
 

 

第１章 「単位老人クラブ実態調査」結果の要約 
 

※「単位老人クラブ」は、「老人クラブ」と略記しています。 

 

 

 

１．所在地（問 1） 

 

【特徴】市・区の割合が合計 85％。 

 

 

○ 集計の対象となった老人クラブ（2,215 か所）の所在地は、市 62.1％、区 22.7％、

町 13.4％、村 1.2％。市・区の割合の合計が 84.8％。 

 

 

図表 6 所在地（N=2,215） 

※グラフの()内の数値は実数 

 

 

 
 

 

 

２．設立年代（問 2） 

 

【特徴】H17 年以降に設立された老人クラブが約 1 割。 

 

 

○ 設立年代は、S40 年代の設立が最も多く 22.0％。次いで S50 年代 19.1％。 

市 

62.1% 

(1,375) 

区 

22.7% 

(503) 

町 

13.4% 

(296) 

村 

1.2%(27) 

無回答 

0.6%(14) 
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○ 4区分では、「S30年代以前」25.0％、「S40・50年代」41.1％、「S60-H16 年」22.6％。

近年（H17 年以降）に設立された老人クラブが約 1割（8.9％）。 

 

図表 7 設立年代（N=2,215） 

 

 
 

 

 

 

 

図表 8  設立年代・4区分（N=2,215） 

 

 

  

6.5% 

18.5% 

22.0% 

19.1% 

13.2% 

9.4% 

4.8% 

4.1% 

2.3% 

0.0% 15.0% 30.0%

昭和30年以前 

昭和30年代 

昭和40年代 

昭和50年代 

昭和60-平成6年 

平成7-16年 

平成17-21年 

平成22年以降 

無回答 

昭和30 

年代以前 

25.0% 

昭和40・50 
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8.9% 

無回答 

2.3% 
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３．会員について（問 3） 

 

【特徴】 

 平均会員数は 67 人。このうち女性 42 人（約 6 割）。80 歳以上 26 人（約 4 割）。 

規模としては、「50 人未満」と「50-100 人未満」が、ともに約 4 割。 

 

 

(1) 会員数 

 

○ 1老人クラブ当たりの会員数（平均）は 66.7 人。男性 25.0 人、女性 41.7 人。 

○ 前回の調査と比較すると、全体では 3.5 人減、性別では男女ともに減。 

 

 

図表 9  会員数・男女別の人数（1 老人クラブ当たりの会員数・平均） 

 計（会員数） 男性 女性 

今回の調査 66.7 人 25.0 人 41.7 人 

H20年度調査 70.2 人 26.8 人 43.4 人 

差（今回－H20年度） -3.5 人 -1.8 人 -1.7 人 

 

 

 

○ 会員数の区分は、「30-50 人」31.2％、「50-75 人」29.6％。この 2区分で 6 割以

上を占める。3 区分では、「50人未満」40.1％、「50-100 人未満」37.5％、「100

人以上」17.8％。 

○ 前回の調査と比較すると、「50人未満」が 13 ポイント増。 

 

 

図表 10  会員数の区分（N=2,215） 

 

8.9% 
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29.6% 

7.9% 

13.4% 
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50-75人未満 

75-100人未満 

100-150人未満 

150人以上 

無回答 
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(2) 会員の性別 

 

○ 会員の性別は、男性 37.5％、女性 62.5％。前回の調査とほぼ同じ割合。 

○ １老人クラブ当たりの女性会員の割合は、「60％未満」38.3％、「60-80％未満」

49.1％、「80％以上」7.9％。平均は 62.9％。 

 

 

 

図表 11 会員・性別（N=141,098人） 

 

 

 

 

 

 

 

図表 12  1老人クラブ当たりの女性会員の割合（N=2,215） 
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(3) 会員の年齢別 

 

○ 年齢別の会員数（平均）は、80 歳以上 25.6 人、70歳代 31.3 人、70 歳未満 9.8 人。

前回の調査より、80 歳以上が 2.9 人増、70歳未満が 3.9 人減。 

○ 年齢別の割合は、70歳代（計）46.9％、80 歳以上 38.3％、70 歳未満 14.8％。前回

の調査と比較すると、80 歳以上が 6 ポイント増、70 歳未満が 5 ポイント減。 

○ 1老人クラブ当たりの 75歳以上の会員の割合は、「80％以上」21.2％、「60-80％

未満」43.6％、「60％未満」30.1％。平均は 66.1％。前回の調査より「80％以上」

が 9ポイント増、また、前々回の調査より 15 ポイント増。 

 

