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１ 調査の目的 

近年は、少子高齢化の進行、生活様式の多様化により、かつてあったような住

民相互の支えあい等の「地域力」が低下してきているといわれており、また、ひ

きこもりや子育てに悩む若い母親の孤立、高齢者の孤独死、児童や高齢者に対す

る虐待等が新たな問題となっています。このように複雑・多様化している社会問

題や生活上の諸課題に対応するため、あきる野市では福祉サービスの充実と、地

域住民等による相互の助け合い、支えあい活動の促進による、福祉の向上に取り

組む指針として、「あきる野市地域保健福祉計画」を策定することになりました。 

このアンケート調査は、市民のみなさまにご意見をいただき、計画策定にあた

っての基礎資料として使わせていただくために実施しました。 

 

 

２ 調査の枠組み 

 

調査対象 
平成 31 年 4 月 1 日現在、あきる野市在住の 20 歳以上の方 

無作為抽出による 2,000 人（a） 

調査期間 令和元年 5 月 30 日～6 月 12 日 

調査方法 
郵送配付・郵送回収、お礼状形式の督促を 1 回 

無記名、自記式 

回 収 数 972 票（b） 

回 収 率 48.6％（b/a×100） 

 

 

３ 報告書における留意点 

⚫ 図表中の「回答数」は、各設問に該当する回答の総数であり、回答率（％）

の母数をあらわしています。 

⚫ 回答率（％）は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計が 100％

にならない場合があります。 

⚫ クロス集計の記載にあたっては、分析の柱である「性別」「年齢別」「ブロ



4 

ック別」「家族構成別」「職業別」の無回答は掲載を省略しています。した

がって、例えば性別の回答数を合計しても、全体の数字とは一致しません。 

⚫ 必要に応じて平成 26年度に実施した市民アンケート調査との比較を行っ

ています。 

⚫ 本報告書では、本調査を「今回調査」、平成 26年度に実施した市民アンケ

ート調査を「前回調査」と表記しています。 

⚫ 自由意見については、キーワードをもとに分類し、分類ごとに主要な意見

を抜粋して、原則として記載されていた原文のとおり掲載しています。 

 

 

４ ブロックの表記について 

本報告書における「ブロック」は、「問２お住まいの地域」で得た回答で、下

表のとおり分類しています。 

 

報告書の表記 地 域 

第１ブロック 草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一～二丁目 

第 2 ブロック 

雨間、野辺、小川、小川東一～三丁目、二宮、 
二宮東一～三丁目、平沢、平沢東一丁目、 
平沢西一丁目、切欠、秋川一～六丁目、 
秋留一～五丁目 

第３ブロック 引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平 

第４ブロック 山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内 

第５ブロック 五日市、小中野、留原、高尾、舘谷、舘谷台、入野 

第６ブロック 小和田、深沢、戸倉、乙津、養沢 
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調査結果の要約とポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

調査結果の要約とポイント 

⚫ 平成 31 年 4 月 1 日現在、あきる野市在住の 20 歳以上の方 2,000 人を対象に郵送に

て調査を実施し、972 票、48.6％の方から回答を得ました。 

⚫ 回答者の性別は「男性」41.9％、「女性」50.0％、年齢は「70 歳以上」の 35.7％が最も高く、

約 7 割が 50 歳以上となっています。 

⚫ 家族構成は、「二世代家族」が 45.2％を占めて最も高い割合ですが、「一人暮らし」と「夫婦の

み」を合わせると 43.1％となります。 

１ 回答者の基本属性 

⚫ 居住年数が「３０年以上」である人が 57.7％を占めています。暮らしている地域（ブ

ロック）別に違いがみられ、第３・第４・第５・第６ブロックにおいて、「３０年以上」の割合

が高くなっています。 

⚫ あきる野市の暮らしやすさは、『暮らしやすい』が 81.9％、『暮らしにくい』が 17.3％でし

た。暮らしにくいと思う理由の第 1 位は「交通の便に対する不満」、第 2 位は「買い物等の店が減

少」となっています。 

⚫ ご近所との関係は、「さしさわりのないことなら､話せる相手がいる」が 48.1％で最も高

い一方で、「ほとんど近所付き合いをしない」は 5.9％、「ほとんど顔も知らない」は

2.5％となっています。 

⚫ 前回調査と比較すると、「個人的なことを相談し合える人がいる」は 3.1 ポイント減少しており、総

じて近所付き合いは減っています。 

⚫ お付き合いしない理由は、「ふだん付き合う機会がないから」63.2％、「仕事や家事・育児などで

忙しい（時間がない）から」31.6％が上位です。年齢別にみると、「仕事や家事・育児などで忙

しい（時間がない）から」は年代が低くなるほど割合が高くなっています。「ふだん付き合う機会が

ないから」は、年齢別では 20 歳代で、家族構成別では一人暮らしで 7 割を超えています。 

２ あきる野市での暮らし 
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⚫ 地域の行事や活動への参加経験は、『参加している』46.0％、『参加していない』

