
第1節  ICT端末所有概況
端末所有状況、スマートフォン所有のきっかけ、習得方法

第2節  コミュニケーションとICTサービス利用
連絡手段、ICTサービス利用率、SNS利用率

第3節  シニアのライフスタイルとICT利用
日々の活動、趣味、利用する店舗、インターネットショッピング
利用、就業、新たなサービスへの意向、QOL

第4節  シニアのスマホとの関わり
スマホとの距離・イメージ、人とのつながりの変化、生活の変化、
情報格差

シニアの生活実態
とＩＣＴ利用
※本章では、調査対象を60～84歳としている。

第8章
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ポイント

ICT端末所有概況
端末所有状況、スマートフォン所有のきっかけ、
習得方法

第1節

●スマートフォン所有率はさらに上昇し、70代で8割を超える（資料
8-3）。

●スマートフォンを所有したきっかけは、70代女性および80代男
性・女性は家族からの勧めが多く、他の理由より10ポイント以上
高い（資料8-7）。

●スマートフォンを使いこなすための相談先・利用ツールは、性年代
とも「購入店」が4割を超え、特に70代女性は6割を超えている（資
料8-9）。
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0％ 100％

■ 70代（n=498） ■ 80代（n=175）

注：「タブレット」「パソコン」は家族で共有して所有している機器も含む。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

フィーチャーフォンフィーチャーフォン

スマートフォンスマートフォン

いずれかを所有いずれかを所有

■ 60代（n=457）

タブレットタブレット

パソコンパソコン

97.897.8

94.894.8

30％10％ 20％ 40％ 70％50％ 60％ 90％80％

7.97.9

91.591.5

29.829.8

62.662.6

12.012.0

82.982.9

15.315.3

43.043.0

20.620.6

62.362.3

6.36.3

21.721.7

83.483.4

●9割以上の60～70代、8割以上の80代がいずれかのICT端末を所有。
●スマートフォン所有率は、60代が約9割、70代が約8割、80代が約6割。

ICT端末所有状況［年代別］（複数回答）資料8-1
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■ フィーチャーフォン
■ スマートフォンとタブレット
■ スマートフォンとタブレットとパソコン

■ フィーチャーフォンとパソコン
■ スマートフォンとパソコン
■ その他

■ スマートフォン

■ すべて未所有

60
代

70
代

80
代

注：「パソコン」「タブレット」は家族で共有して所有している機器も含む。
出典：2024年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

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

男

女

男

女

男

女

60代男n=227・女n=230、70代男n=233・女n=265、80代男n=72・女n=103

33 1818 44 3939 2727 223344

33
00 3333 77 3535 1717 33 22

77 33 2727 33 3939 1010 66 55

88 11 5151 55 2121 88 22 66

1515 33 3333 11 2525 88 11 1313

1919 11 4848 22 66 11 44 1919

●60代男女、70代男性は「スマートフォンとパソコン」の組み合わせが最も高い。
●70代女性、80代男女は「スマートフォンのみ」が最も高い。

所有しているICT端末の組み合わせ［性年代別］（複数回答）資料8-2
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0％

20％

10％

40％

60％

100％

80％

30％

50％

70％

90％

スマートフォン■ 未所有 フィーチャーフォン

注1：2016年、2017年は調査未実施。
注2：2015年の「スマートフォン」はタブレット所有を含み集計。
注3：2018年は家族で共有して所有している機器を含み集計。
注4：調査対象は関東1都6県。
出典：2015年アクティブシニアのICT利用生活調査（訪問留置）、2018年-2022年一般向けモ

バイル動向調査（訪問留置）、2023年-2024年シニア調査（訪問留置）

2016年 2017年2015年
(n=224)

2018年
(n=225)

2019年
(n=233)

2020年
(n=227)

2021年
(n=258)

2022年
(n=368)

2023年
(n=275)

2024年
(n=227)

60代

70代

0％

20％

10％

40％

60％

100％

80％

30％

50％

70％

90％

2015年
(n=283)

2016年 2017年 2018年
(n=285)

2019年
(n=275)

2020年
(n=246)

2021年
(n=250)

2022年
(n=341)

2024年
(n=211)

2023年
(n=259)

1313
77 55 44 33 22 55 88

3333

5252

6868 6969

8080

9191 9393 9191

6666

4646
2929 2727

1919

99

33 33

1919 2020 2020 1818
1313

99
66 99

1313

2626

4848

6262
7070

7979
8484

7272

5656

3939
3535

2626 2222
1515 1212

4141

●70代のスマホ所有が初めて8割を超える。

スマホ・ケータイ所有率の年次推移［年代別］（複数回答）資料8-3
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 90％ 100％70％50％ 60％

■ 北海道・東北
■ 近畿

■ 東海■ 関東
■ 中国・四国

■ 北陸・甲信越
■ 九州・沖縄

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

フィーチャーフォンフィーチャーフォン

スマートフォンスマートフォン

タブレットタブレット

パソコンパソコン

1616

7575

1515

4444

1010

8383

2020

5050

1414

8181

2525

3131

1010

8787

1616

5050

1010

9090

2121

5050

1010

8585

1515

4949

2121

7676

2424

4444

北海道・東北：n=148、関東：n=534、北陸・甲信越：n=61、東海：n=160、近畿：n=193、
中国・四国：n=113、九州・沖縄：n=141

●スマートフォン所有率は地域差があり、近畿が高い。

ICT端末所有状況［地域別］（複数回答）資料8-4
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ 2年未満 ■ 5年未満 ■ 10年未満 ■ 10年以上

