ 

６
か
月
以
内 

１
年
以
内 

当
面
は
希
望
し
な
い

が
、
と
り
あ
え
ず
申
し

込
ん
で
い
る
（
検
討
し

て
い
る
） 

無
回
答 

全  体 9  11.1  － － 66.7  22.2  

要支援１ 2  － － － 50.0  50.0  

要支援２ － － － － － － 

要介護１ 3  － － － 66.7  33.3  

要介護２ 2  － － － 100.0  － 

要介護３ 1  － － － 100.0  － 

要介護４ 1  100.0  － － － － 

要介護５ － － － － － － 

 

  

回答者数 = 9 ％

今すぐ

６か月以内

１年以内

当面は希望しないが、とりあえず申し込ん
でいる（検討している）

無回答

11.1

0.0

0.0

66.7

22.2

0 20 40 60 80 100
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問 15 現在、利用している「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回

答ください。( ○はいくつでも) 

「利用していない」の割合が 67.7％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「利用していない」の割合が、要介護１で「利用

していない」の割合が高くなっています。また、要支援１で「利用していない」の割合が、要介

護３で「利用していない」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 93  7.5  2.2  4.3  2.2  1.1  1.1  4.3  2.2  2.2  1.1  67.7  12.9  

要支援１ 12  8.3  － － 8.3  － － 16.7  － 8.3  － 58.3  8.3  

要支援２ 8  12.5  － － － － － － － － － 62.5  25.0  

要介護１ 30  6.7  3.3  10.0  － 3.3  － － 3.3  － 3.3  73.3  10.0  

要介護２ 17  5.9  － 5.9  5.9  － － － － － － 76.5  11.8  

要介護３ 10  10.0  － － － － － 10.0  － 10.0  － 60.0  20.0  

要介護４ 9  11.1  － － － － 11.1  11.1  11.1  － － 66.7  － 

要介護５ 2  － － － － － － － － － － 100.0  － 

  

回答者数 = 93 ％

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

無回答

7.5

2.2

4.3

2.2

1.1

1.1

4.3

2.2

2.2

1.1

67.7

12.9

0 20 40 60 80 100
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問 16 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さ

らなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください。（○

はいくつでも） 

「特になし」の割合が 55.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、大きな差はみられません。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 93  4.3  4.3  4.3  6.5  4.3  6.5  6.5  7.5  2.2  3.2  55.9  15.1  

要支援１ 12  － － － 16.7  － 8.3  8.3  － － － 58.3  16.7  

要支援２ 8  － － － － － － － － － － 87.5  12.5  

要介護１ 30  6.7  6.7  13.3  6.7  10.0  13.3  3.3  10.0  3.3  － 56.7  13.3  

要介護２ 17  5.9  5.9  － － － － 5.9  11.8  － 17.6  58.8  5.9  

要介護３ 10  － － － 10.0  － 10.0  20.0  － 10.0  － 60.0  20.0  

要介護４ 9  11.1  － － － 11.1  － 11.1  22.2  － － 22.2  22.2  

要介護５ 2  － － － 50.0  － － － － － － 50.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

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

無回答

4.3

4.3

4.3

6.5

4.3

6.5

6.5

7.5

2.2

3.2

55.9

15.1

0 20 40 60 80 100
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（５）医療について 

問 17 ご本人（調査対象者）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） 

「心疾患（心臓病）」の割合が 26.9％と最も高く、次いで「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障

害を伴うもの）」の割合が 23.7％、「糖尿病」の割合が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 93 ％

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

無回答

14.0

26.9

6.5

6.5

3.2

15.1

1.1

5.4

15.1

4.3

1.1

18.3

23.7

10.8

7.5

6.5

10.8

0 20 40 60 80 100



407 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」

「認知症」の割合が、要介護２で「心疾患（心臓病）」の割合が、要支援１で「眼科・耳鼻科疾患

（視覚・聴覚障害を伴うもの）」の割合が高くなっています。また、要支援１で「心疾患（心臓病）」

の割合が、要介護３で「心疾患（心臓病）」の割合が、要介護２で「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴

覚障害を伴うもの）」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 93  14.0  26.9  6.5  6.5  3.2  15.1  1.1  5.4  

要支援１ 12  8.3  8.3  － － 8.3  － － － 

要支援２ 8  12.5  25.0  12.5  12.5  － 12.5  － 12.5  

要介護１ 30  10.0  16.7  3.3  10.0  3.3  16.7  － 6.7  

要介護２ 17  17.6  41.2  － 5.9  5.9  17.6  5.9  5.9  

要介護３ 10  10.0  10.0  10.0  － － 50.0  － 10.0  

要介護４ 9  33.3  66.7  22.2  － － － － － 

要介護５ 2  50.0  100.0  50.0  50.0  － － － － 

 

 
区分 

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 

無
回
答 

全  体 15.1  4.3  1.1  18.3  23.7  10.8  7.5  6.5  10.8  

要支援１ － － － 16.7  33.3  8.3  16.7  8.3  33.3  

要支援２ － － － 25.0  37.5  － － － 12.5  

要介護１ 13.3  3.3  － 13.3  20.0  10.0  10.0  10.0  10.0  

要介護２ 23.5  11.8  － 17.6  11.8  23.5  11.8  5.9  － 

要介護３ 50.0  10.0  － － 30.0  10.0  － 10.0  － 

要介護４ 11.1  － － 55.6  22.2  － － － － 

要介護５ － － 50.0  － 50.0  － － － － 
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問 18 現在、訪問診療を利用していますか。( ○は１つだけ) 

「利用している」の割合が 17.2％、「利用していない」の割合が 75.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「利用している」の割合が、要支援１で「利用し

ていない」の割合が、要介護２で「利用していない」の割合が高くなっています。また、要介護

３で「利用していない」の割合が、要介護２で「利用している」の割合が、要支援１で「利用し

ている」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

利
用
し
て
い
る 

利
用
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全  体 93  17.2  75.3  7.5  

要支援１ 12  8.3  91.7  － 

要支援２ 8  12.5  87.5  － 

要介護１ 30  13.3  76.7  10.0  

要介護２ 17  5.9  88.2  5.9  

要介護３ 10  40.0  60.0  － 

要介護４ 9  33.3  55.6  11.1  

要介護５ 2  100.0  － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

利用している

利用していない

無回答

17.2

75.3

7.5

0 20 40 60 80 100
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（６）将来の生活の希望について 

問 19 これからの生活をどこでどのように送りたいとお考えですか。（○は１つだけ） 

「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス等を利用しながら暮らしたい」の割合が

32.3％と最も高く、次いで「自宅で、家族だけの介護により暮らしたい」の割合が 23.7％、「自

宅で、家族の介護の負担を極力少なくし、介護保険サービス等を中心に暮らしたい」の割合が

15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービ

ス等を利用しながら暮らしたい」の割合が、要介護２で「自宅で、家族だけの介護により暮らし

たい」の割合が、要支援１で「自宅で、家族の介護の負担を極力少なくし、介護保険サービス等

を中心に暮らしたい」の割合が高くなっています。また、要支援１で「自宅で、家族の介護を中

心に、介護保険サービス等を利用しながら暮らしたい」の割合が、要介護３で「自宅で、家族だ

けの介護により暮らしたい」の割合が、要介護１で「自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サ

ービス等を利用しながら暮らしたい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅
で
、
家
族
だ
け
の
介
護
に
よ

り
暮
ら
し
た
い 

自
宅
で
、
家
族
の
介
護
を
中
心
に
、

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し

な
が
ら
暮
ら
し
た
い 

自
宅
で
、
家
族
の
介
護
の
負
担
を

極
力
少
な
く
し
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
等
を
中
心
に
暮
ら
し
た
い 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
な
ど
介
護
保
険
の
施
設

に
入
所
し
て
暮
ら
し
た
い 

高
齢
者
向
け
の
住
宅
に
入
居
し

て
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
等
を
利

用
し
な
が
ら
暮
ら
し
た
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  23.7  32.3  15.1  3.2  3.2  9.7  2.2  10.8  