52.1％であり、参加していない割合が過半数を占めました。『参加している』割合は年代が高い

人に多くなっています。 

⚫ 前回調査と比較すると、「まったく参加していない」が 9.0 ポイント増加するなど、総じて地域の行

事や活動への参加の度合いは前回調査に比べて少なくなっています。 

⚫ 参加した地域の行事や活動内容は、「町内会・自治会などの活動」の 78.7％が最も高く、次

いで「お祭りや運動会などのイベント活動」の 46.3％が続いています。 

⚫ 前回調査と比較すると、参加しない理由は「忙しい（時間がない）から」が 9.4 ポイント

増加しており、ご近所付き合いと同様に、忙しい（時間がない）という理由が参加しない理由の

上位でした。 

⚫ 地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なことは、「誰もが気軽にふれ

あえる場・居場所をつくる」40.0％が最も高く、次いで「交流活動やイベントなど、ふれあう・

知り合う機会を増やす」、「近所の子どもや高齢者への見守り・声かけ活動をすすめる」が 3 割台

で続いています。 

⚫ 地域の人に手助けできることは、「災害時の安否確認の声かけ」55.6％が最も高く、

次いで「日常的な安否確認の声かけ」50.9％、「話し相手や相談相手」29.2％、「ちょっとした買

い物やゴミ出し」21.8％などが続いています。 

3 地域における交流、活動 

⚫ ボランティア活動への参加経験は、「参加したことがある」28.5％、「参加したことはな

い」70.9％となっています。参加経験のある人は、前回調査と比較すると微減しています。 

⚫ ボランティア活動に参加しない理由をみると、「忙しい（時間がない）から」44.6％が最も高

く、次いで「活動の団体・グループに入っていないから」38.9％、「どのような行事や活動があるか、い

つ・どこでやっているか知らないから」32.9％が続いています。 

⚫ 今後のボランティア活動の意向は、『取り組みたい』と回答した方は 34.6％と、3 人に 1

人が今後のボランティア活動参加意向をもっています。 

⚫ 『取り組みたい』割合が高いのは、年齢別では 20歳代と 30歳代で、家族構成別では三

世代家族で 4割を超えています。職業別では学生が 7割を超えています。 

⚫ ボランティア活動の輪を広げていくために必要なことは、「情報提供を充実させる」45.1％が最

も高く、次いで「ボランティアを必要とする人、したい人とを結ぶ仕組みをつくる」、「活動をしたい人のた

めの相談窓口を提供する」、「経済的負担がかからないように、交通費などの実費を援助する」が続

いています。 

４ ボランティア活動 



9 

  