44

44

44

2525 2626 4444

2121 3030 4444

33 3535 2424 3838

1111 2121 3030 3838

55 2323 2929 4242

1818 3232 4646

99 1717 2525 4949

55 2222 2929 4444

出典：2024年シニア調査（訪問留置）出典：2024年シニア調査（訪問留置）

北海道・東北北海道・東北

関東関東

北陸・甲信越北陸・甲信越

東海東海

近畿近畿

中国・四国中国・四国

九州・沖縄九州・沖縄

全国全国

北海道・東北：n=148、関東：n=534、北陸・甲信越：n=61、東海：n=160、近畿：n=193、 
中国・四国：n=113、九州・沖縄：n=141
北海道・東北：n=148、関東：n=534、北陸・甲信越：n=61、東海：n=160、近畿：n=193、 
中国・四国：n=113、九州・沖縄：n=141

●北陸・甲信越は5年未満の割合が多い。

スマホ所有時期［地域別］資料8-5
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 70％50％ 60％ 90％ 100％80％

■ フィーチャーフォン ■ スマートフォン ■ パソコン ■ タブレット

注：「パソコン」は家族で共有して所有しているものを含む。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

正規社員（n=145）正規社員（n=145）

自営業（n=164）自営業（n=164）

パート・アルバイト
（n=213）
パート・アルバイト
（n=213）

専業主夫・主婦
（n=257）
専業主夫・主婦
（n=257）

無職（n=328）無職（n=328）

99

1010

88

1111

1616

9292

8484

9292

8585

7171

6969

5252

4949

3939

4242

2828

2727

2323

1818

1212

●スマホ所有は正規社員、パート・アルバイトが9割以上と高い。
●パソコン所有は正規社員のみ6割を超えた。

ICT端末所有状況［就業状況別］（複数回答）資料8-6
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0％30％ 15％45％60％

00

注：スマートフォン所有者が回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

■ 家族からの勧め
■ フィーチャーフォンが使えなくなると聞いた
■ フィーチャーフォンが使えなくなった
■ 販売員からの勧め

■ 使いたい機能・アプリ
■ 仕事で必要
■ 友人からの勧め
■ 何となく

■ 周囲が持った

■  価格が安い 

0％ 15％ 30％ 45％ 60％男性 女性
3838

5353

5656

3838

2929

2323

3232

2525

1717

1616

2929

3333

1313

1212

88

1515

1616

1515

88

1111

66

88

44

88

44

66

22

55

11

60代（n=192） （n=198）

（n=170） （n=189）

（n=40） （n=48）

70代

80代

1616

3333
2828
2828

2020
3030

1111
55
77
44
77

3030
3434

2424
2525

3131

99
55

99
55

4848
2525
2020

3535
1515

55
55

1515
00

55

●70代女性および80代男性・女性は家族からの勧めが多く、他の理由より10
ポイント以上高い。

スマートフォンを所有したきっかけ［性年代別］（複数回答）資料8-7
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 50％ 60％

■ 2年未満（n=80） ■ 10年以上（n=311）■ 5年未満（n=263） ■ 10年未満（n=298）

注：スマートフォン所有者が回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

家族の勧め家族の勧め

周囲にスマホを
持っている人が増えた
周囲にスマホを
持っている人が増えた

使いたい機能・
アプリがあった
使いたい機能・
アプリがあった

フィーチャーフォンが
使えなくなると聞いた
フィーチャーフォンが
使えなくなると聞いた

仕事で必要となった仕事で必要となった

フィーチャーフォンが
使えなくなった
フィーチャーフォンが
使えなくなった

友人からの勧め友人からの勧め

何となく何となく

販売員からの勧め販売員からの勧め

価格が安い価格が安い

その他その他

3535

2323

88

4646

1010

1919

1313

44

1111

66

44

5050

3131

1818

2828

66

1919

1313

44

1111

88

11

4747

3737

3333

1616

1414

1616

1212

44

88

55

11

3535

3434

4141

99

3131

1414

77

55

55

44

22

●2年未満では「フィーチャーフォンが使えなくなると聞いたから」が最も高い。
●「使いたい機能・アプリがある」はスマホ歴が短いほど低い。

スマートフォンを所有したきっかけ［スマホ所有歴別］（複数回答）資料8-8
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0％30％ 10％20％50％ 40％70％ 60％

注：スマートフォン所有者が回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

■ 同居の子
■ スマホ教室
■ インターネット

■ 知人・友人
■ 取扱説明書／参考書
■ 手探り 

■ 別居の子
■ 購入店
■ その他

■ 配偶者
■ コールセンター
■ あきらめた  

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 70％60％男性 女性

60代

70代

80代

3838

5454

2626

3737

3535

5050

1717

2323

3232

4242

3535

5252

2626

2626

3131

3333

2020

2929

2626

2424

2222

1515

1818

1313

22

44

88

88

2020

1313

4242

4343

4646

4242

6363

4646

2828

1616

3434

1616

3030

1515

55

66

44

33

1010

44

3333

1616

2525

77

1313

22

11

22

11

22

00

22

1717

77

1010

77

33

22

11

00

00

11

00

00

（n=192） （n=198）

（n=170） （n=189）

（n=40） （n=48）

●「購入店」が4割を超え、特に70代女性は6割を超えている。

スマートフォンを使いこなすための相談先・利用ツール
［性年代別］（複数回答）

資料8-9
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 50％

■ 2年未満（n=42） ■ 10年以上（n=278）■ 5年未満（n=184） ■ 10年未満（n=246）

注：スマートフォン所有者が回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

同居の子同居の子

別居の子別居の子

知人・友人知人・友人

配偶者配偶者

スマホ教室スマホ教室

購入店購入店

取扱説明書／参考書取扱説明書／参考書

コールセンターコールセンター

インターネットインターネット

その他その他

手探り手探り

あきらめたあきらめた

3030

3838

2020

3030

88

4343

1818

88

2323

00

00

33

4242

3030

3232

1717

1010

4040

2121

33

1313

11

66

00

4040

3535

2727

2929

88

4141

2222

55

1717

22

88

00

3838

2525

2929

1717

55

4848

2727

55

2323

11

1414

00

●所有歴に関係なく「購入店」が多く4割を超す。
●「取扱説明書／参考書」は所有歴が短いと少ない。

スマートフォンを使いこなすための相談先・利用ツール
［スマホ所有歴別］（複数回答）

資料8-10
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ポイント
●男性はスマホとパソコンの利用時間は同程度、女性はスマホが多

