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アンケート調査の概要
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 調査実施

 調査実施日

 令和6年（2023年） 2月8日（木）～12日（月）

 調査対象

 長野県内在住30歳～60歳以上

 実施方法

 ネットアンケート

 楽天リサーチのシステム利用

 回答者数

 長野県内在住者 1,000人

 基礎データ

 年代比率

 性別年代比率

25.0 25.0 25.0 25.0

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

1

30代

40代

50代

60代以上

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

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

1

男性30代
男性40代
男性50代
男性60代以上
女性30代
女性40代
女性50代
女性60代以上

※年代比率および性別年代比率について、70代、80代のネット利用者が
少ないことから、調査客体を確保するため、60代以上として調査を実施。



アンケート実施画面１
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アンケート実施画面２
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Q3で「かかりつけ医を持っている」と答えた人に対する設問



アンケート実施画面３
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Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた人への設問

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた人への設問

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた人への設問

Ｑ６で「話し合いをしていない」と答えた人への設問



アンケート実施画面４
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アンケート結果および考察

- 6 -

 Q1.あなたは「人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）」という
言葉をどんなメディアで知りましたか。

【考 察】

これまでの同調査では、言葉
の認知度調査を実施。「知っ
ている」との回答者数は、
平成30年度 66人
令和 1年度 133人
令和 2年度 88人
令和 3年度 80人
令和 4年度 80人
ほぼ変化なしであった。今回
は、設問方法を変えて、メ
ディア要因を入れた。その結
果、認知度としては、
令和 5年度 130人
という微増の結果である。
性年代別では、30代男性の
認知度がやや高いが有意な
差ではない。

メディア別では、電波媒体と
ネット媒体が多かった。回答
者がネット利用者であること
を加味すると、電波媒体の優
位性が認められる。

そ
の
他

聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た

（
い
ま
、
こ
こ
で
知
っ
た）

イ
ン
タ
ー
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ッ
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タ
ー
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ン
フ
レ
ッ
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テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ

県
や
市
町
村
の
広
報
（
誌
）

ｎ

3187034538221000
全体

3.187.03.40.53.82.2100.0
184302131612500男性

性別
3.686.04.20.63.22.4100.0
134401322210500女性

2.688.02.60.44.42.0100.0
122079211925030代

年代

4.882.83.60.84.43.6100.0
72171228425040代

2.886.84.80.83.21.6100.0
42229011425050代

1.688.83.60.04.41.6100.0
8224418525060代以上

3.289.61.60.43.22.0100.0
6986186125＜男性＞30代

割付

4.878.44.80.86.44.8100.0
31097141125＜男性＞40代

2.487.25.60.83.20.8100.0
31125023125＜男性＞50代

2.489.64.00.01.62.4100.0
61113122125＜男性＞60代以上

4.888.82.40.81.61.6100.0
61093133125＜女性＞30代

4.887.22.40.82.42.4100.0
41085143125＜女性＞40代

3.286.44.00.83.22.4100.0
11104091125＜女性＞50代

0.888.03.20.07.20.8100.0
21131063125＜女性＞60代以上

1.690.40.80.04.82.4100.0

2.2
3.8

3.4
87.0 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
県や市町村の広報（誌）

テレビ・ラジオ

ポスター・パンフレット

インターネット

聞いたことがなかった（いま、ここで知った）

その他

＊グレー表記はベースがn=29以下のため参考値

＊■は全体＋10ポイント以上、■は＋5ポイント以上、■は－10ポイント以下、■は－5ポイント以下
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 Q2.あなたは、最期の医療・ケア（延命治療など）が必要になった場合、
どこで治療したいですか。（いくつでも）

【考 察】

最期を迎える場所につい
ての設問。自宅（36.7％）
よりも医療・介護施設
（57.6％）を望む声が約
20％も上回った。

性年代別では、40代男性、
30代女性など若い世代う
が「自宅」を望み、60代男
性、50代上位女性と、高
齢になるほど「医療機関」
を望む声が多い。

世代間の最期イメージに
ついての差が明確に現れ、
興味深い結果となった。
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351911484283671000
全体

3.519.114.842.836.7100.0
1610761199195500男性

性別
3.221.412.239.839.0100.0
198487229172500女性

3.816.817.445.834.4100.0
561389110925030代

年代

2.024.415.236.443.6100.0
1648328410625040代
6.419.212.833.642.4100.0
1043391198025050代
4.017.215.647.632.0100.0
439391347225060代以上