 

 

 

図表 13  会員数・年齢別の人数（1 老人クラブ当たりの会員数・平均） 

 計（会員数） 70歳未満 70-74歳 75-79歳 80歳以上 

今回の調査 66.7 人 9.8人 13.8 人 17.5 人 25.6 人 

H20年度調査 70.2 人 13.7 人 15.9 人 17.9 人 22.7 人 

差（今回－H20年度） -3.5 人 -3.9 人 -2.1 人 -0.4 人 2.9人 

 

 

 

 

 

図表 14  会員・年齢別（N=141,098 人） 
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図表 15  1老人クラブ当たりの 75歳以上の会員の割合（N=2,215） 

 

 

 
 

 

 

 

４．加入年齢（問 4） 

 

【特徴】60 歳からの加入が 66％。 

 

 

○ 老人クラブの加入年齢は、「60歳から」が最も多く 66.4％。65歳以上の合計は 21.9％。

前回の調査とほぼ同様の傾向。 

 

 

図表 16 加入年齢（N=2,215） 
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５．会員に準じる制度について（問 5） 

 

【特徴】会員に準じる制度がある老人クラブは 2 割。 

 

 

○ 準会員など会員に準じる制度を「設けている」老人クラブは 22.6％。過年度の調査

と比較すると、「設けている」が減少傾向にあり、前々回の調査より 7ポイント減。 

○ 制度の内訳は、「正会員の年齢に達していない者」47.9％、「外部協力者」33.7％。

前回の調査と比較すると、「正会員の年齢に達していない者」が 13 ポイント減。 

 

 

 

図表 17 会員に準じる制度の有無（N=2,215） 

 

 

 

 

 

図表 18 会員に準じる制度の内容 

（複数回答、N=501） 

  

設けている 
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設けていない 
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無回答 

2.3% 

47.9% 

33.7% 

24.6% 

0.0% 40.0% 80.0%

正会員の年齢に達していない者 

外部協力者 

その他 
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６．会員数の増減（問 6・H25.4.1-H26.3.31） 

 

【特徴】１年間の入会者 3.3 人、退会者 3.9 人（逝去者 2.0 人、退会者 1.9 人）。 

 

 

○ 1老人クラブの１年間の入会者（平均）は 3.3 人。これに対し、退会者は合計 3.9

人。内訳は、逝去者 2.0人、退会者 1.9 人。結果として全体で 0.6 人の減。 

○ 前回の調査と比較すると、逝去者、退会者は同程度、入会者が 0.6 人の減。 

 

 

図表 19 会員数の増減（1老人クラブ当たりの平均） 

 クラブ数 入会者（A） 逝去者（B） 退会者（C） 増減（A-B-C） 

今回の調査 2,124 3.3人 2.0人 1.9人 -0.6 人 

H20年度調査 2,643 3.9人 2.1人 1.8人 -0.0 人 

 

 

 

 

７．年間会費（問 7） 

 

【特徴】年間会費は 1,500 円未満が 63％。 

 

 

○ 会員（1 人）の年間会費額は、「1,000-1,499 円」43.3％、「1,000 円未満」20.0％

で、1,500 円未満の合計が 63.3％。 

○ 過年度の調査と比較すると、「1,000 円未満」が、前々回の調査より 12 ポイント増。 

 

 

図表 20 会員 1人当たりの年間会費額（N=2,215） 
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８．収入決算（問 8、H25年度） 

 

【特徴】 

収入決算額（年平均）は 47 万円。内訳の割合は「行政の助成金」23％、会費 18％。 

決算額の区分では、「30 万未満」44％、「50 万円以上」31％。 

 

 

○ 1老人クラブ当たりの収入決算額（年平均）は、470,381 円。内訳は、「会費」17.7％

（83,412 円）、「行政の助成金」23.0％（108,390 円）。 

○ 前回の調査と比較すると、収入決算額は 3,300 円の増。割合では「会費」が 5ポイ

ント減、「繰越収入」が 6 ポイント増。 

○ 決算額の区分では、「30 万未満」43.7％、「30-50 万円未満」20.1％、「50 万円以

上」30.9％。 

 