い（資料8-12）。
●別居家族との連絡方法に、60代は「直接会って伝える」が大きく上

昇し約半数（資料8-14）。
●「Instagram」の利用率が初めて「Facebook」を上回る（資料

8-20）。

コミュニケーションと 
ICTサービス利用
連絡手段、ICTサービス利用率、SNS利用率

第2節
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ 6時間以上
■ 30分～ 1時間未満

■ 4～6時間未満
■ 30分未満

■ 2～4時間未満
■ 利用していない

■ 1～2時間未満

出典：2024年シニア調査（訪問留置）出典：2024年シニア調査（訪問留置）

60代男性（n=224）60代男性（n=224） 1212 1111 2121 2121 1818 88 88

60代女性（n=226）60代女性（n=226） 55 1010 2525 2222 1616 1414 88

70代男性（n=228）70代男性（n=228） 44 88 1313 2020 1515 1919 2121

70代女性（n=259）70代女性（n=259）0022 1111 1616 1919 2121 3131

80代男性（n=69）80代男性（n=69） 11 44 33 1010 1414 2828 3939

80代女性（n=98）80代女性（n=98） 22
11
11 88 99 1616 6262

●60代男性・女性の約6割は1時間以上インターネットを利用。
●70代男性の2割、女性の3割、80代男性の4割、女性の6割はインターネット
を利用していない。

インターネット利用時間［性年代別］（単一回答）資料8-11
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0時間

0.5時間

1.0時間

1.5時間

2.0時間

2.5時間

注：利用時間はそれぞれの回答結果を加重平均で算出。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

60代男性
(n=227)

60代女性
(n=230)

70代男性
(n=233)

70代女性
(n=265)

80代男性
(n=72)

80代女性
(n=103)

■ ネット利用時間 ■ スマホ利用時間 ■ パソコン利用時間

2.42.4

1.31.3 1.31.3

2.02.0

1.51.5

0.40.4

1.51.5

0.80.8
0.70.7

0.90.9

0.70.7

0.20.2

0.80.8

0.50.5
0.40.4

0.50.5
0.40.4

0.20.2

●男性はスマホとパソコンの利用時間は同程度、女性はスマホが多い。

インターネット利用時間［デバイス・性年代別］資料8-12
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出典：2024年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

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

■ 固定電話での通話
■ パソコンを用いたメール
■ 直接会って伝える

■ 携帯電話での通話
■ 携帯電話でのメール

■ ビデオ通話
■ LINEでのメッセージ

60
代

70
代

同居の家族（n=59）

別居の家族（n=58）

友人（n=59）

仕事関係者（n=47）

近隣の人 （々n=48）

同居の家族（n=53）

別居の家族（n=66）

友人（n=60）

仕事の関係者（n=32）

近隣の人 （々n=52）

2 2 14 14 0 0 
0 0 7 7 10 10 68 68 

5 5 34 34 3 3 
0 0 7 7 39 39 12 12 

3 3 14 14 0 0 
0 0 14 14 59 59 10 10 

9 9 15 15 0 0 
4 4 11 11 32 32 30 30 

8 8 4 4 
0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

4 4 2 2 81 81 

2 2 13 13 9 9 8 8 68 68 

11 11 35 35 2 2 
0 0 5 5 39 39 9 9 

7 7 35 35 0 0 
5 5 15 15 28 28 10 10 

6 6 22 22 0 0 6 6 9 9 25 25 31 31 

6 6 10 10 6 6 15 15 63 63 

●60代が友人へ連絡する際には「LINEでのメッセージ」が半数を超える。
●70代は友人へ連絡する際には「携帯電話での通話」が最も多い。

最も多く使う連絡手段［連絡相手別・年代別］資料8-13
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注1：2015年の「LINEでのメッセージ」は、「SNS（Facebook、LINEなど）」という文言で調査
をしている。

注2：2016年は調査未実施。
注3：「ビデオ通話」は2021年から調査開始。
出典：2015年アクティブシニアのICT利用生活調査（訪問留置）、2017年-2022年、2023年シ

ニア調査（訪問留置)、2024年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

パソコンを用いたメール
直接会って伝える

LINEでのメッセージ
固定電話での通話
ビデオ電話 

携帯電話を用いたメール
携帯電話での通話 

2015年
(n=268)

2016年 2017年
(n=240)

2018年
(n=273)

2019年
(n=255)

2020年
(n=242)

2021年
(n=229)

2022年
(n=337)

2023年
(n=251)

2024年
(n=64)

5757

66

2323

4242

5151

6464

7171

6666

4242 4141

2929

2121 1818

1414

33 33 44 33
22

44
22

00

5151

4646

4747

3232

2222 2222

1717

7272

4747

5656 5656 5757
5858

5656
5454

5959

2525 2626

3333

3535

3636 3636

2727

5050

1010

1515
1313 1616

2929

2828

3535
37373737

2222

3535

●「直接会って伝える」が大きく上昇し約半数。
●「携帯電話を用いたメール」は減少傾向が続く。

別居家族との連絡手段の年次推移［60代］（複数回答）資料8-14
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注1：2015年の「LINEでのメッセージ」は、「SNS（Facebook、LINEなど）」という文言で調査
をしている。