1.615.615.653.628.8100.0
338164350125＜男性＞30代

割付

2.430.412.834.440.0100.0
824123761125＜男性＞40代

6.419.29.629.648.8100.0
327195346125＜男性＞50代

2.421.615.242.436.8100.0
218146638125＜男性＞60代以上

1.614.411.252.830.4100.0
223224859125＜女性＞30代

1.618.417.638.447.2100.0
824204745125＜女性＞40代

6.419.216.037.636.0100.0
716206634125＜女性＞50代

5.612.816.052.827.2100.0
221256834125＜女性＞60代以上

1.616.820.054.427.2100.0

自宅1
病院などの医療機関2
特別養護老人ホームなどの介護施設3
考えたくない4
その他5
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 Q3.あなたは、ご自身の体調が悪い時や困った時に
何でも相談できるかかりつけ医を持っていますか。

40.7 59.3

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

持っている 持っていない

持
っ
て
い
な
い

持
っ
て
い
る

ｎ

5934071000
全体

59.340.7100.0
297203500男性

性別
59.440.6100.0
296204500女性

59.240.8100.0
1797125030代

年代

71.628.4100.0
1549625040代
61.638.4100.0
14310725050代
57.242.8100.0
11713325060代以上
46.853.2100.0
9134125＜男性＞30代

割付

72.827.2100.0
8243125＜男性＞40代

65.634.4100.0
6461125＜男性＞50代

51.248.8100.0
6065125＜男性＞60代以上

48.052.0100.0
8837125＜女性＞30代

70.429.6100.0
7253125＜女性＞40代

57.642.4100.0
7946125＜女性＞50代

63.236.8100.0
5768125＜女性＞60代以上

45.654.4100.0

【考 察】

「持っている」回答者数
の推移は、
令和2年度402人
令和3年度368人
令和4年度396人
令和5年度407人
ずっと近似値であり有意
な差は認められない。

年代別に見ると、男女と
もに年代が上がるにつ
れて、かかりつけ医を
「持っている」。
男女ともに60代以上は
50％を超えるという現状
である。
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 Q4-1.あなたは、ご自身の健康や病状について、
かかりつけ医から正確な情報として説明を受けていますか。

67.6 32.4

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

説明を受けている

説明を受けていない
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明
を
受
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な
い
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明
を
受
け
て
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る

ｎ

132275407
全体

32.467.6100.0
56147203男性

性別
27.672.4100.0
76128204女性

37.362.7100.0
25467130代

年代

35.264.8100.0
42549640代

43.856.3100.0
287910750代

26.273.8100.0
379613360代以上

27.872.2100.0
112334＜男性＞30代

割付

32.467.6100.0
152843＜男性＞40代

34.965.1100.0
144761＜男性＞50代

23.077.0100.0
164965＜男性＞60代以上

24.675.4100.0
142337＜女性＞30代

37.862.2100.0
272653＜女性＞40代

50.949.1100.0
143246＜女性＞50代

30.469.6100.0
214768＜女性＞60代以上

30.969.1100.0

Q3で「かかりつけ医を持っている」と答えた４０７人に対する設問

【考 察】

かかりつけ医を持っている
407人が対象。
「説明を受けている」人が
67.6％とと昨年度
( 74.5％)より6.9％減少し
ている。

年代別では年齢が上がる
につれて、「説明を受けて
いる」比率も増え、相関関
係が認められる。
60代以上は男性75.4％
（82.1％）、女性69.1％
（81.5％）である。（）内の
前年度数値よりも、やや
減少している。
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 Q4-2.あなたは、ご自身の健康や病状が末期ガンや治らない病気である
場合も、これからの人生や生活を考えるにあたり、かかりつけ医から正確
な情報として説明を受けたいと思いますか。