要支援１ 12  25.0  8.3  25.0  － 16.7  25.0  － － 

要支援２ 8  37.5  50.0  － － － 12.5  － － 

要介護１ 30  20.0  20.0  20.0  6.7  3.3  6.7  － 23.3  

要介護２ 17  41.2  23.5  11.8  － － 5.9  5.9  11.8  

要介護３ 10  10.0  70.0  － － － 10.0  10.0  － 

要介護４ 9  11.1  44.4  33.3  11.1  － － － － 

要介護５ 2  50.0  50.0  － － － － － －   

回答者数 = 93 ％

自宅で、家族だけの介護により暮らしたい

自宅で、家族の介護を中心に、介護保険サービス等
を利用しながら暮らしたい

自宅で、家族の介護の負担を極力少なくし、介護保
険サービス等を中心に暮らしたい

特別養護老人ホームやグループホームなど介護保険
の施設に入所して暮らしたい

高齢者向けの住宅に入居して、介護保険サービス等
を利用しながら暮らしたい

わからない

その他

無回答

23.7

32.3

15.1

3.2

3.2

9.7

2.2

10.8

0 20 40 60 80 100
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問 20 あなたが、住み慣れた地域で暮らし続けるために最も充実すべきことは何だと思

いますか。（○は１つだけ） 

「介護サービスを充実する（訪問介護など在宅サービスや 24時間対応のサービスの充実）」の

割合が 23.7％と最も高く、次いで「在宅医療を充実する（医師や看護師の訪問体制の整備）」の

割合が 17.2％、「医療と介護の連携を強化する（医療機関からの退院時における介護サービスへ

の連携強化など）」の割合が 15.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 93 ％

在宅医療を充実する（医師や看護師の訪問体制の整
備）

介護サービスを充実する（訪問介護など在宅サービ
スや24時間対応のサービスの充実）

医療と介護の連携を強化する（医療機関からの退院
時における介護サービスへの連携強化など）

介護予防の推進（介護が必要な状態とならないため
の取組や自立を支援する介護の推進）

生活支援の充実（見守り・配食・買い物など生活支
援サービスの充実と権利擁護の確立）

住まいの整備（高齢期・要介護状態になっても住み
続けることのできる住まいの整備）

その他

無回答

17.2

23.7

15.1

3.2

5.4

6.5

9.7

19.4

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要支援１で「介護サービスを充実する（訪問介護など在宅サ

ービスや 24 時間対応のサービスの充実）」の割合が、要介護２で「在宅医療を充実する（医師や

看護師の訪問体制の整備）」の割合が、要介護３で「介護サービスを充実する（訪問介護など在宅

サービスや 24時間対応のサービスの充実）」の割合が高くなっています。また、要介護２で「介

護サービスを充実する（訪問介護など在宅サービスや 24時間対応のサービスの充実）」の割合が、

要介護１で「医療と介護の連携を強化する（医療機関からの退院時における介護サービスへの連

携強化など）」の割合が、要介護３で「医療と介護の連携を強化する（医療機関からの退院時にお

ける介護サービスへの連携強化など）」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

在
宅
医
療
を
充
実
す
る
（
医
師
や
看
護

師
の
訪
問
体
制
の
整
備
） 

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す
る
（
訪
問
介

護
な
ど
在
宅
サ
ー
ビ
ス
や

2
4

時
間
対

応
の
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
） 

医
療
と
介
護
の
連
携
を
強
化
す
る
（
医

療
機
関
か
ら
の
退
院
時
に
お
け
る
介

護
サ
ー
ビ
ス
へ
の
連
携
強
化
な
ど
） 

介
護
予
防
の
推
進
（
介
護
が
必
要
な
状

態
と
な
ら
な
い
た
め
の
取
組
や
自
立

を
支
援
す
る
介
護
の
推
進
） 

生
活
支
援
の
充
実
（
見
守
り
・
配
食
・

買
い
物
な
ど
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
と
権
利
擁
護
の
確
立
） 

住
ま
い
の
整
備
（
高
齢
期
・
要
介
護
状

態
に
な
っ
て
も
住
み
続
け
る
こ
と
の

で
き
る
住
ま
い
の
整
備
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 93  17.2  23.7  15.1  3.2  5.4  6.5  9.7  19.4  

要支援１ 12  16.7  33.3  － 8.3  － 8.3  16.7  16.7  

要支援２ 8  25.0  12.5  37.5  － － － － 25.0  

要介護１ 30  16.7  20.0  6.7  － 10.0  10.0  10.0  26.7  

要介護２ 17  23.5  11.8  17.6  － 11.8  11.8  11.8  11.8  

要介護３ 10  20.0  30.0  10.0  10.0  － － 10.0  20.0  

要介護４ 9  11.1  44.4  33.3  11.1  － － － － 

要介護５ 2  － 50.0  － － － － 50.0  － 
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問 21 あなたは、人生の最期をどこで迎えたいとお考えですか。（○は１つだけ） 

「自宅」の割合が 60.2％と最も高く、次いで「わからない」の割合が 12.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「わからない」高くなっています。また、要支援

１で「自宅」の割合が、要介護１で「自宅」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
宅 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
老
人
保
健
施
設
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な

ど
介
護
保
険
の
施
設 

病
院
や
診
療
所
な
ど

医
療
機
関 

場
所
に
は
こ
だ
わ
ら

な
い 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全  体 93  60.2  2.2  5.4  5.4  1.1  12.9  12.9  

要支援１ 12  50.0  － 8.3  16.7  8.3  － 16.7  

要支援２ 8  37.5  12.5  25.0  12.5  － 12.5  － 

要介護１ 30  53.3  3.3  3.3  6.7  － 10.0  23.3  

要介護２ 17  64.7  － 5.9  － － 17.6  11.8  

要介護３ 10  60.0  － － － － 40.0  － 

要介護４ 9  88.9  － － － － 11.1  － 

要介護５ 2  100.0  － － － － － － 

 

  

回答者数 = 93 ％

自宅

特別養護老人ホーム、老人保健施設、グループホー
ムなど介護保険の施設

病院や診療所など医療機関

場所にはこだわらない

その他

わからない

無回答

60.2

2.2

5.4

5.4

1.1

12.9

12.9

0 20 40 60 80 100
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問 21-1 どのような条件がそろえば、自宅で安心して最期を迎えられると思いますか。

（○はいくつでも） 

「家族の理解や協力が得られること」の割合が 62.5％と最も高く、次いで「いつでも医師や看

護師が訪問してくれる体制が整っていること」の割合が 57.1％、「容態の急変時など受け入れて

くれる病院などが整っていること」の割合が 42.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「家族に対する精神的なケアがあること」「訪問介

護など日常生活を支える介護サービスが充実していること」「療養に適した住宅環境が整ってい

ること」高くなっています。また、他に比べ、要介護１で「家族に対する精神的なケアがあるこ

と」「療養に適した住宅環境が整っていること」「訪問介護など日常生活を支える介護サービスが

充実していること」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
族
の
理
解
や
協
力

が
得
ら
れ
る
こ
と 

い
つ
で
も
医
師
や
看

護
師
が
訪
問
し
て
く

れ
る
体
制
が
整
っ
て

い
る
こ
と 

訪
問
介
護
な
ど
日
常

生
活
を
支
え
る
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し

て
い
る
こ
と 

容
態
の
急
変
時
な
ど

受
け
入
れ
て
く
れ
る

病
院
な
ど
が
整
っ
て

い
る
こ
と 

療
養
に
適
し
た
住
宅

環
境
が
整
っ
て
い
る

こ
と 

家
族
に
対
す
る
精
神

的
な
ケ
ア
が
あ
る
こ

と 地
域
の
見
守
り
体
制

が
整
っ
て
い
る
こ
と 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 56  62.5  57.1  39.3  42.9  14.3  16.1  1.8  3.6  8.9  

要支援１ 6  66.7  50.0  33.3  33.3  － － － － － 

要支援２ 3  66.7  33.3  － － － － － － － 

要介護１ 16  68.8  50.0  31.3  37.5  6.3  6.3  － 6.3  12.5  

要介護２ 11  63.6  63.6  63.6  54.5  36.4  45.5  9.1  9.1  － 

要介護３ 6  50.0  33.3  16.7  66.7  － － － － 16.7  

要介護４ 8  50.0  87.5  50.0  37.5  25.0  25.0  － － 12.5  

要介護５ 2  50.0  100.0  100.0  100.0  － － － － － 

  

回答者数 = 56 ％

家族の理解や協力が得られること

いつでも医師や看護師が訪問してくれる体
制が整っていること

訪問介護など日常生活を支える介護サービ
スが充実していること

容態の急変時など受け入れてくれる病院な
どが整っていること

療養に適した住宅環境が整っていること

家族に対する精神的なケアがあること

地域の見守り体制が整っていること

その他

無回答

62.5

57.1

39.3

42.9

14.3

16.1

1.8

3.6

8.9

0 20 40 60 80 100



414 

（７）御嵩町の高齢者施策について 

問 22 御嵩町におけるこれからの高齢者に対する施策は何に重点をおくべきだと思いま

すか。（○は３つまで） 

「病院や診療所などの医療機関の充実」の割合が 32.3％と最も高く、次いで「公的年金の充実」

の割合が 28.0％、「ホームヘルパーなどの在宅サービスの充実」の割合が 21.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 93 ％