注2：2016年は調査未実施。
注3：ビデオ通話は2021年から調査開始。
出典：2015年アクティブシニアのICT利用生活調査（訪問留置）、2017年-2022年、2023年シ

ニア調査（訪問留置)、2024年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

パソコンを用いたメール
直接会って伝える

LINEでのメッセージ
固定電話での通話
ビデオ電話 

2015年
(n=224)

2016年 2017年
(n=198)

2018年
(n=212)

2019年
(n=220)

2020年
(n=224)

2021年
(n=236)

2022年
(n=366)

2023年
(n=260)

2024年
(n=68)

携帯電話を用いたメール
携帯電話での通話 

4040

3636

46464646

3939
3636

2929

22

77 88

2020

2525

3636

5353

5757

3131

3737

3232

2929 2929

2121

55 55 44 44 33 44 44 44

7272

6767
6969

6262

5050

3030
2929

5656

3838

4242

4747

4747

5555
5757

6262

2525

2222

3131

4242

3333

3535

2626

3737

77 66

1010 1010

●「LINEでのメッセージ」の増加傾向続く。
●「固定電話での通話」は減少傾向で3割を切る。

別居家族との連絡手段の年次推移［70代］（複数回答）資料8-15
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 100％90％80％70％50％ 60％

■ 60代(n=457) ■ 70代(n=498) ■ 80代(n=175)

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

情報の検索情報の検索

災害情報災害情報

電子メール電子メール

地図・乗換案内・ナビ地図・乗換案内・ナビ

動画・音楽視聴動画・音楽視聴

SNS発信・更新SNS発信・更新

テレビ／ネット通販テレビ／ネット通販

QRコード決済QRコード決済

アプリ／Webゲームアプリ／Webゲーム

自治体からのお知らせ自治体からのお知らせ

健康アドバイス健康アドバイス

電子政府・自治体電子政府・自治体

投資投資

電子書籍電子書籍

お薬手帳お薬手帳

9292

8989

8888

8686

7575

7272

6363

5858

4141

3636

3333

2929

2424

2020

1212

7676

7575

7070

6464

5050

5050

3434

3232

2424

3232

2626

1919

1515

1313

1010

5353

5050

4646

3939

3131

3030

2222

2121

1818

2020

1818

1414

1010

1010

99

●「情報検索」「災害情報」「電子メール」「地図・乗換案内・ナビ」の利用率が60代
では8割を超える。

●70代では、「情報検索」「災害情報」「電子メール」が7割を超える。

ICTサービスの利用率（複数回答）資料8-16
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■ 男性（n=532） ■ 女性（n=598）

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

情報検索情報検索 メールメール 地図・乗換地図・乗換 動画・音楽動画・音楽災害情報災害情報
スマホ パソコンスマホ パソコン スマホ パソコンスマホ パソコン スマホ パソコン

6868
7171

3535

99

6161 6161

3636

1111

5959 5959

3131

88

7070 6868

99

33

3939

4646

2828

88

●女性は全サービスでパソコンよりスマートフォンの利用率がかなり多い。
●男性はほとんどのサービスでスマートフォンとパソコンの利用率が同程度。

ICTサービスの利用率［デバイス・性別］（複数回答）	資料8-17



シ
ニ
ア
の
生
活
実
態
と
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用

第
第
第

305モバイル利用トレンド 2024-2025

10％

0％

20％

30％

40％

70％

80％

90％

100％

50％

60％

■ 60代男性(n=227)
■ 70代女性(n=265)

■ 60代女性(n=230)
■ 80代男性(n=72)

■ 70代男性(n=233)
■ 80代女性(n=103)

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

XLINE InstagramFacebook

7979

9393

6464

7575

3838

4545

1717

1010

44
22 11 33

2020

1010
66
44
66
33

1616

2121

44
22 11 22

●「LINE」「Instagram」は女性、「X」「Facebook」は男性が高い傾向。
●60代男性「Facebook」、60代女性「Instagram」の利用率が2割を超える。

SNSの利用率［性年代別］（複数回答）資料8-18
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注：それぞれのサービスを利用している人が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

LINE(n=815)LINE(n=815) X(n=79)X(n=79) Facebook(n=98)Facebook(n=98) Instagram(n=105)Instagram(n=105)
受信・閲覧 発信 受信・閲覧 発信 受信・閲覧 発信 受信・閲覧 発信

9898 9797

9191

3737

9393

5656

9696

4646

●「LINE」利用者のほとんどが受信・閲覧と発信を行っている。
●「Facebook」「Instagram」利用者の半数程度が発信を行っている。

SNSの受信・閲覧と発信（複数回答）資料8-19
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LINE InstagramFacebook X

注：関東1都6県が対象。
出典：2018年-2022年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）、2023年-2024年シニア調査
　　　（訪問留置）

2018年
(n=510)

2019年
(n=500)

2020年
(n=499)

2021年
(n=504)

2022年
(n=702)

2024年
(n=438)

2023年
(n=534)

2828

4444

5050

5959

6666

7676 7878

77 88 66
88

1212 1212

44 44
88 88 99

33 22

1010

1212
1111

1111

4433
33 44

●「LINE」の利用率は継続して上昇し、4人に3人が利用している。
●「Instagram」が初めて「Facebook」を上回る。

SNSの利用率　経年変化（複数回答）資料8-20
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ポイント
●日々の活動は回復傾向ではあるがコロナ禍前まで戻らず（資料