⚫ 災害時の避難は、「できる」76.5％が最も高く、次いで「できないが、支援してくれる人（家族や知人

等）がいる」11.5％、これらを合わせた『避難できる』人は約 9割を占めています。 

⚫ 一方、「できないし、支援してくれる人（家族や知人等）はいない」は 2.2％です。 

⚫ 家族構成別でみると、一人暮らしで『避難できる』人の割合が他より低くなっています。 

⚫ 災害時の対策として充実してほしいことの上位は、「災害時の医療体制の整備」、「高

齢者、障がい者、乳幼児対応の避難施設の確保」、「災害後の生活支援体制の確立」、「避難行

動要支援者がどこにいるのかの把握（台帳づくりなど）」、「高齢者、障がい者、乳幼児等に必要な

物資の備蓄」となっています。 

５ 災害時の対応等 

⚫ 交通手段の確保、利便性向上の必要性 （52 件）：交通の便が悪い 

⚫ 空き家等、地域環境の整備（41 件）：空き家が多く防犯上心配、利用できないか 

⚫ 自治会、町内会（38 件）：仕組みを変えて欲しい、高齢化 

⚫ 市・行政への意見（32 件）：気軽に相談できる窓口 など 

⚫ 道路・歩道等の整備（30 件）：狭い道路、自転車走行が危険 

⚫ 地域のつながり（27 件）：近隣の交流が希薄 

⚫ 高齢ドライバー、運転免許証返納後の生活（25 件）：免許証を返しても暮らしやすく 

⚫ 一人暮らし（高齢者）（22 件）：ゴミ屋敷化、防犯対策、火災を起さないように声かけ 

⚫ 障がい者・児、外国人（21 件）：田舎ならではの差別や偏見、国人労働者ファミリーが増加 

⚫ 買い物・生活の不便（20 件）：買い物が不便 

⚫ 高齢者の増加、高齢化、若者の減少（19 件）：隣り近所、高齢者が多く若い人が少ない 

⚫ 高齢者の日常生活に対する支援（18 件）：日常生活に対するフォロー体制の整備 

⚫ 福祉・福祉活動・ボランティア（17 件）：ボランティア側が高齢化 

⚫ 防犯・防災（17 件）：悪質な業者の訪問、空き巣などの防犯対策 

⚫ 子ども・子育て（17 件）：保育所を増やして欲しい、子育て支援や環境問題に取り組んで 

⚫ ひきこもり（15 件）：中高年のひきこもりの人が近所に多い 

⚫ 担い手（13 件）：福祉施設の人手不足、地域での活動者の人材不足   など 

６ 市民が感じている地域の課題（自由意見） 
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⚫ 地域の団体・機関の認知度は、「民生委員・児童委員」が 72.8％、「あきる野市

社会福祉協議会」が 56.8％であり、これらは過半数を超えています。一方で、10.0％は

例示した団体・機関をしらないと回答し、女性に比べて男性に知らない割合が高くなっています。 

⚫ 希望する情報提供は、「市の広報誌やパンフレット」が 66.9％で最も高い結果となり

ました。「市の広報誌やパンフレット」、「地域の回覧板」は年代が高に人に、「市のホームページ」、

「インターネット（市のホームページ以外）」、「メール、ＳＮＳによる配信」は年代が低い人に希

望する割合が高くなっています。 

⚫ まちづくりにおいて重要なことは、「道路の段差を解消する」が 52.7％で最も高くな

りました。今回調査で新たに追加した「誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助け合いの意

識を高める」も 33.5％となっています。 

⚫ あきる野市の施策について、取り組み別にすすんでいる・充実していると感じる割合

（『そう思う』割合）が最も高いのは、①健康づくり、介護予防 49.4％、次いで④

防災・防犯の取り組み 46.3％、⑦地域における見守りの取り組み 41.4％、⑫.高齢者への支

援、サービス 39.4％、③地域における医療体制、医療と介護の連携 36.6％、⑬差別・偏見

のないまちづくり 34.7％、⑩子ども・子育て世帯への支援、サービス 34.1％、⑪障がい者

（児）への支援、サービス 34.0％となっています。 

⚫ 一方、『そう思わない』割合が高いのは、⑤道路や建物のバリアフリー化など誰もが

暮らしやすいまちづくり 68.0％、次いで⑧判断能力に不安がある者等への権利擁護、虐

待防止の取り組み 64.2％、⑥住民同士で支えあう仕組みづくり 60.1％、⑭福祉人材の育成

58.7％、⑨生活困窮者への支援 57.0％、⑮ボランティアの支援 55.4％、②社会参加・生き

がいづくり 52.2％となっています。 

⚫ 市民が考える、今後充実すべき保健福祉施策は、「地域における医療体制、医療と

介護の連携」54.9％が最も高く、「高齢者への支援、サービス」、「防災・防犯の取り組

み」、「健康づくり、介護予防」は４割台、「道路や建物のバリアフリー化など誰もが暮らしやすい

まちづくり」、「子ども・子育て世帯への支援、サービス」、「障がい者（児）への支援、サービス」、

「社会的孤立、ひきこもり者等への支援」、「社会参加・生きがいづくり」、「住民同士で支えあう

仕組みづくり」は 3 割台が充実すべきと回答しています。 

⚫ 年齢別にみると、「健康づくり、介護予防」と「地域における医療体制、医療と介護の連携」「高

齢者への支援、サービス」は年代が高い人、「子ども・子育て世帯への支援、サービス」は 20 歳

代と 30 歳代、「自殺防止に関する対策」は 20 歳代～40 歳代で全体の割合を上回っていま

す。 

7 保健福祉施策について 
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  ⚫ 以下は上位の意見です、前述の「地域の課題」とも重なる意見が出ています。 

⚫ 市への意見・要望、感謝など（29 件）：市の積極的な取り組み。職員が地域に出て対話

が必要。 

⚫ 市民活動、ボランティア活動について（27 件）：活動の充実が必要 

⚫ 情報発信について（20 件）：情報の発信・共有が大切 

⚫ まちづくりについて（16 件）：若い世代が「暮らしたい」と思える街づくり 

⚫ 地域での支えあい・仲間づくりについて（14 件）：若者も巻き込んだ新しいコミュニティー

づくり 

⚫ 交通機関について（12 件）：公共交通手段が乏しく車がないと暮らせない 

⚫ アンケートについて（11 件）：アンケート等活用してほしい 

⚫ 子ども・子育てについて（10 件）：出発地点は子どもから考えた方が良い 

⚫ 地域環境の整備について（10 件）：空き家対策、バリアフリー整備 

⚫ 自治会・町内会について（10 件）：町内会の高齢化 

⚫ 担い手・人材について（8 件）：福祉施設の人材不足、ボランティアの育成 

⚫ 高齢者への支援について（8 件）：高齢者福祉の充実 

⚫ 健康づくりについて（5 件）：健康寿命を延ばすために、より地域に入り込んだ事業を 

など   

８ 市民の意見 
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１ 回答者ご自身について 

（１）性別と年齢 

問 1 性別と平成３１（2019）年４月１日現在の年齢をお答えください。 

図表 2－1 性別（単数回答） 

 