生涯を通じた健康づくりに対する支援

雇用・就業機会の確保

公的年金の充実

病院や診療所などの医療機関の充実

ホームヘルパーなどの在宅サービスの充実

特別養護老人ホーム等の施設サービスの整備

高齢者に配慮した住宅の整備

身近な地域における活動拠点（公民館、集会所な
ど）の整備

寝たきりや認知症にならないための予防対策

生きがいづくり、社会参加活動の推進

暮らしやすいまちづくり（段差の解消やわかりやす
い標識の設置など）

虐待防止や財産の保全を含めた高齢者の権利を守る
対策

子どもとのふれあいなどの世代間交流の促進

福祉用具や介護機器の開発、普及

生活相談窓口の整備、充実

その他

特にない

無回答

16.1

4.3

28.0

32.3

21.5

14.0

4.3

1.1

16.1

7.5

7.5

0.0

2.2

8.6

3.2

1.1

18.3

11.8

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「病院や診療所などの医療機関の充実」の割合が、

要介護３で「病院や診療所などの医療機関の充実」「特別養護老人ホーム等の施設サービスの整

備」の割合が高くなっています。また、要介護３で「公的年金の充実」の割合が、要支援１で「ホ

ームヘルパーなどの在宅サービスの充実」の割合が、要介護１で「病院や診療所などの医療機関

の充実」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り

に
対
す
る
支
援 

雇
用
・
就
業
機
会
の
確
保 

公
的
年
金
の
充
実 

病
院
や
診
療
所
な
ど
の
医
療

機
関
の
充
実 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
の
在

宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
の

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
整
備 

高
齢
者
に
配
慮
し
た
住
宅
の

整
備 

身
近
な
地
域
に
お
け
る
活
動

拠
点
（
公
民
館
、
集
会
所
な

ど
）
の
整
備 

寝
た
き
り
や
認
知
症
に
な
ら

な
い
た
め
の
予
防
対
策 

全  体 93  16.1  4.3  28.0  32.3  21.5  14.0  4.3  1.1  16.1  

要支援１ 12  8.3  － 25.0  33.3  8.3  － － － 25.0  

要支援２ 8  12.5  － 37.5  － 25.0  12.5  － － － 

要介護１ 30  30.0  6.7  26.7  20.0  13.3  16.7  3.3  － 10.0  

要介護２ 17  11.8  － 17.6  52.9  35.3  17.6  11.8  － 11.8  

要介護３ 10  10.0  － 10.0  50.0  30.0  30.0  － － 30.0  

要介護４ 9  11.1  11.1  66.7  55.6  22.2  11.1  11.1  － 22.2  

要介護５ 2  － 50.0  100.0  － 50.0  － － － 50.0  

 

区分 

生
き
が
い
づ
く
り
、
社
会
参

加
活
動
の
推
進 

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り

（
段
差
の
解
消
や
わ
か
り
や

す
い
標
識
の
設
置
な
ど
） 

虐
待
防
止
や
財
産
の
保
全
を

含
め
た
高
齢
者
の
権
利
を
守

る
対
策 

子
ど
も
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど

の
世
代
間
交
流
の
促
進 

福
祉
用
具
や
介
護
機
器
の
開

発
、
普
及 

生
活
相
談
窓
口
の
整
備
、
充

実 そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

全  体 7.5  7.5  － 2.2  8.6  3.2  1.1  18.3  11.8  

要支援１ － 8.3  － － 8.3  － － 33.3  16.7  

要支援２ 12.5  － － － 12.5  － － 37.5  12.5  

要介護１ 10.0  13.3  － 3.3  3.3  － 3.3  13.3  16.7  

要介護２ 5.9  5.9  － 5.9  17.6  － － 11.8  11.8  

要介護３ 10.0  － － － － 10.0  － 30.0  － 

要介護４ 11.1  11.1  － － － 11.1  － － － 

要介護５ － － － － － － － － － 
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（８）介護している方について 

問 23 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つだけ） 

「ほぼ毎日ある」の割合が 59.1％と最も高く、次いで「ない」の割合が 14.0％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「ほぼ毎日ある」の割合が、要介護２で「ほぼ毎

日ある」の割合が、要介護１で「ない」の割合が高くなっています。また、要支援１で「ほぼ毎

日ある」の割合が、要介護２で「ない」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 93  14.0  4.3  8.6  2.2  59.1  11.8  

要支援１ 12  16.7  8.3  25.0  － 25.0  25.0  

要支援２ 8  25.0  12.5  12.5  12.5  12.5  25.0  

要介護１ 30  20.0  3.3  10.0  － 56.7  10.0  

要介護２ 17  5.9  5.9  5.9  － 70.6  11.8  

要介護３ 10  － － － 10.0  90.0  － 

要介護４ 9  － － － － 100.0  － 

要介護５ 2  － － － － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 93 ％

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

無回答

14.0

4.3

8.6

2.2

59.1

11.8

0 20 40 60 80 100
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（９）主な介護者の方について 

問 24 ご家族やご親族の中で、ご本人（あて名の方）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） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」の割合が 73.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」

高くなっています。また、他に比べ、要介護１で「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいな

い」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 69  2.9  － 2.9  － 73.9  8.7  11.6  

要支援１ 7  － － － － 57.1  14.3  28.6  

要支援２ 4  － － － － 50.0  25.0  25.0  

要介護１ 21  4.8  － 4.8  － 66.7  9.5  14.3  

要介護２ 14  － － － － 92.9  7.1  － 

要介護３ 10  10.0  － － － 70.0  10.0  10.0  

要介護４ 9  － － 11.1  － 77.8  － 11.1  

要介護５ 2  － － － － 100.0  － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

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

無回答

2.9

0.0

2.9

0.0

73.9

8.7

11.6

0 20 40 60 80 100
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問 25 主な介護者の方は、どなたですか。（○は１つだけ） 

「子」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「配偶者」の割合が 30.4％、「子の配偶者」の割合

が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「子」の割合が、要介護１で「子の配偶者」の割

合が高くなっています。また、他に比べ、要介護１で「配偶者」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者 

子 子
の
配
偶
者 

孫 兄
弟
・
姉
妹 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 69  30.4  42.0  17.4  1.4  2.9  4.3  1.4  

要支援１ 7  57.1  28.6  14.3  － － － － 

要支援２ 4  － 75.0  － － － 25.0  － 

要介護１ 21  19.0  38.1  23.8  － 4.8  9.5  4.8  

要介護２ 14  28.6  42.9  21.4  7.1  － － － 

要介護３ 10  30.0  70.0  － － － － － 

要介護４ 9  55.6  11.1  22.2  － 11.1  － － 

要介護５ 2  50.0  50.0  － － － － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

配偶者

子

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

その他

無回答

30.4

42.0

17.4

1.4

2.9

4.3

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 26 主な介護者の方の性別について、ご回答ください。（○は１つだけ） 

「男性」の割合が 24.6％、「女性」の割合が 73.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「男性」の割合が高くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

男
性 

女
性 

無
回
答 

全  体 69  24.6  73.9  1.4  

要支援１ 7  42.9  57.1  － 

要支援２ 4  25.0  75.0  － 

要介護１ 21  23.8  71.4  4.8  

要介護２ 14  21.4  78.6  － 

要介護３ 10  30.0  70.0  － 

要介護４ 9  22.2  77.8  － 

要介護５ 2  － 100.0  － 

 

  

回答者数 = 69 ％

男性

女性

無回答

24.6

73.9

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 27 主な介護者の方の年齢について、ご回答ください。（○は１つだけ） 

「60代」の割合が 30.4％と最も高く、次いで「70代」の割合が 23.2％、「50代」の割合が 21.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「60 代」の割合が、要介護１で「50 代」の割合

が、要介護２で「60代」の割合が高くなっています。また、要介護１で「70代」の割合が、要介

護２で「50代」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

無
回
答 

全  体 69  － 1.4  1.4  8.7  21.7  30.4  23.2  11.6  － 1.4  

要支援１ 7  － － － － 28.6  14.3  14.3  42.9  － － 

要支援２ 4  － － － － 25.0  50.0  25.0  － － － 

要介護１ 21  － － 4.8  4.8  28.6  33.3  14.3  9.5  － 4.8  

要介護２ 14  － 7.1  － 14.3  14.3  35.7  21.4  7.1  － － 

要介護３ 10  － － － 30.0  － 40.0  20.0  10.0  － － 

要介護４ 9  － － － － 22.2  11.1  55.6  11.1  － － 

要介護５ 2  － － － － 50.0  － 50.0  － － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