8-21）。
●9割近くが週1回以上趣味を楽しんでいる（資料8-26）。
●インターネットショッピングの利用は「中国・四国」「関東」「近畿」

が高く、3割程度（資料8-29）。

シニアのライフスタイルとICT利用
日々の活動、趣味、利用する店舗、インターネットショッ
ピング利用、就業、新たなサービスへの意向、QOL

第3節
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注1：2016年、2017年は調査未実施。
注2：調査対象は関東1都6県。
注3：60代、70代が対象。
出典：2015年アクティブシニアのICT利用生活調査（訪問留置）、2018年-2022年一般向けモ

バイル動向調査（訪問留置）、2023年-2024年シニア調査（訪問留置）

地域活動への参加
教室（身体）への参加

2015年
(n=514)

2018年
(n=510)

2017年2016年 2019年
(n=500)

2020年
(n=494)

2021年
(n=504)

2022年
(n=705)

2023年
(n=533)

2024年
(n=436)

教室（教養・芸術）への参加
家族との交流

奉仕活動への参加
仲間との交流

20202121

2929
29292929

2020

3636

4242

4747

4343

3939

3535
3333

3737

2525

2929

2424

1919

1919

2727

2424 2424

2020
1717 1717

1919

2222

3131

2626

2222
2222

2626

6262

6666

6363 6464

5252
5151 5050

53535656

6464

6565 6666

5858
5555

5858
6060

●コロナ禍の影響もあり低下したが2022年以降徐々に回復基調。ただしコロ
ナ禍前には戻っていない。

日々の活動実施率の年次推移資料8-21
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出典：2024年シニア調査（訪問留置）

積極派 教室で
いきいき

地域で
活躍

仲間
家族中心 消極派

 〇 × 〇 × ×

 〇 〇 × × ×

 〇 〇 × 〇 ×

 159 138 197 325 300

 14.2％ 12.3％ 17.6％ 29.0％ 26.8％

グループ

日々の活動

回答数

構成比

人との交流

カルチャー教室

地域活動

●日々の活動の回答をもとに、シニアをグループ分けすると、すべての活動に
積極的な「積極派」、人との交流と教室活動が盛んな「教室でいきいき」、地域
活動が活発な「地域で活躍」、人との交流が盛んな「仲間家族中心」、すべての
活動に消極的な「消極派」に分けることができた。

日々の活動の回答傾向によるグループ分け資料8-22
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出典：2024年シニア調査（訪問留置）

 72.3 72.6 72.2 69.5 72.3 71.5

 26.4％ 22.5％ 60.9％ 52.9％ 54.0％ 47.1％

 66.2％ 60.6％ 52.6％ 57.2％ 39.9％ 53.5％

 82.2％ 79.4％ 79.5％ 79.9％ 78.5％ 79.7％

 39.6％ 38.4％ 55.9％ 54.5％ 45.7％ 48.3％

男性比

時間的
ゆとりがある

有職率

経済的
ゆとりがある

平均年齢

積極派 教室で
いきいき

地域で
活躍

仲間
家族中心 消極派 平均グループ

●「積極派」は女性の割合が高く、時間的経済的ゆとりがあり、有職率は低い。
●「教室でいきいき」は女性の割合が高く、経済的ゆとりがあり、有職率は低い。
●「地域で活躍」は男性の割合が高く、有職率が高い。
●「仲間家族中心」はやや平均年齢が低く、やや経済的ゆとりがあり、有職率が
高い。

●「消極派」は男性の割合がやや多く、経済的ゆとりが低い。

日々の活動グループの特性資料8-23
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 70％50％ 60％ 90％ 100％80％

■ 従来型のケータイ ■ スマートフォン ■ 未所有

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

積極派（n=159）積極派（n=159）

教室でいきいき（n=138）教室でいきいき（n=138）

地域で活躍（n=197）地域で活躍（n=197）

仲間家族中心（n=325）仲間家族中心（n=325）

消極派（n=300）消極派（n=300）

平均（n=1,119）平均（n=1,119）

6.96.9

8.08.0

9.69.6

11.411.4

17.017.0

11.511.5

93.793.7

90.690.6

83.883.8

86.886.8

70.770.7

83.483.4

1.91.9

3.63.6

7.67.6

3.43.4

13.313.3

6.66.6

●スマートフォン所有率は日々の活動が「積極派」「教室でいきいき」は9割を超
える。

●日々の活動が「消極派」はスマートフォンおよび従来型のケータイ両方未所有
の割合が1割を超える。

日々の活動グループ別スマホ・ケータイ所有（単一回答）資料8-24
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出典：2024年シニア調査（訪問留置）

