
本章では， 調査対象を60～70代としている

●60代のスマートフォン所有率は約7割， 70代は約4割（資料5-1， 資料5-3）。
●2019年に70代のスマートフォン所有がケータイ所有を上回る（資料5-1， 資料5-3）。
●スマートフォン所有のきっかけは女性は「家族の勧め」， 男性は「周囲にスマホを持っている人が増えた」が
　最も多い（資料5-5）。

ICT端末所有概況
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5章　シニアの生活実態とICT利用

1節

ポイント

61［資料5-1］ICT所有状況[年代別]

61［資料5-2］所有しているICT端末の組み合わせ[性年代別]

62［資料5-3］スマホ・ケータイ所有率の年次推移[年代別]

63［資料5-4］ICT機器所有状況[就業状況別]

63［資料5-5］スマートフォンを所有したきっかけ [性別(男女別)](複数回答)

64［資料5-6］スマートフォンを使いこなすための相談相手[性別(男女別)](複数回答)

64［資料5-7］スマートフォンの操作方法の調べ方[性別(男女別)](複数回答)
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注： 「タブレット」「パソコン」は家族で共有で所有している機器も含む。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

注： 「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。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

スマートフォンとパソコンとタブレット スマートフォンとパソコン

スマートフォンとタブレット スマートフォンのみ ケータイとパソコン

ケータイのみ その他の組み合わせ 全未所有

● 8割以上の60～70代がいずれかのICT機器を所有。
● スマートフォン所有率は， 60代が約7割， 70代が約4割。

● 60代では男性女性とも「スマートフォンとパソコン」の組み合わせが最も高い
　 (男性42%， 女性29%)。
● 70代の男性は「スマートフォンのみ」が最も高く(19%)， 70代女性は「ケータイのみ」
　 の層が最も多い(28%)。

ICT所有状況[年代別] 所有しているICT端末の組み合わせ[性年代別]［資料5-2］1 節 ［資料5-1］
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70代
(n=119)
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スマートフォン

タブレット
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いずれかを所有

28 28 
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1313 2929 44 4433141414142020

77 1010 44 202044282813131313

60代(n=260) 70代(n=218)



60代 70代
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注1： 2015年の「スマートフォン」はタブレット所有を含み集計。
注2： 2018年は家族で共有して所有している端末を含み集計。
出所： 2015年シニアの生活実態調査（訪問留置）
　　  2018年-2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置） 

1 節

● 2019年には70代のスマートフォン所有がケータイ所有を上回った。
● 60代のスマートフォン所有率は68%に達した。

［資料5-3］　スマホ・ケータイ所有率の年次推移[年代別]
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

家族の勧め

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

従来のケータイが
使えなくなった

仕事で必要になった

何となく

友人の勧め

販売員の勧め

価格が安い

注： 「パソコン」は家族と共有して所有しているものを含む。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)

注： スマートフォン所有者が回答。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

男性(n=136) 女性(n=124)

● 「ケータイ」の所有状況は， 就業状況による差が小さい。
● 「スマートフォン」の所有割合は， 「正規職員」「自営業」「パート・アルバイト」など
　 何らかの形で就業している層のほうが， 「専業主夫・主婦」や「無職」という就業して
 　いない層よりもやや大きい傾向が見られた。

● 最も高い所有きっかけは, 女性は「家族の勧め」であった(48％)。
    一方男性は， 「周囲にスマホを持っている人が増えた」が最も多かった(38%)。

ICT機器所有状況[就業状況別] ［資料5-5］1 節 ［資料5-4］

ケータイ スマートフォン パソコン

0% 20% 40% 60% 80%

正規職員(n=68)

自営(n=72)

パート・アルバイト
(n=75)

専業主夫・主婦
(n=113)

無職(n=150)

3232
4848

3838
3535

2828
2424
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635章　シニアの生活実態とICT利用

スマートフォンを所有したきっかけ 
[性別(男女別)](複数回答)
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注： スマートフォン所有者が回答。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)

注： スマートフォン所有者が回答。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)

男性(n=147) 女性(n=132)

● 「子や子の配偶者， 孫や孫の配偶者に相談する」という， 自分よりも若年の人間に
 　相談する割合が， 男女ともに一番大きい。

● 「販売店に来店して問い合わせる」割合が一番大きい。
● 男性の場合は「インターネットで自分で調べる」という， 自力で調べようとする層が，
 　その次に多い。

スマートフォンを使いこなすための
相談相手[性別(男女別)](複数回答) ［資料5-7］1 節 ［資料5-6］

0% 20% 40% 60% 80%

子・子の配偶者／
孫・孫の配偶者

に相談する

配偶者に
相談する

友人・恋人等の
親しい人に

相談する

これ以外の人に
相談する

相談しない

スマートフォンの操作方法の調べ方
[性別(男女別)](複数回答)
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0% 20% 40% 60% 80%

販売店に来店して
問い合わせる

インターネットで
自分で調べる

コールセンターに
問い合わせる

本で自分で調べる

何もしない・
あきらめる

これ以外の方法で
解決する
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男性(n=147) 女性(n=130)