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

無回答

0.0

1.4

1.4

8.7

21.7

30.4

23.2

11.6

0.0

1.4

0 20 40 60 80 100
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問 28 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） 

「その他の家事（掃除、洗濯、買い物  等）」の割合が 81.2％と最も高く、次いで「外出の付

き添い、送迎等」、「食事の準備（調理等）」の割合が 78.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 69 ％

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

無回答

21.7

14.5

15.9

27.5

21.7

27.5

18.8

78.3

47.8

20.3

15.9

78.3

81.2

73.9

2.9

1.4

2.9

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「身だしなみ（洗顔・歯磨き等）」「日中の排泄」

「入浴・洗身」「衣服の着脱」高くなっています。また、要介護２で「服薬」の割合が、要介護１

で「衣服の着脱」「日中の排泄」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 69  21.7  14.5  15.9  27.5  21.7  27.5  18.8  78.3  

要支援１ 7  － － － 14.3  － － － 71.4  

要支援２ 4  － － 25.0  25.0  － 25.0  － 75.0  

要介護１ 21  4.8  － 4.8  14.3  9.5  9.5  9.5  81.0  

要介護２ 14  21.4  21.4  14.3  42.9  28.6  35.7  21.4  71.4  

要介護３ 10  50.0  20.0  30.0  50.0  60.0  50.0  40.0  80.0  

要介護４ 9  33.3  33.3  22.2  33.3  11.1  33.3  22.2  77.8  

要介護５ 2  100.0  50.0  100.0  － 100.0  100.0  50.0  100.0  

 

区分 

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 

無
回
答 

全  体 47.8  20.3  15.9  78.3  81.2  73.9  2.9  1.4  2.9  

要支援１ － － － 42.9  42.9  42.9  14.3  － 14.3  

要支援２ 25.0  － 25.0  25.0  75.0  25.0  － － － 

要介護１ 52.4  23.8  9.5  71.4  76.2  71.4  － 4.8  4.8  

要介護２ 28.6  28.6  7.1  92.9  85.7  78.6  7.1  － － 

要介護３ 70.0  30.0  30.0  90.0  90.0  90.0  － － － 

要介護４ 77.8  22.2  22.2  100.0  100.0  88.9  － － － 

要介護５ 100.0  － 50.0  100.0  100.0  100.0  － － － 
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問 29 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） 

「認知症状への対応」の割合が 24.6％と最も高く、次いで「夜間の排泄」、「外出の付き添い、

送迎等」の割合が 18.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 69 ％

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

無回答

17.4

18.8

4.3

13.0

1.4

5.8

10.1

18.8

7.2

24.6

4.3

8.7

4.3

4.3

1.4

14.5

5.8

14.5

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「夜間の排泄」「外出の付き添い、送迎等」の割合

が、要介護１で「認知症状への対応」の割合が高くなっています。また、他に比べ、要介護１で

「外出の付き添い、送迎等」「夜間の排泄」「日中の排泄」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 

全  体 69  17.4  18.8  4.3  13.0  1.4  5.8  10.1  18.8  7.2  

要支援１ 7  14.3  － － － － － 14.3  28.6  － 

要支援２ 4  － － － 25.0  － － 25.0  25.0  － 

要介護１ 21  9.5  9.5  4.8  19.0  － 4.8  4.8  4.8  4.8  

要介護２ 14  28.6  21.4  － 21.4  － 7.1  14.3  21.4  21.4  

要介護３ 10  30.0  50.0  10.0  10.0  － 10.0  10.0  40.0  10.0  

要介護４ 9  22.2  11.1  － － － － － 22.2  － 

要介護５ 2  － 50.0  50.0  － 50.0  50.0  － － － 

 

区分 

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 無
回
答 

 

全  体 24.6  4.3  8.7  4.3  4.3  1.4  14.5  5.8  14.5   

要支援１ 14.3  14.3  14.3  14.3  － 14.3  28.6  － －  

要支援２ － － － 25.0  － － 25.0  25.0  －  

要介護１ 38.1  4.8  9.5  － 4.8  － 19.0  4.8  23.8   

要介護２ 28.6  － 21.4  7.1  7.1  － － 14.3  －  

要介護３ 30.0  － － － － － 20.0  － 10.0   

要介護４ 11.1  11.1  － － 11.1  － － － 44.4   

要介護５ － － － － － － － － －  
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問 30 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つだけ） 

「働いていない」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「パートタイムで働いている」の割合が

31.9％、「フルタイムで働いている」の割合が 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「パートタイムで働いている」「フルタイムで働い

ている」の割合が、要介護３で「働いていない」の割合が高くなっています。また、要介護２で

「働いていない」の割合が、要介護１で「パートタイムで働いている」の割合が低くなっていま

す。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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 無
回
答 

全  体 69  17.4  31.9  40.6  1.4  8.7  

要支援１ 7  14.3  － 71.4  － 14.3  

要支援２ 4  25.0  － 50.0  － 25.0  

要介護１ 21  19.0  23.8  38.1  4.8  14.3  

要介護２ 14  28.6  50.0  21.4  － － 

要介護３ 10  20.0  30.0  50.0  － － 

要介護４ 9  － 55.6  33.3  － 11.1  

要介護５ 2  － 50.0  50.0  － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

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

無回答

17.4

31.9

40.6

1.4

8.7

0 20 40 60 80 100
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問 30-1 主な介護者の方は、介護するにあたって、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） 

「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 35.3％と最も高く、次いで「特に行っていない」の割合が 29.4％、

「介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている」の割合が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「特に行っていない」高くなっています。また、

他に比べ、要介護２で「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」「介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている」

の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

特
に
行
っ
て
い
な
い 

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 

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 

介
護
の
た
め
に
、「
在
宅
勤
務
」
を
利
用
し

な
が
ら
、
働
い
て
い
る 

介
護
の
た
め
に
、
２
～
４
以
外
の
調
整
を

し
な
が
ら
、
働
い
て
い
る 

主
な
介
護
者
に
確
認
し
な
い
と
、
わ
か
ら

な
い 

無
回
答 

全  体 34  29.4  35.3  14.7  － 23.5  － 2.9  

要支援１ 1  － － － － － － 100.0  

要支援２ 1  － － 100.0  － － － － 

要介護１ 9  11.1  66.7  11.1  － 33.3  － － 

要介護２ 11  45.5  18.2  18.2  － 18.2  － － 

要介護３ 5  80.0  － － － 20.0  － － 

要介護４ 5  － 80.0  20.0  － － － － 

要介護５ 1  － － － － 100.0  － － 

  

回答者数 = 34 ％

特に行っていない

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

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

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている

介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

29.4

35.3

14.7

0.0

23.5

0.0

2.9

0 20 40 60 80 100
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問 30-2 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） 

「介護をしている従業員への経済的な支援」の割合が 35.3％と最も高く、次いで「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）」の割合が 29.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２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」高くなっています。また、他に比べ、要介護２で「労働時間の柔軟

な選択（フレックスタイム制など）」「自営業・フリーランス等のため、勤め先はない」「介護休

業・介護休暇など制度の充実」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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
な
ど
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
提
供 

介
護
に
関
す
る
相
談
窓
口
・
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 

無
回
答 

全  体 34  17.6  26.5  29.4  29.4  11.8  5.9  5.9  35.3  － 20.6  － － 

要支援１ 1  － － 100.0  100.0  － － － － － － － － 

要支援２ 1  － － － 100.0  100.0  － － 100.0  － － － － 

要介護１ 9  11.1  33.3  22.2  33.3  11.1  11.1  11.1  44.4  － 22.2  － － 

要介護２ 11  9.1  18.2  45.5  9.1  9.1  － 9.1  54.5  － 27.3  － － 

要介護３ 5  20.0  40.0  20.0  40.0  20.0  － － － － 40.0  － － 

要介護４ 5  20.0  40.0  20.0  40.0  － 20.0  － 20.0  － － － － 

要介護５ 1  100.0  － － － － － － － － － － － 

  

回答者数 = 34 ％

自営業・フリーランス等のため、勤め先は
ない

介護休業・介護休暇など制度の充実

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提供

介護に関する相談窓口・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

無回答

17.6

26.5

29.4

29.4

11.8

5.9

5.9

35.3

0.0

20.6

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 30-3 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

つだけ） 

「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が 67.6％と最も高く、次いで「問題なく、続け

ていける」の割合が 23.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、要介護２で「問題はあるが、何とか続けていける」割合が低くなってい