 

 

図表 21 1老人クラブ当たりの収入決算額（平均）（上段は金額・円、下段は％） 

  会費 行政の 

助成金 

社協や町

内会等の

補助金・

助成金 

事業 

収入 

寄付金 その他 

収入 

繰越収入 合計 

今回の 

調査 

83,412 

17.7 

108,390 

23.0 

49,514 

10.5 

23,869 

5.1 

24,454 

5.2 

26,995 

5.7 

153,747 

32.7 

470,381 

100.0％ 

H20年

度調査 

103,772 

22.2 

114,275 

24.5 

46,714 

10.0 

26,300 

5.6 

21,407 

4.6 

27,947 

6.0 

126,640 

27.1 

467,054 

100.0％ 

 

 

 

図表 22  収入決算額・4 区分（N=2,215） 
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９．役員について（問 9） 

 

 

(1) 会長について 

 

【特徴】女性会長が 15％。平均年齢 77 歳。平均在職年数 6 年。 

 

 

○ 会長の性別は、男性 84.6％、女性 14.7％。前々回の調査と比べると、女性が 7ポ

イント増。 

○ 会長の年齢は平均 77.1 歳。区分では、「75-79歳」34.9％、「80 歳以上」32.4％。

過年度の調査と比べると、平均年齢は、前回より 1.6 歳増。割合では、「80歳以上」

が前々回の調査よりが 14ポイント増。 

○ 在職年数（平均）は 6.0 年。区分では、「4-10年未満」36.5％、「2-4 年未満」24.2％、

「10 年以上」20.0％。過年度の調査と比べると、「10 年以上」が増加傾向にあり、

前々回の調査より 6ポイント増。 

 

 

 

図表 23 会長の性別（N=2,215） 
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図表 24 会長の年齢（N=2,215） 

 

 

 
 

 

 

 

 

図表 25 会長の在職年数（N=2,215） 
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(2) 会長以外の役員等について（副会長・部長・班長等） 

 

【特徴】平均人数は 8 人。女性 6 割。75 歳以上が 6 割。 

 

 

○ 1老人クラブ当たりの会長以外の役員等の人数（平均）は 8.1 人。区分では、「10

人以上」31.1％、「7-9人」23.3％で、7 人以上の合計が 54.4％。 

○ 性別は、男性 41.6％、女性 58.4％。 

○ 年齢は、74 歳以下 37.7％、75 歳以上 62.3％。 

 

 

 

図表 26 会長以外の役員等の人数（N=2,215） 

 

 

 
 

 

 

図表 27 会長以外の役員等の性別（N=17,480人） 
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図表 25 会長の在職年数（N=2,215） 
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図表 28 会長以外の役員等の年齢（N=17,480人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．例会・総会について（問 10） 

 

【特徴】 

年「1-3 回」の開催が 4 割。参加率は「おおむね 4-6 割未満」が 4 割。 

開催場所は「町内会や自治会の集会所」が 56％。 

 

 

○ １年間の開催回数は、「1-3 回」42.8％、「4-9 回」28.8％、「10 回以上」27.0％。

前々回の調査と比較すると、「1-3 回」が 11 ポイント増、「4-9 回」が 10 ポイン

ト減。 

○ 会員の参加率は、「おおむね 4-6 割未満」42.3％、「おおむね 6 割以上」32.1％。

前々回の調査と比較すると、「おおむね 6割以上」が 5ポイント増。 

○ 開催場所は、「町内会や自治会等の集会所」55.7％、「公民館」32.8％。前々回の

調査と比較すると、「町内会や自治会等の集会所」が 17 ポイント増、「公民館」

が 17ポイント減。 
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図表 29 例会・総会の開催回数（N=2,215） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図表 30 例会・総会の参加状況（N=2,215） 
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○ １年間の開催回数は、「1-3 回」42.8％、「4-9 回」28.8％、「10回以上」27.0％。

前々回の調査と比較すると、「1-3 回」が 11 ポイント増、「4-9 回」が 10ポイン

ト減。 

○ 会員の参加率は、「おおむね 4-6 割未満」42.3％、「おおむね 6 割以上」32.1％。
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図表 31 例会・総会の開催場所（複数回答、N=2,215） 

 

 
 

 

 

 

 

１１．会報について（問 11） 

 

【特徴】発行している老人クラブは 44％。 

 