図表 2－2 年齢（単数回答） 

 

回答者の性別は、「男性」41.9％、「女性」50.0％であり、「女性」のほうが 8.1

ポイント高くなっています。 

回答者の年齢は、「70歳以上」35.7％が最も高く、次いで「60歳代」19.3％、

「40歳代」15.7％、「50歳代」14.0％、「30歳代」7.9％、「20歳代」5.9％と続

いています。回答者の約 7割が 50歳以上となっています。 

前回調査と比較すると、「70歳以上」が 9.3ポイント増加しています。 

  

20歳代

8.4

5.9

30歳代

7.9

7.9

40歳代

17.0

15.7

50歳代

16.5

14.0

60歳代

23.9

19.3

70歳

以上

26.4

35.7

無回答

0.0

1.4

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972

今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394

男性

51.5

41.9

女性

48.5

50.0

無回答

0.0

8.1

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972

今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394

※以下、必要に応じて平成 26 年度に実施した市民アンケート調査との比較を行っています。 

※本報告書では、本調査を「今回調査」、平成 26 年度に実施した市民アンケート調査を「前回調査」と表記しています。 
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図表２－3 年齢（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

20
歳
代 

30
歳
代 

40
歳
代 

50
歳
代 

60
歳
代 

70
歳
以
上 

無
回
答 

全 体 
972 57 77 153 136 188 347 14 

100.0 5.9 7.9 15.7 14.0 19.3 35.7 1.4 

性
別 

男性 
407 30 26 72 60 76 138 5 

100.0 7.4 6.4 17.7 14.7 18.7 33.9 1.2 

女性 
486 23 44 73 73 96 173 4 

100.0 4.7 9.1 15.0 15.0 19.8 35.6 0.8 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 18 17 35 25 30 70 3 

100.0 9.1 8.6 17.7 12.6 15.2 35.4 1.5 

第２ブロック 
316 22 29 53 51 58 99 4 

100.0 7.0 9.2 16.8 16.1 18.4 31.3 1.3 

第３ブロック 
150 6 11 20 23 30 58 2 

100.0 4.0 7.3 13.3 15.3 20.0 38.7 1.3 

第４ブロック 
140 6 9 22 15 30 57 1 

100.0 4.3 6.4 15.7 10.7 21.4 40.7 0.7 

第５ブロック 
129 4 10 20 18 28 49 0 

100.0 3.1 7.8 15.5 14.0 21.7 38.0 0.0 

第６ブロック 
33 1 1 3 3 12 13 0 

100.0 3.0 3.0 9.1 9.1 36.4 39.4 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 5 7 10 11 23 61 0 

100.0 4.3 6.0 8.5 9.4 19.7 52.1 0.0 

夫婦のみ 
302 3 11 22 29 87 146 4 

100.0 1.0 3.6 7.3 9.6 28.8 48.3 1.3 

二世代家族 
439 37 47 106 75 67 101 6 

100.0 8.4 10.7 24.1 17.1 15.3 23.0 1.4 

三世代家族 
85 12 6 13 19 6 28 1 

100.0 14.1 7.1 15.3 22.4 7.1 32.9 1.2 

その他 
22 0 4 2 2 4 10 0 

100.0 0.0 18.2 9.1 9.1 18.2 45.5 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 29 40 83 73 33 8 2 

100.0 10.8 14.9 31.0 27.2 12.3 3.0 0.7 

パート・アルバイト 
175 7 15 36 34 58 24 1 

100.0 4.0 8.6 20.6 19.4 33.1 13.7 0.6 

自営業・家事手伝い 
72 1 7 14 8 14 27 1 

100.0 1.4 9.7 19.4 11.1 19.4 37.5 1.4 

専業主婦（夫） 
136 1 8 11 13 36 66 1 

100.0 0.7 5.9 8.1 9.6 26.5 48.5 0.7 

学生 
17 17 0 0 0 0 0 0 

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

無職 
285 0 5 6 8 44 215 7 

100.0 0.0 1.8 2.1 2.8 15.4 75.4 2.5 

その他 
15 2 2 3 0 3 5 0 

100.0 13.3 13.3 20.0 0.0 20.0 33.3 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 