ます。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

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
る
の
は
、
や
や
難

し
い 

続
け
る
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 無
回
答 

全  体 34  23.5  67.6  5.9  － 2.9  － 

要支援１ 1  － 100.0  － － － － 

要支援２ 1  － 100.0  － － － － 

要介護１ 9  22.2  77.8  － － － － 

要介護２ 11  27.3  54.5  9.1  － 9.1  － 

要介護３ 5  60.0  40.0  － － － － 

要介護４ 5  － 80.0  20.0  － － － 

要介護５ 1  － 100.0  － － － － 

 

  

回答者数 = 34 ％

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

続けるのは、やや難しい

続けるのはかなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

23.5

67.6

5.9

0.0

2.9

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 31 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つだけ） 

「まあまあ健康である」の割合が 69.6％と最も高く、次いで「やや病弱である」の割合が 20.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「まあまあ健康である」の割合が、要介護３で「ま

あまあ健康である」の割合が高くなっています。また、要介護１で「まあまあ健康である」「やや

病弱である」の割合が、要介護２で「やや病弱である」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

大
変
健
康
で
あ
る 

ま
あ
ま
あ
健
康
で
あ

る や
や
病
弱
で
あ
る 

病
弱
で
あ
る 

無
回
答 

全  体 69  4.3  69.6  20.3  1.4  4.3  

要支援１ 7  － 71.4  28.6  － － 

要支援２ 4  25.0  50.0  － － 25.0  

要介護１ 21  9.5  61.9  14.3  4.8  9.5  

要介護２ 14  － 85.7  14.3  － － 

要介護３ 10  － 80.0  20.0  － － 

要介護４ 9  － 66.7  33.3  － － 

要介護５ 2  － － 100.0  － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

大変健康である

まあまあ健康である

やや病弱である

病弱である

無回答

4.3

69.6

20.3

1.4

4.3

0 20 40 60 80 100
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問 32 主に介護している時間は、一日のうちどれくらいですか。（○は１つだけ） 

「２～３時間程度」の割合が 39.1％と最も高く、次いで「一日の大半」の割合が 17.4％、「半

日程度」の割合が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「２～３時間程度」の割合が、要介護３で「ほぼ

一日中（夜間も介護が必要）?」の割合が高くなっています。また、他に比べ、要介護１で「ほぼ

一日中（夜間も介護が必要）?」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

２
～
３
時
間
程
度 

半
日
程
度 

７
～
８
時
間
程
度 

一
日
の
大
半 

ほ
ぼ
一
日
中
（
夜
間
も

介
護
が
必
要
）?

  

無
回
答 

全  体 69  39.1  13.0  5.8  17.4  11.6  13.0  

要支援１ 7  28.6  14.3  14.3  － 14.3  28.6  

要支援２ 4  75.0  － － － － 25.0  

要介護１ 21  38.1  14.3  4.8  14.3  4.8  23.8  

要介護２ 14  57.1  14.3  7.1  21.4  － － 

要介護３ 10  40.0  10.0  10.0  20.0  20.0  － 

要介護４ 9  22.2  22.2  － 22.2  22.2  11.1  

要介護５ 2  － － － 50.0  50.0  － 

 

  

回答者数 = 69 ％

２～３時間程度

半日程度

７～８時間程度

一日の大半

ほぼ一日中（夜間も介護が必要）?

無回答

39.1

13.0

5.8

17.4

11.6

13.0

0 20 40 60 80 100
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問 33 主な介護者の方が、介護するうえで困っていることは何ですか。（○はいくつで

も） 

「心身の疲労が大きい」の割合が 40.6％と最も高く、次いで「旅行・趣味など生活を楽しむ余

裕がない」の割合が 36.2％、「特にない」の割合が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護２で「睡眠不足がひどい」「買い物などの外出ができな

い」「心身の疲労が大きい」高くなっています。また、要介護１で「心身の疲労が大きい」「睡眠

不足がひどい」の割合が、要介護３で「睡眠不足がひどい」の割合が低くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

心
身
の
疲
労
が
大
き
い 

睡
眠
不
足
が
ひ
ど
い 

経
済
的
負
担
が
大
き
い 

仕
事
に
出
ら
れ
な
い 

買
い
物
な
ど
の
外
出
が
で

き
な
い 

介
護
の
方
法
が
わ
か
ら
な

い 旅
行
・
趣
味
な
ど
生
活
を

楽
し
む
余
裕
が
な
い 

本
人
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
を
こ
ば
む 

も
っ
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
い 

家
族
や
近
隣
の
方
な
ど
の

理
解
が
足
り
な
い 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 69  40.6  20.3  15.9  4.3  14.5  4.3  36.2  5.8  7.2  1.4  26.1  1.4  5.8  

要支援１ 7  28.6  28.6  － － 28.6  － 14.3  － － － 57.1  － － 

要支援２ 4  － － － － － － － － － 25.0  50.0  － 25.0  

要介護１ 21  23.8  9.5  19.0  9.5  9.5  9.5  38.1  9.5  14.3  － 28.6  － 9.5  

要介護２ 14  50.0  35.7  14.3  7.1  28.6  7.1  42.9  7.1  7.1  － 14.3  7.1  － 

要介護３ 10  40.0  10.0  10.0  － － － 40.0  10.0  － － 40.0  － － 

要介護４ 9  77.8  22.2  33.3  － 11.1  － 66.7  － 11.1  － － － 11.1  

要介護５ 2  100.0  50.0  50.0  － 50.0  － － － － － － － － 

 

  

回答者数 = 69 ％

心身の疲労が大きい

睡眠不足がひどい

経済的負担が大きい

仕事に出られない

買い物などの外出ができない

介護の方法がわからない

旅行・趣味など生活を楽しむ余裕がない

本人が介護保険サービスの利用をこばむ

もっと介護サービスを利用したい

家族や近隣の方などの理解が足りない

特にない

その他

無回答

40.6

20.3

15.9

4.3

14.5

4.3

36.2

5.8

7.2

1.4

26.1

1.4

5.8

0 20 40 60 80 100
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問 34 介護するうえで、どのような支援があれば良いと思いますか。（○はいくつで

も） 

「特にない」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「身近な相談窓」、「介護にかかる費用の軽減」

の割合が 27.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護１で「身近な相談窓」高くなっています。また、要介

護３で「身近な相談窓」「リフレッシュできる機会や場所」の割合が、要介護１で「介護にかかる

費用の軽減」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

身
近
な
相
談
窓 

介
護
者
同
士
の
交
流

会 介
護
教
室
・
講
習
会
の

開
催 

介
護
に
か
か
る
費
用

の
軽
減 

地
域
住
民
に
よ
る
見

守
り 

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き

る
機
会
や
場
所 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 69  27.5  5.8  4.3  27.5  5.8  17.4  36.2  1.4  8.7  

要支援１ 7  28.6  － － － － － 57.1  － 14.3  

要支援２ 4  － － － － － 25.0  50.0  － 25.0  

要介護１ 21  38.1  9.5  4.8  19.0  9.5  19.0  28.6  － 9.5  

要介護２ 14  21.4  － － 28.6  7.1  14.3  50.0  7.1  7.1  

要介護３ 10  10.0  10.0  10.0  30.0  － 10.0  50.0  － － 

要介護４ 9  33.3  11.1  11.1  77.8  11.1  44.4  － － 11.1  

要介護５ 2  － － － 50.0  － － 50.0  － － 

  

回答者数 = 69 ％

身近な相談窓

介護者同士の交流会

介護教室・講習会の開催

介護にかかる費用の軽減

地域住民による見守り

リフレッシュできる機会や場所

特にない

その他

無回答

27.5

5.8

4.3

27.5

5.8

17.4

36.2

1.4

8.7

0 20 40 60 80 100



433 

問 35 主な介護者の方が、介護のことで困ったとき、どこ（誰）に相談しますか。（○

はいくつでも） 

「ケアマネジャー」の割合が 59.4％と最も高く、次いで「配偶者（夫・妻）」の割合が 36.2％、

「娘」の割合が 30.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 69 ％

配偶者（夫・妻）

息子

娘

子の配偶者

兄弟・姉妹

友人・知人

ケアマネジャー

地域包括支援センター

医師・歯科医師・看護師

介護サービス事業者

民生委員

社会福祉協議会

保健センター

役場

談する人が誰もいない

その他

無回答

36.2

14.5

30.4

4.3

26.1

10.1

59.4

11.6

18.8

10.1

0.0

5.8

1.4

4.3

1.4

7.2

2.9

0 20 40 60 80 100
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【要介護度別】 

要介護度別にみると、他に比べ、要介護３で「医師・歯科医師・看護師」「ケアマネジャー」「兄

弟・姉妹」高くなっています。また、要介護３で「娘」の割合が、要介護２で「配偶者（夫・妻）」

「医師・歯科医師・看護師」の割合が低くなっています。 

 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

配
偶
者
（
夫
・
妻
） 

息
子 

娘 子
の
配
偶
者 

兄
弟
・
姉
妹 

友
人
・
知
人 

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー 

地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー 

全  体 69  36.2  14.5  30.4  4.3  26.1  10.1  59.4  11.6  

要支援１ 7  42.9  28.6  57.1  28.6  － － 28.6  42.9  

要支援２ 4  25.0  － － － 25.0  － 25.0  50.0  

要介護１ 21  38.1  14.3  19.0  4.8  33.3  4.8  52.4  － 

要介護２ 14  21.4  7.1  42.9  － 28.6  14.3  64.3  7.1  

要介護３ 10  50.0  10.0  10.0  － 40.0  10.0  80.0  10.0  

要介護４ 9  33.3  22.2  44.4  － 11.1  22.2  77.8  11.1  

要介護５ 2  － 50.0  50.0  － 50.0  50.0  100.0  － 

 