 

○ 会報を発行している老人クラブは 44.3％。前回調査の 33.3％から 11 ポイント増。

１年間の発行回数は、「1-3 回」17.2％、「4-9 回」10.6％、「10 回以上」16.5％。

4回以上の合計が 27.1％。 

○ 配布先は、「会員」が 91.1％、「町内会・自治会等の地域の関係者や関係団体」19.7％、

「地域内全戸（地域の回覧を含む）」は 9.9％。 

 

 

図表 32 会報の発行回数（N=2,215） 
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図表 33 会報の配布先（複数回答、N=980） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．会員の加入促進について（問 12） 

 

【特徴】 

加入促進に取り組んでいる老人クラブは 9 割。 

主な担い手は「役員等のリーダー」が 6 割。 

方法は「勧誘活動」96％、「町内会・自治会等に協力依頼」53％。 

 

 

○ 会員の加入促進に「取り組んでいる」老人クラブは 91.9％。過年度の調査と比較す

ると、「取り組んでいる」割合はほぼ同じ。 

○ 主な担い手は、「役員等のリーダー」62.0％。 

○ 加入促進の方法は、「勧誘活動をしている」95.5％、「町内会・自治会等に協力依

頼をしている」52.6％、「ＰＲ・広報活動を実施している」30.1％。 

○ 勧誘活動の内容は、「くちコミ」60.6％。 

○ ＰＲ・広報活動の内容は、「チラシ・ポスターの作成」62.7％。 

○ 町内会・自治会等への協力依頼の内容は、「行事でのＰＲ」56.6％。 
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図表 32 会報の発行回数（N=2,215） 
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図表 34 会員の加入促進に取り組んでいるか（N=2,215） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 35 加入促進に主に誰が取り組んでいるか（N=2,036） 
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図表 36 どのように加入促進に取り組んでいるか 

（複数回答、N=2,036） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 37 勧誘活動の内容（複数回答、N=1,945） 
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図表 34 会員の加入促進に取り組んでいるか（N=2,215） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 35 加入促進に主に誰が取り組んでいるか（N=2,036） 
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図表 38 ＰＲ・広報活動の内容（複数回答、N=612） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 39 町内会・自治会等への協力依頼の内容 

（複数回答。N=1,070） 
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１３．活動の実施状況について（問 13） 

 

【特徴】 

平均活動数は 16 項目。 

実施率が高い活動は、「清掃活動」「地域行事への参加」「新年会・忘年会」（86-78％）。 

 

 

○ 質問した 40項目の活動のうち、老人クラブが実施している活動数は、平均 16項目

である。分野別では、地域活動 3.5 項目、健康づくり活動 3.4 項目、学習・趣味・

親睦活動 3.2 項目などである。 

○ 各分野において、何らかの活動を 1 つ以上実施している割合をみると、最も少ない

生産・伝承活動分野でも半数（49.1％）の老人クラブで行っている。他の分野では、

ほとんどのクラブ（84-96％）で何らかの活動をしている。 

○ 実施率が高い活動は、「清掃活動」「地域行事への参加」「新年会・忘年会」（86-78％）

である。次いで「交通安全等、事故防止の取り組み」69.1％、「安否確認・声かけ

活動」66.4％など。40種類の活動について質問した結果、半数（50％）以上の老人

クラブが実施している活動は 13項目となっている。 

○ 会員以外にも参加の呼びかけをしている活動は、「地域行事への参加」「グラウン

ド・ゴルフ」「安否確認・声かけ活動」（30-38％）。 

○ 関係機関・団体の協力を得ている活動は、「地域行事への参加」「交通安全等、事

故防止の取り組み」「健康・介護予防の学習」（51-45％）。 

 

 

  

 

 

 

図表 38 ＰＲ・広報活動の内容（複数回答、N=612） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 39 町内会・自治会等への協力依頼の内容 

（複数回答。N=1,070） 
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図表 40 老人クラブが実施している活動の割合と活動数（N=2,215） 

分野 
各分野において１つ以上の活動

を実施しているクラブの割合 
活動数（平均） 

健康づくり活動 92.5％ 3.4項目 

友愛活動 84.0％ 2.4項目 

奉仕・ボランティア活動 94.8％ 2.7項目 

学習・趣味・親睦活動 95.7％ 3.2項目 

地域活動 91.7％ 3.5項目 

生産・伝承活動 49.1％ 0.9項目 

 計  16.1項目 

 