88.2 11.8

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

説明を受けたい

説明を受けたくない

説
明
を
受
け
た
く
な
い

説
明
を
受
け
た
い

ｎ

48359407
全体

11.888.2100.0

23180203男性

性別
11.388.7100.0

25179204女性

12.387.7100.0

9627130代

年代

12.787.3100.0

18789640代

18.881.3100.0

109710750代

9.390.7100.0

1112213360代以上

8.391.7100.0

52934＜男性＞30代

割付

14.785.3100.0

73643＜男性＞40代

16.383.7100.0

65561＜男性＞50代

9.890.2100.0

56065＜男性＞60代以上

7.792.3100.0

43337＜女性＞30代

10.889.2100.0

114253＜女性＞40代

20.879.2100.0

44246＜女性＞50代

8.791.3100.0

66268＜女性＞60代以上

8.891.2100.0

【考 察】

「説明を受けたい」回答者
の推移は、
令和2年度86.1％
令和3年度86.7％
令和4年度87.4％
令和5年度88,2％
と漸増傾向にある。
最も多いのが60代男性の
92,3％。最も低いのが40
代女性の79.2％である。
全体的に高い比率であり、
情報開示への風潮が見ら
れる。

逆に、「説明を受けたくな
い」の比率1位が40代女
性の20.8％。2位が40代
男性の18.8％。これは子
育て世代であり、病気に
対する不安に直面したくな
いからと推測できる。

Q3で「かかりつけ医を持っている」と答えた４０７人に対する設問
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 Q5.人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）では、あなたが意思表示
出来なくなった場合に備えて、あなたに代わり意思表示をしてくれる代
理人を選ぶことが大切になります。あなたは、ご自身が意思表示出来な
くなった場合に備えて、代理人を決めていますか。

14.2 85.8

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

代理人を決めている

代理人を決めていない

代
理
人
を
決
め
て
い
な
い

代
理
人
を
決
め
て
い
る

ｎ

8581421000
全体

85.814.2100.0

43763500男性

性別
87.412.6100.0

42179500女性

84.215.8100.0

2212925030代

年代

88.411.6100.0

2242625040代

89.610.4100.0

2104025050代

84.016.0100.0

2034725060代以上

81.218.8100.0

11411125＜男性＞30代

割付

91.28.8100.0

11411125＜男性＞40代

91.28.8100.0

10718125＜男性＞50代

85.614.4100.0

10223125＜男性＞60代以上

81.618.4100.0

10718125＜女性＞30代

85.614.4100.0

11015125＜女性＞40代

88.012.0100.0

10322125＜女性＞50代

82.417.6100.0

10124125＜女性＞60代以上

80.819.2100.0

【考 察】

「代理人を決めていない」
が85.8％と多数派である。
若年層になるほど、「決め
ていない」のは遠い先のこ
とと考えているからだろう。

「代理人を決めている」の
1位は60代女性19.7％で
ある。どの年代も男性より
女性の方がその比率が高
く、総じて、女性のほうが
「代理人」に対する必要性
の認識があると推察でき
る。
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 Q6.人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）では、あなたの希望や思
いについて、ご家族やご友人だけでなく、医療ケアチームとも繰り返し話
し合うことが大切になります。
あなたは、ご自身が望む医療・ケアについて、あなたの信頼する人（ご家
族や親族など）と話し合い（人生会議）をしていますか。

12.6 87.4

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

している していない

し
て
い
な
い

し
て
い
る

ｎ

8741261000
全体

87.412.6100.0

43466500男性

性別
86.813.2100.0

44060500女性

88.012.0100.0

2222825030代

年代

88.811.2100.0

2302025040代

92.08.0100.0

2193125050代

87.612.4100.0

2034725060代以上

81.218.8100.0

11114125＜男性＞30代

割付

88.811.2100.0

1169125＜男性＞40代

92.87.2100.0

10619125＜男性＞50代

84.815.2100.0

10124125＜男性＞60代以上

80.819.2100.0

11114125＜女性＞30代

88.811.2100.0

11411125＜女性＞40代

91.28.8100.0

11312125＜女性＞50代

90.49.6100.0

10223125＜女性＞60代以上

81.618.4100.0

【考 察】

「人生会議をしている」回
答者の経年変化は、
令和1年度 17.4％
令和2年度 18.1％
令和3年度 16.1％
令和4年度 14.8％
令和5年度 12.6％
やや減少傾向にある。
年代別では60代以上が一
番多く、これは例年同様で
ある。

性年代別を見ると、男女と
もに40代の「している」比
率が最も少ない。
30代が少し多いのは、人
生会議を必要とする高齢
者の対話相手となる子供
世代だからであろう。
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 Q6-1.どなたと話し合いをされていますか。（いくつでも）

90.5
13.5

10.3
11.9

4.8
1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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そ
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他

か
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つ
け
医
以
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医
療
介
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職
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ご
友
人