区分 

医
師
・
歯
科
医
師
・
看

護
師 

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者 民
生
委
員 

社
会
福
祉
協
議
会 

保
健
セ
ン
タ
ー 

役
場 

談
す
る
人
が
誰
も
い

な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

全  体 18.8  10.1  － 5.8  1.4  4.3  1.4  7.2  2.9  

要支援１ － － － 14.3  － － － － － 

要支援２ 25.0  25.0  － 25.0  － － 25.0  25.0  － 

要介護１ 19.0  9.5  － 4.8  － － － － 9.5  

要介護２ 7.1  14.3  － 7.1  － － － 21.4  － 

要介護３ 40.0  10.0  － － － 10.0  － 10.0  － 

要介護４ 22.2  11.1  － － 11.1  22.2  － － － 

要介護５ 50.0  － － － － － － － － 
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Ⅲ 自由意見 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

意見の内容を分野に応じて整理したところ、主な意見は以下のとおりとなります。なお、意見

については延べ件数でまとめています。 

分類回答 件数 

福祉全般について 12 

介護保険制度について 9 

公共交通機関・外出支援について 6 

健康・医療について 13 

経済的状況について 10 

今後の不安について 8 

行政について 22 

介護者が抱える問題について 1 

その他 14 
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（１） 福祉全般について 

 現在姑が特養にお世話になっております。とても助かって有難いです。特養に入所する前もホ

ールヘルパーさんやデイサービスなどの利用で助けてもらいました。明日は、我が身ですが、

これらのサービスを「順番待ち」ではなく、すぐに利用できれば不安は大きく減るでしょう。 

 母が介護施設に入っています。4～5 年前からですから車で 1 時間以上の所は行かない様にし

ています。母が元気な時は月に 1～2 回日帰り、1 泊をしていました。また、コロナのため友達

と合うことがなくなりました。 

 高齢者施設への入居する時に、特別の方法を使って入居しているとのことを聞き、とても残念

です。平等な手続きで入所出来ることを願っています。 

 毎年、要支援の調査に見えます。デイサービスなど本人は希望せず、トレーニングラボを希望

していますが、まだまだ利用できていません。こちらから連絡しないと、状況がわかりません。

ケアマネジャーさんがついているのか、そうじゃないのか、イマイチわかりません。 

 現在は健康にこの生活をさせて頂いておりますが、今回の記載してある事柄を読み、未来の自

分が心配になってしまいました。現役時代と変わらず、朝５時迄に起き、７時にはお茶（友人

達と合流）、８時半頃には自宅の畑作業（草取り、苗の植付等）、季節によって異なりますが、

出来るだけ、午前中迄に終了させ、午後からは、自分の趣味をやったりと…。町の福祉関係の

皆様にお世話になる時があるかもしれませんが、出来る限り、自分で動ける身体作りが継続で

きる様、自分に対して希望しております。ちなみに、町のスポーツ施設を利用させて頂いてお

ります。 

 特別養護老人ホームや、グループホームなどへみんなが、すぐに入居できるよう、お願いしま

す。 

 最近、介護保険の申請を致しました。ケアマネジャーの方親切丁寧に感謝しています。色々知

らないサービスを紹介して頂きまして嬉しく思っております。今後共、相談相手になって頂け

ますよう、お願い致します。 

 御嵩町に限らず虐待が起きている様に思います。原因として、介護職員のオーバーワークが原

因と思われます。もう少し、ゆとりが持てる高齢者施設ができると良いと思います。 

 何時、入所することになるのか、わからないが、その時すぐに入所できれば大変うれしい。 

 公的年金だけでは、特別養護施設に入所は無理な事。だれでもが、平等に施設を利用できる様

になると良いと思います。 

 （老人ホーム）御嵩住民のための増築の願望。 

 超高令者時代に突入しています。老々介護はやむを得ないと思いますが、それをしっかりと支

援してゆく制度が必要と思います。 
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（２） 介護保険制度について 

 パーキンソン病の母を介護していた時、介護保険が出来デイサービスやショートステイもあり

大いに利用させていただきました。それまで昼夜を問わず母に呼ばれてどうなることかと暗い

気持ちで生きていました。胃ろうになって１３年５年前に９２才でなくなりましたが、家族の

ことを思うと私はそれを望みません。私は私らしく家族に負担をかけない最後にしたいと思っ

ています。 

 介護保険料を減額するための予防を保険センターの方々も含め？本気で考えてほしい。栄養管

理の知識とか無理なくできる運動（大学とタイアップ）などできることはたくさんあると思う。

お金をかけなくてもできることは工夫次第です。他県で活動していることでとり入れることが

できるものがあったら、ぜひやってほしい。もっと若い役場の方々の考えを取り入れて下さい。 

 一人くらしの高齢者の方が支援を受けたいと思ってもどこに相談したら良いのかわからない

方が多いと思いますので、役場の介護保険係の方から声をかけ調べるのも必要かと思います 

 ◎介護保険受ける場合どういう状態になったら受けられるのでしょうか？そういう会合など

あれば参加してみたいと思います。◎現在障害者手帳もらっていますが、筋力 UP の為カーブ

スに通い始めたのですが もし、下肢 UP できたら障害者手帳返却しなければいけないと思う

のですがそういう時、医師と相談で良いのですか？乱筆乱文にてすみません！！ 

 介護について何も考えていなかった。家族で介護保険を利用した者がいないので、どこに何を

相談するか よくわからない。やはり、予備知識を持つことが必要であると思われます。 

 介護保険の収支決算を毎年町内ごとに出し、介護保険を使わずになくなった人に返す制度を、

半分とか４分の１とか。 

 ひとりぐらしの年寄り本当に見寄りのないひとりぐらし生活も楽でない年金や預金のある高

齢者ばかりではありません。低所得者（年金の少ない４万円くらいしかない）年よりもいます。

年金の少ない年よりにも気をかけていただきたいです。介護保険も家族でできることは家族で

やった方が私はいいと思います。安易に使えば介護保険料は高くなります。介護にたずさわる

方は人格のある人にやってほしいです。誰でもできる仕事ではありません。 

 使ていないのに介護保険が高すぎる 

 ・アンケートは無記名にしてほしかった。・社協会費、赤十字社費を、自治会が集めるのではな

く、（任意の）振込用紙を配ってほしい。（高齢者施策、介護保険のことではないですが…） 

（３） 公共交通機関・外出支援について 

 自家用車ではなく、買い物、通院他の出かける交通手段充実する。使用したい時にすぐに使え

るようにする。（名古屋市手本） 

 横のつながりが全々ない お金は出しても良いので近くに店が欲しい 

 免許証返納後、病院・役場に行く乗り物がなく不便。電車も駅までが遠いので、バス・タクシ

ーの充実をお願いします。 

 定期的な訪問介護・訪問診療の充実。病院の通院サービス（タクシー補助等）。 

 ふれあいバスが大きすぎる、小型にする、せまい道路を走らない 

 病院、ショッピング、鉄道 都市へのアクセスなどサービス 充実、体制づくりをしてほしい。  
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（４） 健康・医療について 