 

 

 

図表 41 実施している活動 

（複数回答、上位 16 項目、N=2,215） 
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図表 42 会員以外にも参加を呼びかけている活動 

（複数回答、25％以上の項目、N=2,215） 

 

 

 

 

 

 

 

図表 43 関係機関・団体の協力を得ている活動 

（複数回答、25％以上の項目、N=2,215） 
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図表 41 実施している活動 

（複数回答、上位 16 項目、N=2,215） 
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１４．会員が楽しみにしている活動（問 14-1） 

 

【特徴】「グラウンド・ゴルフ」が最多（4 割）。 

 

 

○ 会員が楽しみにしている活動は、「グラウンド・ゴルフ」が最も多く 41.0％、次い

で「新年会・忘年会」34.0％、「親睦旅行」33.7％。（30％以上の活動） 

 

 

 

 

図表 44 会員が楽しみにしている活動 

（複数回答・3つ選択、上位 10 項目、N=2,215） 
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１５．会員外の参加者が多い活動（問 14-2） 

 

【特徴】過半数の老人クラブで会員外の参加者がいる。 

 

 

○ 会員外の参加者がいる老人クラブの割合は 54.8％。 

○ 参加している活動は、「地域行事への参加」が最も多く 13.4％、次いで「グラウン

ド・ゴルフ」10.4％、「清掃活動」9.3％。 

 

 

図表 45  会員外の参加の有無（N=2,215） 

 

 

 

 

 

図表 46 会員以外の参加者が多い活動 

（複数回答・3つ選択、上位 10 項目、N=2,215） 
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１４．会員が楽しみにしている活動（問 14-1） 

 

【特徴】「グラウンド・ゴルフ」が最多（4 割）。 

 

 

○ 会員が楽しみにしている活動は、「グラウンド・ゴルフ」が最も多く 41.0％、次い

で「新年会・忘年会」34.0％、「親睦旅行」33.7％。（30％以上の活動） 

 

 

 

 

図表 44 会員が楽しみにしている活動 

（複数回答・3つ選択、上位 10 項目、N=2,215） 
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１６．老人クラブの活性化のために、これから大切になる取り組み（問 15） 

 

【特徴】 

大切になる取り組みとしては、「高齢者相互の支えあい・友愛活動の充実」「健康

づくり・介護予防活動の充実」（54-56％）。 

 

 

○ 過半数の老人クラブから回答があった項目は、「高齢者相互の支えあい・友愛活動

の充実」56.0％と「健康づくり・介護予防活動の充実」54.0％で、会員の暮らしや

健康を維持するための取り組みである。 

○ 次いで、老人クラブの今後の運営に関する取り組みとして、「若手高齢者に向けた

取り組み」40.0％と「会員以外の高齢者への呼びかけ」36.3％が続いている。 

 

 

 

図表 47 老人クラブの活性化のために、これから大切になる取り組み 

（複数回答・3つ選択、N=2,215） 
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１７．老人クラブが協力を得ている関係機関・団体（問 16） 

 

【特徴】関係が密接なところは、「町内会・自治会」「行政」「社協」（6-8 割）。 

 

 

○ 老人クラブが協力を得ている関係機関・団体は、「町内会・自治会」79.5％、「市

区町村行政」67.4％、「社会福祉協議会」65.0％が、上位 3か所。次いで、「警察」

38.2％、「公民館」37.9％、「地域包括支援センター」30.4％。（30％以上） 

 

 

 

図表 48 老人クラブが協力を得ている関係機関・団体 

（複数回答、N=2,215） 
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１８．老人クラブの自慢の活動（問 17、記述回答） 

 

【特徴】「グラウンド・ゴルフ」が最も多い自慢の活動。 

 

 

○ 老人クラブの「自慢の活動は何か（１つ）」について記述形式で質問した結果、1,374

か所（62.1％）の老人クラブから回答を得た。 

○ 回答結果をキーワードで分類した結果、最も多かった自慢の活動は「グラウンド・

ゴルフ」、次いで、「清掃活動」「趣味等のサークル活動」が上位 3 項目である。 

 

 

 

図表 49  老人クラブの自慢の活動 

（上位の項目を抜粋・単位は老人クラブ数） 
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