親
族

ご
家
族

ｎ

26151317114126
全体

1.64.811.910.313.590.5100.0
14108106066男性

性別
1.56.115.212.115.290.9100.0
125575460女性

1.73.38.38.311.790.0100.0

01225252830代

年代

0.03.67.17.117.989.3100.0
12454192040代

5.010.020.025.020.095.0100.0
13645273150代

3.29.719.412.916.187.1100.0
00323434760代以上

0.00.06.44.36.491.5100.0

012231214＜男性＞30代

割付

0.07.114.314.321.485.7100.0
1133299＜男性＞40代

11.111.133.333.322.2100.0100.0
023231719＜男性＞50代

0.010.515.810.515.889.5100.0
002122224＜男性＞60代以上

0.00.08.34.28.391.7100.0
000021314＜女性＞30代

0.00.00.00.014.392.9100.0
011221011＜女性＞40代

0.09.19.118.218.290.9100.0
113221012＜女性＞50代

8.38.325.016.716.783.3100.0
001112123＜女性＞60代以上

0.00.04.34.34.391.3100.0

ご家族1
親族2
ご友人3
かかりつけ医4
かかりつけ医以外の医療介護職5
その他6

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた１２６人への設問

【考 察】

「話し合い（人生会議）を
している」126人が対象。

話し相手としては「ご家
族」が90.5％と大多数を
占める。複数回答で「親
族」の次に「かかりつけ
医」が位置しているのも、
例年同様の傾向である。

「かかりつけ医」への相
談の中では男性40代
33.3％に続き、女性50
代25.0％である。分母が
少ないため参考値では
あるが、まずは医師に相
談してから家族・親族と
の話し合いという流れを
推測できる。
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 Q6-2.どのようなことを話し合われていますか。（いくつでも）

71.4
28.6

16.7
34.1

16.7
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2143213690126
全体

16.734.116.728.671.4100.0
122115184966男性

性別
18.231.822.727.374.2100.0
9226184160女性

15.036.710.030.068.3100.0
26510222830代

年代

7.121.417.935.778.6100.0
5747122040代

25.035.020.035.060.0100.0
81159203150代

25.835.516.129.064.5100.0
619710364760代以上

12.840.414.921.376.6100.0
13351214＜男性＞30代

割付

7.121.421.435.785.7100.0
423369＜男性＞40代

44.422.233.333.366.7100.0
54441319＜男性＞50代

26.321.121.121.168.4100.0
212561824＜男性＞60代以上

8.350.020.825.075.0100.0
13251014＜女性＞30代

7.121.414.335.771.4100.0
1514611＜女性＞40代

9.145.59.136.454.5100.0
3715712＜女性＞50代

25.058.38.341.758.3100.0
47241823＜女性＞60代以上

17.430.48.717.478.3100.0

延命治療（人工呼吸器設置や胃ろうの増設）を実施するかどうか1
在宅での急変時に救急要請を行うかどうか2
在宅でかかりつけ医による看取りを希望するかどうか3
介護・ケアを誰にお願いするか4
その他5

【考 察】

話し合いの内容として
は、「延命治療」につい
てが最も多く71.4％。次
いで「介護ケアを誰に
お願いするか」34.1％
「救急要請」28.6％、
「かかりつけ医の看取
り希望」は16.7％である。

「延命治療」について性
年代別では、男女とも
に、30代と60代以上が
連動するように高い数
値を示している。これは、
延命治療を受ける側と
その子供側の課題とし
て、関心が高いのであ
ろうと推測できる。

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた１２６人への設問
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 Q6-3.人生会議で話し合ったことを書面に残したものを「リビングウイル
（事前指示書）」といいます。あなたはこの「リビングウイル（事前指示書）」
の存在をご存知ですか。

38.9 61.1

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

知っている 知らない

知
ら
な
い

知
っ
て
い
る

ｎ

7749126
全体

61.138.9100.0
382866男性

性別
57.642.4100.0
392160女性

65.035.0100.0
12162830代

年代

42.957.1100.0
1192040代

55.045.0100.0
2293150代

71.029.0100.0
32154760代以上

68.131.9100.0
41014＜男性＞30代

割付

28.671.4100.0
459＜男性＞40代

44.455.6100.0
13619＜男性＞50代

68.431.6100.0
17724＜男性＞60代以上

70.829.2100.0
8614＜女性＞30代

57.142.9100.0
7411＜女性＞40代

63.636.4100.0
9312＜女性＞50代

75.025.0100.0
15823＜女性＞60代以上

65.234.8100.0

【考 察】

「リビングウイル（事前
指示書）」そのものの
認知度を調査した。
「知っている」は38.9％、
人生会議をしている
126人のなかの約4割
である。若い年代の方
がやや認知度の高い
傾向にある。