●通話に関しては， 60代はスマホ・ケータイを使う割合が固定電話よりも大きく， 70代は固定電話を
　使う割合のほうが大きい（資料5-8）。
●60代が別居の家族と連絡を取る手段は， LINEが年々増加し約40%になった（資料5-9）。

コミュニケーションとICTサービス利用
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5章　シニアの生活実態とICT利用

2節

ポイント

66［資料5-8］ 最も多く使う連絡手段［連絡相手別・年代別］

67［資料5-9］ 別居家族との連絡手段の年次推移[60代](複数回答)

67［資料5-10］別居家族との連絡手段の年次推移[70代](複数回答)

68［資料5-11］ICT所有による人間関係，交際関係の変化について[ICT所有・未所有別]

68［資料5-12］ICT所有による人間関係，交際関係の変化について[所有端末別]

69［資料5-13］ICTサービスの利用状況(複数回答)
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2 節

● 60代はスマホ・ケータイでの通話を固定電話よりも使う一方， 70代は固定電話での通話をスマホ・ケータイより利用。
● 60代が別居家族・親族へ連絡する際には「LINEでのメッセージ」が最も多く使われている。

［資料5-8］　最も多く使う連絡手段［連絡相手別・年代別］

出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

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

同居の家族(n=258)

別居の家族・親族(n=255)

友人(n=258)

仕事関係者(n=164)

近隣の人々(n=215)

仕事関係者(n=77)

近隣の人々(n=205)

別居の家族・親族(n=220)

同居の家族(n=188)

友人(n=212)

LINEでのメッセージ スマホ・ケータイを用いたメール パソコンを用いたメール

固定電話での通話 スマホ・ケータイでの通話 直接会って伝える

60代

70代

9 9 15 15 9 9 17 17 28 28 22 22 

16 16 9 9 0 0 5 5 17 17 52 52 

29 29 20 20 0 0 14 14 27 27 10 10 

24 24 29 29 3 3 9 9 24 24 11 11 

0 4 0 26 8 61 0 4 0 26 8 61 

5 19 5 29 21 21 5 5 5 19 19 19 5 5 5 29 29 29 21 21 21 21 21 21 

5 7 0 21 5 63 5 5 5 7 7 7 0 0 0 21 21 21 5 5 5 63 63 63 

1 7 0 18 12 62 1 7 0 18 12 62 

7 20 3 29 28 13 7 20 3 29 28 13 

12 12 0 34 27 15 12 12 0 34 27 15 
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注： 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。
出所： 2015年シニアの生活実態調査（訪問留置）
　　  2017年-2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

注： 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。
出所： 2015年シニアの生活実態調査（訪問留置）
　　  2017年-2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

● LINEで連絡を取る割合が増えて42%になり， 全体で2番目に多い連絡手段に。 ● 60代同様， 70代においてもLINEで連絡を取る割合が伸びている。

別居家族との連絡手段の年次推移
[60代](複数回答)

別居家族との連絡手段の年次推移
[70代](複数回答)［資料5-10］2 節 ［資料5-9］
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4242
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3535
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47 47 

37 37 
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47 47 
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25 26 29 
33 

LINEでのメッセージ スマホ・ケータイを用いたメール パソコンを用いたメール
スマホ・ケータイでの通話固定電話での通話 直接会って伝える

LINEでのメッセージ スマホ・ケータイを用いたメール パソコンを用いたメール
スマホ・ケータイでの通話固定電話での通話 直接会って伝える



注1： 「ICT端末所有」は回線契約をしている端末， または， パソコン（家族との共有含む）を所有している方が回答。
注2： 「ICT端末未所有」は自分の回線契約済端末を持っていない， かつ， パソコン（家族との共有含む）を所有して
　　 いない方が回答。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

注： ケータイ所有者， スマートフォン所有者， パソコン所有者(共有も含む)が回答。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

ICT所有(n=414) ICT未所有(n=52)

● ICT所有者， ICT未所有者ともに「友人・知人や家族との交流が密になる・密になった」
　 という，プラスの側面での人とのつながりの変化を感じている割合が大きい。
● ICT所有者で人間関係への悪影響を感じている割合は， 5%程度である。

● スマートフォンやパソコン所有者の4割以上が， 「知人・友人や家族との交流が密になった」
　 と感じている。

ICT所有による人間関係，交際関係の
変化について[ICT所有・未所有別] ［資料5-12］2 節 ［資料5-11］

ケータイ(n=125) スマートフォン(n=257) パソコン(n=135)

10% 20% 30% 40%0% 50% 60%

家族との交流が
密になる・密になった

旧友との交流が
復活する・復活した

交際範囲が
広がる・広がった

その人の意外な側面が
わかる・わかった

新しい友だちが
できる・できた

家族の間で知らないことが
増える・増えた

人間関係に悪影響が
ある・あった

4343
2525

4141
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2626
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77
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1616