 

回答者の年齢をブロック別にみると、すべてのブロックで 70歳以上が 3割を

超えています。 

家族構成別にみると、一人暮らしと夫婦のみの約 5割が 70歳以上となってい

ます。 

  



14 

（２）住まいの地域 

問 2 お住まいの地域は、次のうちどれですか。（１つに○） 

図表２－4 住まいの地域（単数回答） 

 

住まいの地域は、「第 2ブロック」の 32.5％が最も高く、次いで「第 1ブロッ

ク」20.4％、「第 3ブロック」15.4％、「第 4ブロック」14.4％、「第 5 ブロック」

13.3％、「第 6ブロック」3.4％と続いています。 

住まいの地域を家族構成別にみると、三世代家族は「第 5ブロック」で 22.4％

と他のブロックより割合が高くなっています。 

 

参考：各ブロックにおける該当地域（4 ページの再掲） 

 地 域 

第１ブロック 草花、菅生、瀬戸岡、原小宮、原小宮一～二丁目 

第 2 ブロック 

雨間、野辺、小川、小川東一～三丁目、二宮、 
二宮東一～三丁目、平沢、平沢東一丁目、 
平沢西一丁目、切欠、秋川一～六丁目、 
秋留一～五丁目 

第３ブロック 引田、渕上、上代継、下代継、牛沼、油平 

第４ブロック 山田、上ノ台、網代、伊奈、横沢、三内 

第５ブロック 五日市、小中野、留原、高尾、舘谷、舘谷台、入野 

第６ブロック 小和田、深沢、戸倉、乙津、養沢 

第1

ブロック

19.8

20.4

第2

ブロック

38.8

32.5

第3

ブロック

15.5

15.4

第4

ブロック

11.4

14.4

第5

ブロック

10.9

13.3

第6

ブロック

3.6

3.4

無回答

0.0

0.6

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972

今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394
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図表２－5 お住まいの地域（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

第
１
ブ
ロ
ッ
ク 

第
２
ブ
ロ
ッ
ク 

第
３
ブ
ロ
ッ
ク 

第
４
ブ
ロ
ッ
ク 

第
５
ブ
ロ
ッ
ク 

第
６
ブ
ロ
ッ
ク 

無
回
答 

全 体 
972 198 316 150 140 129 33 6 

100.0 20.4 32.5 15.4 14.4 13.3 3.4 0.6 

性
別 

男性 
407 83 128 62 59 57 18 0 

100.0 20.4 31.4 15.2 14.5 14.0 4.4 0.0 

女性 
486 97 160 82 68 66 11 2 

100.0 20.0 32.9 16.9 14.0 13.6 2.3 0.4 

年
齢
別 

20 歳代 
57 18 22 6 6 4 1 0 

100.0 31.6 38.6 10.5 10.5 7.0 1.8 0.0 

30 歳代 
77 17 29 11 9 10 1 0 

100.0 22.1 37.7 14.3 11.7 13.0 1.3 0.0 

40 歳代 
153 35 53 20 22 20 3 0 

100.0 22.9 34.6 13.1 14.4 13.1 2.0 0.0 

50 歳代 
136 25 51 23 15 18 3 1 

100.0 18.4 37.5 16.9 11.0 13.2 2.2 0.7 

60 歳代 
188 30 58 30 30 28 12 0 

100.0 16.0 30.9 16.0 16.0 14.9 6.4 0.0 

70 歳以上 
347 70 99 58 57 49 13 1 

100.0 20.2 28.5 16.7 16.4 14.1 3.7 0.3 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 20 45 12 21 13 5 1 

100.0 17.1 38.5 10.3 17.9 11.1 4.3 0.9 

夫婦のみ 
302 56 102 46 48 41 8 1 

100.0 18.5 33.8 15.2 15.9 13.6 2.6 0.3 

二世代家族 
439 96 140 75 60 54 13 1 

100.0 21.9 31.9 17.1 13.7 12.3 3.0 0.2 

三世代家族 
85 18 24 13 6 19 5 0 

100.0 21.2 28.2 15.3 7.1 22.4 5.9 0.0 

その他 
22 6 4 4 4 2 2 0 

100.0 27.3 18.2 18.2 18.2 9.1 9.1 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 58 95 35 37 32 10 1 