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた１２６人への設問
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 Q6-4.人生会議で話し合った内容を書面「リビングウイル（事前指示
書）」に残していますか。

【考 察】

話し合いをしている回答
者のうち、書面で「残して
いる」は16.7％。
アンケート総数との比率
ではわずか2.1％が書面
として残しているという結
果である。

全体としてまだまだリビン
グウイル（事前指示書）の
認知は低いといえるだろ
う。

16.7 83.3

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

残している 残していない

残
し
て
い
な
い

残
し
て
い
る

ｎ

10521126
全体

83.316.7100.0

541266男性

性別
81.818.2100.0

51960女性

85.015.0100.0

2172830代

年代

75.025.0100.0

1462040代

70.030.0100.0

2743150代

87.112.9100.0

4344760代以上

91.58.5100.0

10414＜男性＞30代

割付

71.428.6100.0

549＜男性＞40代

55.644.4100.0

17219＜男性＞50代

89.510.5100.0

22224＜男性＞60代以上

91.78.3100.0

11314＜女性＞30代

78.621.4100.0

9211＜女性＞40代

81.818.2100.0

10212＜女性＞50代

83.316.7100.0

21223＜女性＞60代以上

91.38.7100.0

Ｑ６で「話し合いをしている」と答えた１２６人への設問
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 Q6-5.人生会議という話し合いをされていない理由はなんですか。

【考 察】

「話し合いをしていない」理
由として、最も多いのが「ま
だ話し合う時期ではない」
53.1％。以下「話をする人
がいない」19.1％、「話し合
う必要がない」12.1％と続く。
これは昨年度および一昨年
度の調査と比べて、近似の
状況である。

男女別に見ると、 「話し合う

必要性」がないとの回答は、
男性17.1％、女性7.3％と
意識差があり、これも昨年
同様の傾向である。

「まだ話し合う時期ではな
い」との判断は、男性の場
合、すべての年代で50数％
であるが、女性の場合、30
代女性73％と若い世代ほ
ど比率が高く、60代女性
54%とその差19%と開きが
ある。また「話をする人がい
ない」は50代女性の26.5%
が顕著に高い数値となって
いる。

Ｑ6で「話し合いをしていない」と答えた874人への設問

12.1 53.1 19.1 15.7

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

関心がない、話し合う必要がない

まだ話し合う時期ではない（健康

である、年齢が若いなど）
話し合いをしたいが、話をする人

がいない
その他

そ
の
他

話
し
合
い
を
し
た
い
が
、

話
を
す
る
人
が
い
な
い

ま
だ
話
し
合
う
時
期
で
は
な
い

（
健
康
で
あ
る
、
年
齢
が
若
い
な
ど
）

関
心
が
な
い
、

話
し
合
う
必
要
が
な
い

ｎ

137167464106874
全体

15.719.153.112.1100.0
578322074434男性

性別
13.119.150.717.1100.0
808424432440女性

18.219.155.57.3100.0

19441243522230代

年代

8.619.855.915.8100.0
35411252923040代

15.217.854.312.6100.0
46491022221950代

21.022.446.610.0100.0
37331132020360代以上

18.216.355.79.9100.0

6245130111＜男性＞30代

割付

5.421.645.927.0100.0
17235719116＜男性＞40代

14.719.849.116.4100.0
20195314106＜男性＞50代

18.917.950.013.2100.0
14175911101＜男性＞60代以上

13.916.858.410.9100.0
1320735111＜女性＞30代

11.718.065.84.5100.0
18186810114＜女性＞40代

15.815.859.68.8100.0
2630498113＜女性＞50代

23.026.543.47.1100.0
2316549102＜女性＞60代以上

22.515.752.98.8100.0
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 Q7.今後、人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）についてのシン
ポジウムが近くで開催された場合、参加したいと思いますか。

17.0 30.9 52.1

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

思う

思わない

どちらとも言えない

ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い

思
わ
な
い

思
う

ｎ

5213091701000
全体

52.130.917.0100.0
24417878500男性

性別
48.835.615.6100.0
27713192500女性

55.426.218.4100.0
109984325030代

年代

43.639.217.2100.0
132803825040代
52.832.015.2100.0
141654425050代
56.426.017.6100.0
139664525060代以上
55.626.418.0100.0
465722125＜男性＞30代