  男性   女性   
平均

 60代 70代 80代 60代 70代 80代 

テレビ視聴 54.6 54.1 58.3 58.3 63.0 58.3 57.8

散歩・ウォーキング 30.0 42.1 41.7 27.8 43.8 39.8 36.9

庭いじり・ガーデニング・野菜作り 24.2 30.0 34.7 37.4 46.0 49.5 36.2

旅行 30.8 23.2 23.6 40.9 33.2 30.1 31.3

読書 26.0 26.2 29.2 22.6 28.3 35.0 26.9

スポーツ観戦 35.2 31.3 33.3 19.1 17.4 21.4 25.6

音楽・美術鑑賞 27.8 12.9 15.3 33.5 23.8 23.3 23.7

自身が行うスポーツ 27.3 22.3 20.8 21.3 24.2 24.3 23.6

映画鑑賞 28.2 18.9 18.1 28.3 17.7 11.7 21.7

インターネット 37.4 23.2 16.7 18.7 10.6 3.9 20.0

料理 10.1 6.4 6.9 24.8 27.9 30.1 18.1

行楽・ドライブ・ツーリング 27.3 20.2 15.3 13.0 12.8 10.7 17.3

手芸 0.0 0.4 0.0 25.7 29.4 27.2 14.7

学習・自己啓発 13.7 11.6 12.5 9.6 13.6 14.6 12.4

カラオケ・合唱 7.0 10.7 15.3 10.0 12.5 16.5 11.1

ゲーム（囲碁・将棋・麻雀含む） 17.6 12.9 9.7 11.7 5.3 4.9 10.9

競馬・競艇・競輪・パチンコ・宝くじ 15.4 17.6 13.9 3.0 3.8 1.9 9.3

グルメ 11.9 3.0 2.8 12.6 10.9 8.7 9.1

写真 9.3 10.3 9.7 3.5 3.4 3.9 6.5

つり 14.1 10.3 8.3 0.9 0.4 0.0 5.8

その他 4.4 5.6 9.7 5.2 3.4 3.9 4.9

趣味はない 6.2 6.4 13.9 5.2 4.9 9.7 6.5
（n=1,130）

●全年代「テレビ視聴」が最も多く、半数を超える。
●男性の70～80代は「散歩・ウォーキング」、女性の70～80代は「庭いじり・ガー
デニング・野菜作り」が2番目に多い。

趣味［性年代別］（複数回答）資料8-25
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ ほぼ毎日 ■ 週に２～３日 ■ 週１回程度 ■ 月に1回程度 ■ 年に数回程度

注：趣味がある人が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）
注：趣味がある人が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

60代男性60代男性

60代女性60代女性

70代男性70代男性

70代女性70代女性

80代男性80代男性

80代女性80代女性

全体全体

5353 1616 1717 1010 55

4343 2626 1717 99 55

4545 2929 1212 1010 44

4747 2525 1414 77 66

4545 3535 1010 88 22

4747 2626 1515 99 22

4747 2525 1515 99 55

（n=1,130）（n=1,130）

●9割近くが週1回以上趣味を楽しんでいる。

趣味の頻度［性年代別］（単一回答）資料8-26
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■ ほぼ毎日
■ ほとんど利用していない・利用していない

■ 週に2～3日 ■ 週1回程度 ■ 月1回程度

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

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

スーパー・商店・
コンビニ

宅配
（生協・農協など）

テレビショッピング

インターネット
ショッピング

2323 4646 2222 77 33

00
11 1818 66 7474

00
00
00 66 9393

00
00 44 2121 7575

（n=1,130）（n=1,130）

●週1回以上の日常の買い物は、「スーパー・商店・コンビニ」などの実店舗の
利用が、9割を超えている。

●「インターネットショッピング」の利用は4人に1人。

利用する店舗と頻度（単一回答）資料8-27
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出典：2024年シニア調査（訪問留置）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％男性 女性0％20％40％60％80％100％

■ 60代 ■ 80代■ 70代

宅配（生協・農協など）

テレビショッピングテレビショッピング

インターネット
ショッピング
インターネット
ショッピング

スーパー・商店・
コンビニ

スーパー・商店・
コンビニ

9797

1818

33

4545

9595

2020

77

2020

9393

1717

77

1515

100100

3838

88

3939

100100

3232

99

1212

9696

2121

88

44

（n=1,130）（n=1,130）

●「インターネットショッピング」は60代の利用が多く4割程度。
●「テレビショッピング」は女性の利用がやや多い。
●「宅配（生協・農協など）」は60代女性・70代女性が多く3割を超える。

利用する店舗と頻度［性年代別］（単一回答）資料8-28
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0％

5％

10％

15％

20％

25％

30％

35％

■ 宅配（生協・農協など） ■ インターネットショッピング ■ テレビショッピング

注：月1回以上している人が回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

北海道・
東北
北海道・
東北

関東関東 北陸・
甲信越
北陸・
甲信越

東海東海 近畿近畿 中国・
四国
中国・
四国

九州・
沖縄
九州・
沖縄

2222

1818

55

2727

2929

88

1919

1616

33

2222

1919

55

3131

2828

1010

2424

3030

66

2929

2121

55

北海道・東北：n=148、関東：n=534、北陸・甲信越：n=61、東海：n=160、近畿：n=193、中国・四国：n=113、
九州・沖縄：n=141

●インターネットショッピングの利用は「中国・四国」「関東」「近畿」が高く、3
割程度。

利用する買い物方法［性年代別］（単一回答）資料8-29
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0％ 20％10％ 30％ 50％40％

20％10％ 30％ 40％0％ 50％

注：月1回程度以上インターネットで買い物をしている人（n=284）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

経済的ゆとり

時間的ゆとり

ゆとりがあるゆとりがある

多少ゆとりがある多少ゆとりがある

あまりゆとりがないあまりゆとりがない

ゆとりがないゆとりがない

ゆとりがあるゆとりがある

多少ゆとりがある多少ゆとりがある

あまりゆとりがないあまりゆとりがない

ゆとりがないゆとりがない

2929

2929

2323

1414

2020

2525

3030

4040

●経済的ゆとりがあり、時間的ゆとりがない層がインターネットショッピング
をより利用している。

インターネットショッピング利用と経済的・時間的ゆとりの
関係（単一回答）

資料8-30
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●意欲がある人は「スマホ」「タブレット」「パソコン」の所有率が高い。

今後の仕事への意欲とICT所有（単一回答）資料8-32

注1：現在、主婦・主夫、無職の人が対象。
注2：「パソコン」「タブレット」は家族で共有して保有している機器も含む。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

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

■ 今後仕事への意欲がある（n=85） ■ 今後仕事への意欲はない（n=498）

スマホスマホ

ケータイケータイ

タブレットタブレット

パソコンパソコン

8686

88

2020

5252

7676

1515

1313

3838

0%

20%

40%

100％

60％

80％

出典：2024年シニア調査（訪問留置）

男性

60代前半
(男性n=115､女性n=115) (男性n=112､女性n=115) (男性n=132､女性n=142) (男性n=99､女性n=122) (男性n=72､女性n=103)