100.0 21.6 35.4 13.1 13.8 11.9 3.7 0.4 

パート・アルバイト 
175 43 55 22 25 20 8 2 

100.0 24.6 31.4 12.6 14.3 11.4 4.6 1.1 

自営業・家事手伝い 
72 14 22 11 11 12 2 0 

100.0 19.4 30.6 15.3 15.3 16.7 2.8 0.0 

専業主婦（夫） 
136 19 53 21 19 20 4 0 

100.0 14.0 39.0 15.4 14.0 14.7 2.9 0.0 

学生 
17 3 8 3 1 2 0 0 

100.0 17.6 47.1 17.6 5.9 11.8 0.0 0.0 

無職 
285 58 76 57 43 41 9 1 

100.0 20.4 26.7 20.0 15.1 14.4 3.2 0.4 

その他 
15 2 7 1 3 2 0 0 

100.0 13.3 46.7 6.7 20.0 13.3 0.0 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（３）家族構成 

問 3 家族構成をお教えください。（１つに○） 

図表２－6 家族構成（単数回答） 

 

家族構成は、「二世代家族（親と子）」が 45.2％を占めて最も高く、次いで「夫

婦のみ」31.1％、「一人暮らし」12.0％、「三世代家族（親と子と孫）」8.7％と続

いています。「一人暮らし」と「夫婦のみ」を合わせた 43.1％が、一人あるいは

夫婦のみの暮らしとなっています。 

家族構成を年齢別にみると、20 歳代から 50 歳代までは、「二世代家族（親と

子）」の割合が高く、60歳代以上になると「一人暮らし」「夫婦のみ」の割合が増

加しています。 

 

 

  

一人

暮らし

10.2

12.0

夫婦

のみ

29.7

31.1

二世代

家族

50.5

45.2

三世代

家族

7.4

8.7

その他

2.0

2.3

無回答

0.3

0.7

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972
今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394
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図表２－7 家族構成（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

一
人
暮
ら
し 

夫
婦
の
み 

二
世
代
家
族
（親
と
子
） 

三
世
代
家
族
（
親
と
子

と
孫
） 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
972 117 302 439 85 22 7 

100.0 12.0 31.1 45.2 8.7 2.3 0.7 

性
別 

男性 
407 45 124 193 36 8 1 

100.0 11.1 30.5 47.4 8.8 2.0 0.2 

女性 
486 60 153 217 42 13 1 

100.0 12.3 31.5 44.7 8.6 2.7 0.2 

年
齢
別 

20 歳代 
57 5 3 37 12 0 0 

100.0 8.8 5.3 64.9 21.1 0.0 0.0 

30 歳代 
77 7 11 47 6 4 2 

100.0 9.1 14.3 61.0 7.8 5.2 2.6 

40 歳代 
153 10 22 106 13 2 0 

100.0 6.5 14.4 69.3 8.5 1.3 0.0 

50 歳代 
136 11 29 75 19 2 0 

100.0 8.1 21.3 55.1 14.0 1.5 0.0 

60 歳代 
188 23 87 67 6 4 1 

100.0 12.2 46.3 35.6 3.2 2.1 0.5 

70 歳以上 
347 61 146 101 28 10 1 

100.0 17.6 42.1 29.1 8.1 2.9 0.3 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 20 56 96 18 6 2 

100.0 10.1 28.3 48.5 9.1 3.0 1.0 

第２ブロック 
316 45 102 140 24 4 1 

100.0 14.2 32.3 44.3 7.6 1.3 0.3 

第３ブロック 
150 12 46 75 13 4 0 

100.0 8.0 30.7 50.0 8.7 2.7 0.0 

第４ブロック 
140 21 48 60 6 4 1 

100.0 15.0 34.3 42.9 4.3 2.9 0.7 

第５ブロック 
129 13 41 54 19 2 0 

100.0 10.1 31.8 41.9 14.7 1.6 0.0 

第６ブロック 
33 5 8 13 5 2 0 

100.0 15.2 24.2 39.4 15.2 6.1 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 35 44 150 31 6 2 

100.0 13.1 16.4 56.0 11.6 2.2 0.7 

パート・アルバイト 
175 11 53 94 14 2 1 

100.0 6.3 30.3 53.7 8.0 1.1 0.6 

自営業・家事手伝い 
72 4 21 38 9 0 0 

100.0 5.6 29.2 52.8 12.5 0.0 0.0 

専業主婦（夫） 
136 8 65 55 7 1 0 

100.0 5.9 47.8 40.4 5.1 0.7 0.0 

学生 
17 0 0 14 3 0 0 

100.0 0.0 0.0 82.4 17.6 0.0 0.0 

無職 
285 55 116 83 21 10 0 

100.0 19.3 40.7 29.1 7.4 3.5 0.0 

その他 
15 3 3 5 0 3 1 

100.0 20.0 20.0 33.3 0.0 20.0 6.7 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（４）職業 

問 4 職業をお教えください。（１つに○） 

図表２－8 職業（単数回答） 

 