 以前住んでいた地域は高齢者を対象にしたサロン活動が活発に行われていたので、新しく転入

したものでも気軽に地域になじみやすかったように思います。地区の公民館で、健康体操や講

師を招いての勉強会やレクリエーションなどが月 3～４会派開催されていました。街からの補

助金もつき、参加された方、不参加でも近所の方の安否確認の場にもなっていたようです。コ

ロナのため、しばらくの間は休止されていたようですが。 

 設問４７の在宅医療について 一人暮らしの在宅医療は、想像できない。家族があれば在宅医

療の必要性が考えられるが！ 

 ・介護経験がありましたが迅速に対応していただきとても助かりました。・認知症予防に関し

ては近い将来参加して学びたいと思います。 

 病（医）院を老人の井戸端会議場にしないためには！！ 

 以前、母の介護と看とりを経験しました。美濃加茂の太田病院で入院していましたが、自宅で

介護する事になり、そのまま、太田病院にお世話になる事が難しくなり、桃井さんにお世話に

なりました。母はリウマチの持病あり、できれば太田病院で最期までお世話になりたかったで

す。ケアマネジャーの方が御嵩町の方だと自宅で介護する場合いろいろと不都合があり、残念

だなと感じました。 

 紙ひこうきにお世話になって居ります、週２回（火木）一年になります。皆さん、とても親切

な方ばかりで楽しんで運動が出来幸せです。なるべく元気で続けたいと思います。 

 独居生活の中、介護予防センターを紹介していただき週２回通所して１年余り。コロナのここ

３年の間に自身の老化を強く感じます。孤独との戦い、外出がままならず、体力老化などで通

所介護で現状維持ができていること感謝しています。まわりには独居老人で、要介護までいか

ないが通院介護もしてなくて相談する人もないままの人を、民生委員とかまわりの気づいた人

で声掛けして相談にのったり、不安のない日常が過ごせるような環境にありたいと思います。 

 人生百年時代とテレビ、新聞で見ます。自分達も自覚して、まちの支援もお願いしたいと思い

ます。健康で歳をとりたいと思う。 

 相談をしやすい医師や医療機関が多いと助かります。 

 65 歳を迎えたばかりですので、よくわかっていないというのが現状です。現在は割と健康体で

おりますので、問 25 にありましたような活動や助け合いに参加できるようになりたいと思い

ます。今後おたずねすることもあると思いますので、よろしくお願い致します。 

 高齢者福祉を充実して欲しい。御嵩町に入院出来る病院が少ないので、まちでもこれからの事

を考えて、入院が出来る病院を増やして欲しいです。今有る病院に入院設備を整備、充実して

欲しいです。養護老人ホームに町内の人優先で入所させて欲しいと思います（他県からの人が

入所している）。 

 現在は何んとか自分で運転して買物や病院通いを夫と二人で外出しています。所が夫は 86 才

私 83 才で共に免許証の返上時期を過ぎている事は分っていますが足が有理ません。悩んでい

ます。又予防注射の件ですが住所から遠い病院に指定される事は納得出来ません。以前の様に

選択させて頂ければ助かります。 
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 アットホームで陽だまりカフェ講座を受けました。終活について考えようレクイルについて考

えよう延ばそう健康寿命 大変勉強になりました。良かったです。ありがとうございました。

老いても元気でいたい 誰でもそう願っています。実行する事は難しいです。資料を取り出し

ては、「やる事がある。行く所がある」足と頭と使って毎日を過していく事が１つでも２つでも

出来るようにと願い頑張りたいです。 

 

（５） 経済的状況 

 将来というよりすでに恒例となり、実際に日常生活に困停る恒例の方が周囲に多い。なかでも

問 48 で答えたように必要な病院、日常生活に必要な置物や銀行などへの用事で出かけたい場

合、友人と会いたい等々、社会とつながるためには家の中だけでは無理で、必ず出かけるため

の”足”が必要。以前にも今回のようなアンケートに答えたような気がする が、その結果や結

果を踏まえてどのような対策がとれたのかどういう対策をどういうあいさつでやっていける

のか・・などの回答が明確に示されていたか不明。・・私だけではうか。とられたアンケートが

生かされることと祈ります。統計的に処理するだけでは困ります。 

 ・介護保険が利用出来るかどうかわからないのに年金から天引きされて、しかも年金額に対し

て高すぎると思う。だんだん年金がへって生活が苦しく子供にばかり迷惑かけて心苦しいで

す。・御嵩町は水道料金が高いです。・御嵩町の山道の道路沿の草刈りをお願いします。八百津

等はきれいになっております。 

 今後も独居者増加が見込まれ、世間の目が行き届かず困っていても支援できない事態想定され

る（もっとも、困りごとに気付いていないケースも有り）中、見守り活動の充実或いは定期訪

問の増加など初歩的活動充足が必要と思う。 

 介護保険料が負担です。必要なのは分かりますが生活費が不足してます。物価が高くなり 2 人

暮しの年金生活は日々苦しく感じるようになって来ました どうしましょう 

 新しく自治会に入る人がいないので、人員不足で高齢者への負担が大きくなり困っている。全

体で 30～40 パーセントの割合で入会しない。高齢者も役ができないので退会する人が増えて

いる。 

 自分で動けなくなったら、たよる人がいない。金銭的に豊かでないと何も出来ない。年金制度

が何度も変わり、今の年金では、日々の生活が大変、病気がちの体では働けない。自営業だっ

た人は大変。このまちに何軒の店が残っていますか。日々が大変で先の事などどうでも良い。 

 近い将来、負担割合が原則１割から２割負担になると聞いています。そう多くはない年金の中

から健康保険料・介護保険料を払い、更に利用料が２割・３割となっては、いくらサービスが

充実していても、利用しにくいのではないでしょうか（絵に描いた餅になってしまいます）。介

護保険制度が本当に必要な人に必要なサービスを不安なく受けられる制度であって欲しいと

思います。御嵩町の人口が減少している今、若い世代が移り住み、人口が増えれば（その為の

支援も早急に考えて欲しいです）、自ずと、まちは成長し、税収も増え、住みやすいまちづくり

も夢ではなくなると思います。まち職員皆様の更なるご尽力に期待しております。高齢者施策

ばかりではなく、子育て世代をもっと応援して、手厚い施策を望みます（明石市を参考にして

下さい）。 

 昨年亡くなった妻の介護を半年位やりました。私は現在も現役で農業を行っています。私が倒
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れたら孫夫婦が介護してくれる事になっていますが（子は女子ばかり３人遠方へ嫁いでいる）

子はあまりあてに出来ません。孫夫婦への負担にならないよう、介護の仕組みもっと勉強した

いと思います。 

 御嵩町も高齢者が増え、高齢者夫婦だけの家族が多数あると思います。上記質問には当てはま

らないかと思いますが、私自身の愚痴を聞いて下さい。昨年 11 月、80 歳前に夫が転倒して背

骨の圧迫骨折をして歩行が困難になり、次に手の骨を折り手術をし、次に鼻の骨・前歯を折っ

て、４か月余りで３回転倒し、家での生活ばかりしている所に認知症が進み「看護３」になり、

デイサービス、ショートステイを利用させて頂いていますが、年金生活で、貯えもなく、子ど

もには頼れません（事情があり、こちらがまだ援助しなければいけない状態です）。私も 77 歳

でいつまで出来るか、いろいろ不安な毎日です。少しでも介護保険の負担、高齢者施設の利用

料が少なくなると助かります。私事ですみません。 

 高齢者の日常生活が物価の高騰、年金支給額の減少、介護保料の引き上げ等年々苦しくなって

いくようで心配がたえません。 

 

（６） 今後の不安について 

 東急ニュータウン（西田団地）高齢者の安全確保施策をお願いしたい。直線が長いので車が

高速で走る、横断歩道も歩行者を無視する（朝）地元民も車道が広いのに、歩道をふさいで

止める、夜間日常的に止めている車は特に排除指導してもらいたい。通学時の安全確保、子

供たちが危ない！！→歩道の車を避けて車道を自動が通る直接注意してもまた止めてあるあ

まり注意するとトラブルになる！ 

 これから高齢者が多くなりスムーズに介護時間。受けられるか持続的に心配です。年々介護

時間を受けるハードルが高くなるような気がします 

 問の 48 の様にいろいろの施策を考え、実施していると思いますが、自ら発信しなく、地域の

輪になかなか入る事のできない人々や、出て行きたいと思っても、どこに、どの様に小さな

切っ掛けが、年齢関係なく手が出せる方法があったら、明るく不安のない老後が待っている

様な気がします。 

 介護になった時、自分の気持ちは、自宅でと思いますが、息子１人では無理だと思う。娘

は、嫁ぎ先にも親があり世話になれないと思う。公的機関にお世話になると思う。わからな

い事ばかりです。どこかに相談や教えていただけるとありがたいです。 

 高齢世帯が多く、ちょっとしたことが自分たちで出来なくなってきている。たとえば、畑の

草刈りや、自宅の粗大ごみの片づけなど。気軽に助けてもらえるボランティア等、窓口があ

るとありがたいと思う。 

 80：50（現 90：60）について聞きたい。 

 間もなく 70 歳を迎えようとして今現在、可能な限り自分の事は自分で処理できる様努めてお

りますが、今後御世話になる事があろうかと考えております。その節は宜しく御願い申し上

げます。 

 今とてもつらい毎日を過しているので早くこの生活から抜け出したい気持でいっぱいです。  
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（７） 行政について 