割付

36.845.617.6100.0
664316125＜男性＞40代

52.834.412.8100.0
693521125＜男性＞50代

55.228.016.8100.0
634319125＜男性＞60代以上

50.434.415.2100.0
634121125＜女性＞30代

50.432.816.8100.0
663722125＜女性＞40代

52.829.617.6100.0
723023125＜女性＞50代

57.624.018.4100.0
762326125＜女性＞60代以上

60.818.420.8100.0

【考 察】

今回、新たに追加した
設問である。

シンポジウムへの参加
意向は、「どちらとも言
えない」が52.1％とほ
ぼ半数である。具体的
な講演内容が示されて
いないという理由もある
だろう。
性年代別では、若い世
代ほど「思わない」比率
が男女ともに高くなる。
特に男性30代57％は
際立って高い。ただし。
アンケート対象者のIT
スキルが高く、ネット情
報を重視している傾向
も加味しておくべきだろ
う。
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 Q8.もし、人生会議（アドバンス・ケア・プランニング）をするなら、またはすで
にした場合、あなたにとって大切なテーマはなんですか。（いくつでも）

【考 察】

「家族の生活面の負担」は、
特に30代40代の女性に
とって重要であり、「経済面
の負担」は、特に30代40代
の男性にとって重要なテー
マという結果である。
介護される側としては、「サ
ポート体制」が重要になる。

「家族や友人との時間の過
ごし方」において30代女性
が53％と際立っている。ま
た「延命治療の対応」は40
代60代女性の関心が高い。

【総括】

本調査は、長野県民1000人を対象にした、在宅医療・人生会議に関するアンケート調査である。調査媒体はイン
ターネット。ある程度のITスキルを持った方が回答者である。また数年間に渡って実施している設問項目がある。

「人生会議」の認知度など基本項目に関しては、継続調査と比較して、大きな変化は見られなかった。人生会議を
「知っている」割合は微増しているものの13％にとどまり、まだまだ一般には知られていない現状である。性別で見
ると、女性のほうが人生会議への関心が高く、情報収集への意欲も強い傾向にある。年代別では、介護世代であ
る30代40代と被介護世代である50代60代以上では、当然ながら、意識の相違が数値として示された。

今後、人生会議や在宅医療について、幅広い世代の県民理解をより深めるためには、マスメディアによる広報広
告キャンペーンが必要である。さらに、高齢化社会の進展のなか、ライフスタイルや価値観の多様化も考慮しつつ、
性別・世代別によるきめ細かなメディア戦略も求められる。

家族の生活面の負担1
経済面の負担2
医療とケア面のサポート体制3
自分の自由な時間の過ごし方4
家族や友人との時間の過ごし方5
延命治療についての対応6
その他7

49.0
50.1

36.1
31.5
30.9

35.3
6.6

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

1
2
3
4
5
6
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自
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時
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体
制

経
済
面
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負
担

家
族
の
生
活
面
の
負
担

ｎ

663533093153615014901000
全体

6.635.330.931.536.150.149.0100.0
34147131152154256232500男性

性別
6.829.426.230.430.851.246.4100.0
32206178163207245258500女性

6.441.235.632.641.449.051.6100.0
137582707613813525030代

年代

5.230.032.828.030.455.254.0100.0
198676867714314125040代
7.634.430.434.430.857.256.4100.0
218585879213012025050代
8.434.034.034.836.852.048.0100.0
131076672116909425060代以上
5.242.826.428.846.436.037.6100.0
4332936367461125＜男性＞30代

割付

3.226.423.228.828.859.248.8100.0
12293339307165125＜男性＞40代
9.623.226.431.224.056.852.0100.0
11404246426455125＜男性＞50代
8.832.033.636.833.651.244.0100.0
7452731464751125＜男性＞60代以上

5.636.021.624.836.837.640.8100.0
9425334406474125＜女性＞30代

7.233.642.427.232.051.259.2100.0
7574347477276125＜女性＞40代

5.645.634.437.637.657.660.8100.0
10454341506665125＜女性＞50代
8.036.034.432.840.052.852.0100.0
6623941704343125＜女性＞60代以上

4.849.631.232.856.034.434.4100.0