※「勤め人（常勤）」＝前回調査の選択肢は「常勤の勤め人」 

 

職業は、「無職」の 29.3％が最も高く、次いで「勤め人（常勤）」27.6％、「パ

ート・アルバイト」18.0％、「専業主婦（夫）」14.0％、「自営業・家事手伝い」

7.4％、「学生」1.7％と続いています。 

前回調査と比較すると、「無職」が 5.2ポイント増加し、約 3割となっていま

す。 

職業を性別でみると、男性では「勤め人（常勤）」の割合が、女性では「パー

ト・アルバイト」の割合が高くなっています。 

年齢別にみると、60歳代で「パート・アルバイト」が 30.9％と、他の年代よ

りも割合が高くなっています。 

 

  

27.7

15.2

9.1

18.3

2.0

24.1

3.0

0.5

27.6

18.0

7.4

14.0

1.7

29.3

1.5

0.4

0% 10% 20% 30% 40%

勤め人（常勤）

パート・アルバイト

自営業・家事手伝い

専業主婦（夫）

学生

無職

その他

無回答
前回調査：回答数394

今回調査：回答数972

勤め人（常勤）

パート・アルバイト

自営業・家事手伝い

専業主婦（夫）

学生

無職

その他

無回答
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図表２－9 職業（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

勤
め
人
（常
勤
） 

パ
ー
ト
・ア
ル
バ
イ
ト 

自
営
業
・家
事
手
伝
い 

専
業
主
婦
（夫
） 

学
生 

無
職 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
972 268 175 72 136 17 285 15 4 

100.0 27.6 18.0 7.4 14.0 1.7 29.3 1.5 0.4 

性
別 

男性 
407 175 33 40 1 10 141 7 0 

100.0 43.0 8.1 9.8 0.2 2.5 34.6 1.7 0.0 

女性 
486 76 134 30 124 7 107 7 1 

100.0 15.6 27.6 6.2 25.5 1.4 22.0 1.4 0.2 

年
齢
別 

20 歳代 
57 29 7 1 1 17 0 2 0 

100.0 50.9 12.3 1.8 1.8 29.8 0.0 3.5 0.0 

30 歳代 
77 40 15 7 8 0 5 2 0 

100.0 51.9 19.5 9.1 10.4 0.0 6.5 2.6 0.0 

40 歳代 
153 83 36 14 11 0 6 3 0 

100.0 54.2 23.5 9.2 7.2 0.0 3.9 2.0 0.0 

50 歳代 
136 73 34 8 13 0 8 0 0 

100.0 53.7 25.0 5.9 9.6 0.0 5.9 0.0 0.0 

60 歳代 
188 33 58 14 36 0 44 3 0 

100.0 17.6 30.9 7.4 19.1 0.0 23.4 1.6 0.0 

70 歳以上 
347 8 24 27 66 0 215 5 2 

100.0 2.3 6.9 7.8 19.0 0.0 62.0 1.4 0.6 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 58 43 14 19 3 58 2 1 

100.0 29.3 21.7 7.1 9.6 1.5 29.3 1.0 0.5 

第２ブロック 
316 95 55 22 53 8 76 7 0 

100.0 30.1 17.4 7.0 16.8 2.5 24.1 2.2 0.0 

第３ブロック 
150 35 22 11 21 3 57 1 0 

100.0 23.3 14.7 7.3 14.0 2.0 38.0 0.7 0.0 

第４ブロック 
140 37 25 11 19 1 43 3 1 

100.0 26.4 17.9 7.9 13.6 0.7 30.7 2.1 0.7 

第５ブロック 
129 32 20 12 20 2 41 2 0 

100.0 24.8 15.5 9.3 15.5 1.6 31.8 1.6 0.0 

第６ブロック 
33 10 8 2 4 0 9 0 0 

100.0 30.3 24.2 6.1 12.1 0.0 27.3 0.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 35 11 4 8 0 55 3 1 

100.0 29.9 9.4 3.4 6.8 0.0 47.0 2.6 0.9 

夫婦のみ 
302 44 53 21 65 0 116 3 0 

100.0 14.6 17.5 7.0 21.5 0.0 38.4 1.0 0.0 

二世代家族 
439 150 94 38 55 14 83 5 0 

100.0 34.2 21.4 8.7 12.5 3.2 18.9 1.1 0.0 

三世代家族 
85 31 14 9 7 3 21 0 0 

100.0 36.5 16.5 10.6 8.2 3.5 24.7 0.0 0.0 

その他 
22 6 2 0 1 0 10 3 0 

100.0 27.3 9.1 0.0 4.5 0.0 45.5 13.6 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（５）居住年数 

問 5 あなたご自身は、あきる野市に住んで何年になりますか。 

（１つに○） 

図表２－10 居住年数（単数回答） 

 