60代後半 70代前半 70代後半 80代前半

9090

7474

5656

4242

2929

6767

4343
3838

1818

1616

女性

●男性は70代前半までは5割を超える人が就業している。
●女性は同年代の男性と比較して、15～20ポイントほど低い。

有職率［性年代別］（単一回答）資料8-31
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0％ 30％10％ 20％ 70％40％ 50％ 60％

■ 60代男性（n=225）
■ 70代女性（n=259）

■ 60代女性（n=229）
■ 80代男性（n=68）

■ 70代男性（n=230）
■ 80代女性（n=102）

注1：「そう思う」「まあそう思う」の合算値。
注2：既に利用している人（いずれも1％未満）は対象外。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

電話で簡単な質問を
答えるだけで、認知症の
早期発見につながる

電話で簡単な質問を
答えるだけで、認知症の
早期発見につながる

自分の経験や能力、
条件に見合った仕事や
地域イベント情報などを
分析し、紹介してくれる

自分の経験や能力、
条件に見合った仕事や
地域イベント情報などを
分析し、紹介してくれる

人が倒れた・人の動きが
ないなどの異常時に警備員が
かけつけ、安否を確認できる

人が倒れた・人の動きが
ないなどの異常時に警備員が
かけつけ、安否を確認できる

4040

3232

5656

4141

3131

6464

3737

1919

5757

4242

2020

5757

3838

1919

5454

2727

1515

4343

●年代が低いほうが意向が高い傾向。

新たなサービスへの利用意向［性年代別］（単一回答）資料8-33
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5％

0％
0 5 10 0 5 10 0 5 10

10％

15％

20％

25％

30％

注：「生活満足」「健康満足」「幸福感」を0点から10点で回答。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

全年代

生活満足生活満足 幸福感幸福感健康満足健康満足
平均値 6.9平均値 6.9 平均値 7.2平均値 7.2平均値 6.0平均値 6.0

男性60代n=227・70代n=230・80代n=72、女性60代n=230・70代n=265・80代n=103

 男性 女性   

 60代 70代 80代 60代 70代 80代 

 生活満足 6.8 6.8 6.8 7.1 6.9 7.5

 健康満足 5.7 5.9 5.8 6.2 6.0 6.2

 幸福感 7.1 7.0 7.1 7.3 7.3 7.6

●各指標同年代の男性より女性が高い傾向。

シニアのQOL［性年代別］（単一回答）資料8-34



第
第
第

322 モバイル利用トレンド 2024-2025

ポイント
●女性のほうが人とのつながりの変化をより強く実感している（資

料8-37）。
●疑問に思ったことをすぐに調べるようになったと感じているシニ

アは8割（資料8-38）。

シニアのスマホとの関わり
スマホとの距離・イメージ、人とのつながりの変化、
生活の変化、情報格差

第4節
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ そう思う ■ まあそう思う ■ あまりそう思わない ■ そう思わない

注：スマホを持っている人（n=949）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）
注：スマホを持っている人（n=949）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

持っていたり利用したり
すると見栄えがする
持っていたり利用したり
すると見栄えがする

持っていることが便利と
感じる
持っていることが便利と
感じる

持っていることで、
優越感を感じる
持っていることで、
優越感を感じる

自分のスマホを話題に
したくなる
自分のスマホを話題に
したくなる

常に身の回りにないと
困る
常に身の回りにないと
困る

新製品が発売される
情報は気になる
新製品が発売される
情報は気になる

操作が難しいと感じる操作が難しいと感じる

毎月の費用が高いと
感じる
毎月の費用が高いと
感じる

電話・メールさえ
できれば十分
電話・メールさえ
できれば十分

11 66 3434 5858

5454 4040 33 33

00 44 3535 6161

11
22 2424 7373

3333 3939 1717 1111

11 1010 2828 6262

2020 4343 2828 99

2222 4242 2626 1010

1515 2020 3737 2929

●9割を超えるシニアが「持っていると便利」と感じている。
●6割程度のシニアが「操作が難しい」と感じている。

スマホを所有している人のスマホへの態度・距離感（単一回答）資料8-35
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ そう思う ■ まあそう思う ■ あまりそう思わない ■ そう思わない

注：スマホを持っていない人（n=181）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）
注：スマホを持っていない人（n=181）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

持っていたり利用したり
すると見栄えがすると
感じる

持っていたり利用したり
すると見栄えがすると
感じる

持っていることが
便利そうだと感じる
持っていることが
便利そうだと感じる

持っていないことで
引け目に感じる
持っていないことで
引け目に感じる

スマホのことを話題に
する
スマホのことを話題に
する

持っていなくて
困ったことがある
持っていなくて
困ったことがある

新製品が発売される
情報は気になる
新製品が発売される
情報は気になる

操作が難しそうと思う操作が難しそうと思う

毎月の費用が高そうと
思う
毎月の費用が高そうと
思う

電話・メールさえ
できれば十分
電話・メールさえ
できれば十分

22 88 1919 7171

88 4242 1313 3737

00 88 1717 7676

00
22

00
00

1616 8282

33 77 2323 6767

1414 8686

4242 2626 1010 2323

3737 2929 88 2626

4141 2727 88 2424

●5割のシニアがスマホを持っていなくても「便利そう」と感じている。

スマホを所有していない人のスマホへの態度・距離感
（単一回答）

資料8-36
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 50％ 60％

■ 男性（n=478） ■ 女性（n=499）

注：スマートフォン・ケータイを所有している人が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

新しい友達ができた新しい友達ができた

交際範囲が広がった交際範囲が広がった

家族との交流が増えた家族との交流が増えた

知人・友人との交流が
増えた
知人・友人との交流が
増えた

旧友との交流が復活旧友との交流が復活

意外な側面がわかった意外な側面がわかった

家族の間で
知らないことが増えた
家族の間で
知らないことが増えた

悪影響があった悪影響があった

1414

1919

4141

4040

2525

1515

66

44

1818

2727

5151

5656

3535

2222

88

33

●女性のほうが人とのつながりの変化をより強く実感している。
●人との交流が増えた項目が高く、「家族、知人・友人との交流」は女性は5割
程度、男性でも4割程度が実感している。