1212

55

10% 20% 30% 40%0% 50% 60%

知人・友人との交流が
密になった

家族との交流が
密になった

旧友との交流が
復活した

交際範囲が広がった

その人の意外な
側面がわかった

新しい友だちができた

家族の間で
知らないことが増えた

人間関係に
悪影響があった
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ICT所有による人間関係，
交際関係の変化について[所有端末別]
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知人・友人との交流が
密になる・密になった



2 節

● 資料3-1の世代と同様に「電子メール」「情報検索」の利用率が高い。
● 利用意向は「安否確認」「ホームセキュリティ」のような安心・安全に関わるサービスが高い。
● 資料3-1の全年代と比べると， 60~70代では「災害情報」の利用率が比較的高い傾向。

［資料5-13］　ICTサービスの利用状況(複数回答)
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注1： 「利用意向(利用したい)」は各サービスを利用していない人が回答。
注2： 「安否確認」は， 人が倒れた・人の動きがない等の異常時に警備員がかけつけ， 安否を確認できるサービス。
注3： 「ホームセキュリティ」は， 外出時などに自宅の家電のスイッチや鍵の開け閉め等を確認できるサービス。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)
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地図・ナビゲーション

テレビ/ネット通販
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動画/音楽視聴

SNS発信/更新

アプリ/Webゲーム

株，信託などの投資

健康アドバイス
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仕事紹介

安否確認

ホームセキュリティ (n=479)

利用率(利用している) 利用意向(利用したい)
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5章　シニアの生活実態とICT利用

3節

ポイント ●スマホ・ケータイ所有者のほうが未所有者と比べて， 家族や仲間との交流をしている傾向(資料5-14)。
●月1回以上インターネットで買い物をしているという割合は， 2割程度（資料5-15）。

シニアの生活の実態とICT利用

71［資料5-14］日々の活動の年次推移（単一回答）

72［資料5-15］利用する店舗と頻度[利用頻度別]（単一回答）

72［資料5-16］利用する店舗と頻度[性年代別]（単一回答）

73［資料5-17］インターネットショッピングを利用していることと関係の深い事項（単一回答）
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出所： 2015年シニアの生活実態調査（訪問留置）
　　  2018年-2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）

3 節

● 「仲間との交流」「家族との交流」を行っている60～70代は約6割。
● スマホ・ケータイ所有者のほうが未所有者と比べて交流や参加をしている傾向。

［資料5-14］　日々の活動の年次推移（単一回答）

2015年(n=514) 2018年(n=510) 2019年(n=500)
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0%

20%

30%

40%

50%

80%

70%

60%
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奉仕活動への参加 教室（身体を動かす）への参加

地域活動への参加
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出所： 2019年一般向けモバイル動向調査（訪問留置）
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出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置) 出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)

ほぼ毎日 週に2～3日 週1回程度 月1回程度
ほとんど利用していない・利用していない

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

● 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。
● 月1回以上「インターネットショッピング」をしている人の割合も， 2割程度存在している。

● 「インターネットショッピング」を一番利用しているのは男性60代。
● 「宅配(生協・農協など)」を一番利用しているのは女性60代。

利用する店舗と頻度
[利用頻度別]（単一回答） 利用する店舗と頻度[性年代別]（単一回答）［資料5-16］3 節 ［資料5-15］

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

60代
(n=266)

70代
(n=227)

60代
(n=133)

70代
(n=106)

60代
(n=133)

70代
(n=121)

全体

男性

女性

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

スーパー・商店・
コンビニ
(n=507)

宅配
（生協・農協など）

(n=499)

テレビ
ショッピング

(n=499)

インターネット
ショッピング

(n=496)

2020 334424244949

1515 6622 7777

99 9090

171733 80801100

9696
2727
2828

88

9494
2020

3232

3434

66

9696
1717
1818

2424

44

88

9898

9898

100100

1818

1919
1515

1111

1010

1111

00

00



注1： 「インターネットで買い物をしている割合」は， 月1回以上している回答の合計。
注2： 「パソコン」は家族と共有して所有しているものも含む。
出所： 2019年一般向けモバイル動向調査(訪問留置)

3 節

● スマートフォンやパソコン所有者のほうが， 未所有者よりも， インターネットで買い物をしている割合が大きい。
● 他方， ケータイの場合は， 逆に未所有者のほうが， インターネットで買い物をしている割合が大きい。
● 経済的なゆとりは「ない」と回答している層の他は， 総じて2割程度， インターネットで買い物をしている。
● 時間的なゆとりは， インターネットでの買い物にほとんど影響は与えていない。

［資料5-17］　インターネットショッピングを利用していることと関係の深い事項（単一回答）
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0% 10% 20% 30% 40%

所有(n=163)
未所有(n=333)

所有(n=278)
未所有(n=218)

所有(n=241)
未所有(n=229)

ある(n=35)

多少ある(n=228)

あまりない(n=154)

ない(n=77)

ある(n=167)

多少ある(n=220)

あまりない(n=79)

ない(n=28)

ケータイ

スマートフォン

パソコン

経済的なゆとり

時間的なゆとり

88

77

77

2626

3030

3232

2929

1010

2020

1818

2020

1818

2121

2222
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