 私の町内でも、老夫婦、独居老人が多くなっています。もっと情報を公開して普段から、助け

合えるといいですが、個人情報保護という弊害で近所同士での助け合い相互ほう助が機能して

いないと思いますが。 

 高齢者がいつでも焦ったり、話し合いのできる機会をつくって欲しい。コロナ時代はおおぜい

焦ることは出来ないので、各地区気軽に少人数で集合できる機会があると楽しい。 

 相手の立場になり考えてほしい。立派な事業計画より思いやりをもって高齢者が理解しやすい

システムを考えて欲しいと思っています。 

 高齢者に対する情報が非常に少ないです。 

 何でもかんでも国の方針にしたがうのではなく、町独自のやり方を模索するべき。 

 町内はふれあいバスを利用できるので便利ですが町外の病院に行く時足がないので困ります。

タクシーを利用すると多額の費用がかかり大変です せめて病院行きだけでもふれあいバス

などが利用できると本当に助かると思います。私の町内の方で町外の病院に通っている方もい

つも言っています 足があると嬉しいですが町の方でも少し考えていただけたらと思います。 

 90 歳を過ぎてもうすぐ死が訪れようとしている人間にこのような紙を送って書かせようとす

ること自体まちがっていると思う。 

 最近一人暮らしの人が増え、ゴミ出しや買物など、自治会の人が見回りをして助けて頂けたら

有難いです。母がヘルパーさんにゴミ出しを頼んだ時、それは料金に含まれていないと断られ

ました。ついでにと思う高齢者は多くいるものです。快く引き受けて頂いたら良いと思うので

すが、以前役場の職員の方もそういう事があったと聞きました。買物までは無理でもゴミを置

いていく事ぐらいはどうでしょうか。 

 高齢者がアンケートは無理です。書く事ももちろん聞いている事もわからないので。ただでさ

えめんどうを見ている家のものはふたんです。 

 町施策を利用を促進する為の活動が必要と思われる。性格的に、又、自信がない、などの理由

から参加しないのであれば、すばらしい施策も活かされない。私自身、７月初めて高齢者筋力

トレーニングに参加し、行き届いた指導、気配り、手順、又、90 歳の方の参加もあり、改めて、

すばらしさを感じました。高齢者が逆に気後れから退会した方もあり、幅広い利用を促進する

方法を検討してほしい。 

 町内の医療体制の先が見えない事、この先町医者さんがどの位まで続ける事が出来るのか不安

です。充実しているのは歯科医院位です。可児市、美濃加茂市などに頼る事が多くなる。交通

の便がない。高齢者になった時車の運転も出来ず町外の病院への通院も不便になるばかり心配

です。行政にはまだまだたくさんの事を考えなければいけない事が多いので、議会で、もめて

いる時ではありません。宜しくお願い致します。 

 高齢者が安心して暮らしていけるまちづくりをお願いします。 

 特にありませんが、周辺市町村とのバランスも考えてやっていってほしいです。 

 自治会、町内活動の軽減（町内活動役員が多すぎる。）老人ばかりで自治会活動が負担と成って

いる。町内を出て行く事も考えている。 
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 主人の仕事の…こちらに来ました。何年たって、町全体をわかりかねます。若い時はパートで

出たことがありますが、わずかの間で、地名だけでは、わかりません 近くに、有名なものが

ありますか。と今で聞いています。大庭台にも、たくさん家があります。全部はわかりません。 

 柳川前町長の思いで、可児市との合併をしなかったので可児市以上の高齢者施策をお願いした

い。 

 上記事業に携わる人達の心づくり、誇りがもてる様なよりそい。 

 町からのアンケートが多過ぎる。内容もダラダラと設問の主旨がよく分からん。アンケートを

依頼するには、アンケートの結果をしっかりとフィードバックして欲しい。一方的に依頼して、

それっきりでは失礼ではないか。大切な時間を使わせていることをどう考えているのか。 

 先回の時にもアンケートに協力してます。同じ人ばかりだけではなく幅広い人の協力をお願い

します。 

 私はおかげ様で自分の事が出来ているので正直よくわかりませんがもうすぐ75才になるので、

大変なのはこれからだと思っています。団塊の世代と言われ、肩身の狭い思いで生きています

が、大好きな町に生まれて幸せです。これからもお世話になります。よろしくお願いします。 

 今、切に感じる事は、自分自身現在の年齢に至り町の高齢者の体力維持楽しく希望に満ちあふ

れた、フォロー教室に達障り掛けてから自分自身より年配の高齢者を見るにあたり気力、体力

頑張っている姿は非常に美しく意味が有り（勿論分かってはいる事ですが）人間は老いて気力、

思考力、体力が思う様に成らない事が日々事に増して行く、感じる事は理屈じゃなく（上手く

は言葉にて表現出来無い所が有りますが）接触して見て感じる言葉、気力体力そこに希望につ

ながる町が用意をされたフォローアップ教室施設が出来て充実さを感じます。本人にしか分か

らない思い気丈に頑張り体力を「維持したい筋力を」と老いて行く身体、自主的に気力を出来

る場所が出来気持を入れて頑張る姿は本当に感無量さを感じつつ将来の自分に勇気を貰う気

がしてなりません そして町に望む「施政」は青少年の育成は勿論ですが此れから年々増加す

る高齢者対策希望に繋がる「施政」高齢者にも希望の持てる進捗事、期待事、楽しみ そんな

現在の進捗対策施政を維持持続、そして進展が出来る様切に希望したいです。 

 その他ですが 今回保険長寿課と福祉課から同時にアンケートが届きました。うっかり反対の

封筒にアンケート（回答）を入れまちがえる可能性もあるかと思います。無作為抽出で偶然２

つ当たったとは思いますが一人一通にしていただきたいです。課同士の連携とかはないのでし

ょうか。 

 

（８） 介護者が抱える問題について 

 高齢者を自宅で介護する人にはお金を出してあげてほしい。 

 

（９） その他 

 アンケートについて、新型コロナ禍の最中で質問の趣旨が不明瞭なものが多々あり、信頼性に

欠ける 

 高齢者夫婦の生活ですが依然何年も前ですが、６５歳以上の夫婦のところへ民生委員の方が訪

問して見えたようですが、現在は訪問されることはないですか？ 

 お願いや意見はいっぱいありますがうまく書けませんまた改めて 
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 一人になってから考える 

 〈当該調査表、内容について〉コロナ禍の中  当該調査表、内容の中には迷う質問（問

3.8.9.10.18.20.25.26.30）もありました。この様に思うのは私だけだったでしょうか？調査内容

をもう少し吟味されたらと思いました。時期尚早では？ 

 参加したことが有りません。わかりません。 

 参加していなくて、わかりません。 

 多すぎる 

 アットホーム、何かもったいないと思う。 

 まだ働いているのでわからない。高齢者だけどおいるのはわかっているその時、どの様なもの

がいいのかわからない。とにかくわからない事が多すぎだと思う。 

 明日は我が身と思う時もあります。でも今は、まだまだ、大じょうぶと思ってしまいます。 

 今の私もそうですが高齢者というと独居老人という事が考えられます。私も毎日一人で生活し

ている事が多いものですから 

 毎月１回の楽しみして居た（ぬくもりの家）もコロナで中止となり参加出来ません 以前にも

同ようなアンケート参加しましたが今回も変りないような答で申訳け御座居ません 

 御苦労様です。 

 

 

２ 在宅介護実態調査 

主な意見は以下のとおりとなります。 

 いつも、皆様に助けて頂き、大変ありがたく感じております。ありがとうございます。今後共

どうぞ宜しくお願いいたします。 

 視覚障害者へのサービスを整えて欲しい（盲導犬ロボットの開発等） 

 ワクチンを早く打って欲しい。 

 倒れた時のケアマネさん訪看、ヘルパーたちの対応がはやくてありがたかったです。 

 手続き等がもっと簡素化されると良い 

 コロナ禍で孤独になりがち、つながりをしっかり充実してほしい。" 

 ケアマネージャーの方をはじめよくしてもらってます。 

 本人は、今の所手がかからない。 

 高令者の方が自治会に入らない 

 介護用おむつのサービスを要介護１からしてほしいです。枚数を多く使うわけではありません

が、負担を少しでも減らしたいです。 

 