スマホ・ケータイを利用しての人とのつながりの変化［性別］
（単一回答）

資料8-37
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0％ 30％10％ 20％ 40％ 80％ 100％90％70％50％ 60％

■ そうなっている ■ ある程度そうなった ■ あまりそうなっていない ■ そうなっていない

注：スマートフォン・タブレットを所有している人（n=946）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）
注：スマートフォン・タブレットを所有している人（n=946）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

疑問に思ったことを
すぐに調べる
疑問に思ったことを
すぐに調べる

金融機関やお店に行く
手間が省ける
金融機関やお店に行く
手間が省ける

目的地に迷わずに行ける目的地に迷わずに行ける

欲しい商品やサービスを
簡単に見つけ、購入する
欲しい商品やサービスを
簡単に見つけ、購入する

本、雑誌、新聞を
持ち歩かなくてもよい
本、雑誌、新聞を
持ち歩かなくてもよい

現金やカードを
持ち歩かなくても
買い物ができる

現金やカードを
持ち歩かなくても
買い物ができる

ポイントを貯めたり
利用したりできる
ポイントを貯めたり
利用したりできる

チケットやクーポン、
 Webサイトなどを
印刷しなくてもよい

チケットやクーポン、
 Webサイトなどを
印刷しなくてもよい

紙の手帳やメモ帳を
利用しなくてもよい
紙の手帳やメモ帳を
利用しなくてもよい

興味のある情報や災
害情報が通知され、
すぐに知ることができる

興味のある情報や災
害情報が通知され、
すぐに知ることができる

カメラなどの専用機器を
持ち歩く機会が減った
カメラなどの専用機器を
持ち歩く機会が減った

4141 3939 1010 1010

1010 1818 2525 4747

2828 3535 1414 2323

1616 2525 2020 4040

66 1313 2121 6161

1212 1919 2020 4949

2020 2525 1717 3838

99 2020 2020 5151

99 2323 2525 4343

2929 4141 1212 1818

2424 2828 1313 3535

●疑問に思ったことをすぐに調べるようになったと感じているシニアは8割。

スマホを利用したことによって変化した生活①（単一回答）資料8-38
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■ そうなっている
■ あまりそうなっていない

■ ある程度そうなった
■ そうなっていない

注：スマートフォン・タブレットを所有している人（n=946）が対象。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

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

22 77 3838 5353

22 99 3939 5050

22 1111 3838 4949

11 1111 3939 4848

外出頻度が減った

友人・知人に会う
機会が減った

話す機会が減った

時間に追われる
感じが増えた

●約1割のシニアが「話す機会が減った」「時間に追われるようになった」などと
感じている。

スマホを利用したことによって変化した生活②（単一回答）資料8-39

●地域活動や教室活動への参加の機会損失は全年代10％未満。

資料x-x

■ 60代男性（n=226）
■ 70代女性（n=261）

■ 60代女性（n=228）
■ 80代男性（n=69）

■ 70代男性（n=228）
■ 80代女性（n=100）

注：「感じる」「ある程度感じる」の合算値。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

自治会や奉仕活動など
地域での活動への参加の機会

カルチャースクールや
趣味の会などへの参加の機会

1%
0%

2%
3%
4%

8%
7%

9%

6%
5% 4.94.9

3.93.9

7.97.9
6.96.9

2.92.9

7.07.0

4.94.9

3.53.5

5.35.3 5.45.4
4.34.3

7.07.0

ICTを使いこなせないことで感じた機会損失［性年代別］（単一回答）資料8-40
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●「家族、友人との連絡、意思疎通」は全年代15％程度。

ICTを使いこなせないことで感じた交流損失［性年代別］（単一回答）資料8-41

■ 60代男性（n=226）
■ 70代女性（n=261）

■ 60代女性（n=228）
■ 80代男性（n=69）

■ 70代男性（n=228）
■ 80代女性（n=100）

注：「感じる」「ある程度感じる」の合算値。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

家族との連絡、意思疎通 友人との連絡、意思疎通
0%
2%
4%

8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%

6%

14.214.2
16.216.2

15.015.0

12.612.6 13.013.0
15.215.2 15.515.5

18.018.0

14.914.9
13.713.7

15.915.9
17.017.0

■ 60代男性（n=226）
■ 70代女性（n=261）

■ 60代女性（n=228）
■ 80代男性（n=69）

■ 70代男性（n=228）
■ 80代女性（n=100）

注：「感じる」「ある程度感じる」の合算値。
出典：2024年シニア調査（訪問留置）

災害に関わる情報伝達 スマホを使って支払うことで得られるポイント
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

17.217.2

20.620.6 21.821.8
20.420.4

23.223.2 24.024.0

17.217.2

20.620.6

15.815.8 16.016.0

7.27.2

13.013.0

●災害情報は年代が上がると感じる割合が高くなる。
●経済損失は女性が高い。

ICTを使いこなせないことで感じた情報・経済損失［性年代別］（単一回答）資料8-42