居住年数は、「30 年以上」が 57.7％を占めて最も高く、約 6 割を占めていま

す。次いで「20年～30年未満」17.0％、「10～20年未満」12.7％、「6～10年未

満」4.8％、「3年未満」4.5％、「3～6年未満」3.2％と続いています。 

居住年数をブロック別でみると、第 3 ブロック、第 4 ブロック、第 5 ブロッ

ク、第 6ブロックで「30年以上」の割合が高くなっています。 

 

  

4.5

3.2

4.8

12.7

17.0

57.7

0.1

0% 20% 40% 60% 80%

３年未満

３～６年未満

６～１０年未満

１０～２０年未満

２０年～３０年未満

３０年以上

無回答 回答数＝972

３年未満

３～６年未満

６～１０年未満

１０～２０年未満

２０年～３０年未満

３０年以上

無回答
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図表２－11 居住年数（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

３
年
未
満 

３
～
６
年
未
満 

６
～
10
年
未
満 

10
～
20
年
未
満 

20
年
～
30
年
未
満 

30
年
以
上 

無
回
答 

全 体 
972 44 31 47 123 165 561 1 

100.0 4.5 3.2 4.8 12.7 17.0 57.7 0.1 

性
別 

男性 
407 16 12 21 57 68 233 0 

100.0 3.9 2.9 5.2 14.0 16.7 57.2 0.0 

女性 
486 26 17 23 59 84 277 0 

100.0 5.3 3.5 4.7 12.1 17.3 57.0 0.0 

年
齢
別 

20 歳代 
57 7 5 2 10 33 0 0 

100.0 12.3 8.8 3.5 17.5 57.9 0.0 0.0 

30 歳代 
77 15 6 9 14 10 23 0 

100.0 19.5 7.8 11.7 18.2 13.0 29.9 0.0 

40 歳代 
153 4 6 19 46 14 64 0 

100.0 2.6 3.9 12.4 30.1 9.2 41.8 0.0 

50 歳代 
136 7 5 2 20 48 54 0 

100.0 5.1 3.7 1.5 14.7 35.3 39.7 0.0 

60 歳代 
188 5 1 8 11 32 131 0 

100.0 2.7 0.5 4.3 5.9 17.0 69.7 0.0 

70 歳以上 
347 6 8 7 22 25 279 0 

100.0 1.7 2.3 2.0 6.3 7.2 80.4 0.0 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 10 7 9 25 42 105 0 

100.0 5.1 3.5 4.5 12.6 21.2 53.0 0.0 

第２ブロック 
316 18 10 20 50 55 163 0 

100.0 5.7 3.2 6.3 15.8 17.4 51.6 0.0 

第３ブロック 
150 7 4 8 18 23 90 0 

100.0 4.7 2.7 5.3 12.0 15.3 60.0 0.0 

第４ブロック 
140 5 6 4 11 24 90 0 

100.0 3.6 4.3 2.9 7.9 17.1 64.3 0.0 

第５ブロック 
129 4 4 6 16 17 82 0 

100.0 3.1 3.1 4.7 12.4 13.2 63.6 0.0 

第６ブロック 
33 0 0 0 2 3 28 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 6.1 9.1 84.8 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 9 9 7 13 12 67 0 

100.0 7.7 7.7 6.0 11.1 10.3 57.3 0.0 

夫婦のみ 
302 15 7 15 27 45 193 0 

100.0 5.0 2.3 5.0 8.9 14.9 63.9 0.0 

二世代家族 
439 18 11 18 73 92 227 0 

100.0 4.1 2.5 4.1 16.6 21.0 51.7 0.0 

三世代家族 
85 1 1 4 7 14 58 0 

100.0 1.2 1.2 4.7 8.2 16.5 68.2 0.0 

その他 
22 1 2 3 3 2 11 0 

100.0 4.5 9.1 13.6 13.6 9.1 50.0 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 19 16 16 51 63 103 0 

100.0 7.1 6.0 6.0 19.0 23.5 38.4 0.0 

パート・アルバイト 
175 8 4 10 26 36 91 0 

100.0 4.6 2.3 5.7 14.9 20.6 52.0 0.0 

自営業・家事手伝い 
72 1 0 5 11 11 44 0 

100.0 1.4 0.0 6.9 15.3 15.3 61.1 0.0 

専業主婦（夫） 
136 8 3 6 13 17 89 0 

100.0 5.9 2.2 4.4 9.6 12.5 65.4 0.0 

学生 
17 0 1 0 8 8 0 0 

100.0 0.0 5.9 0.0 47.1 47.1 0.0 0.0 

無職 
285 5 5 9 12 28 226 0 

100.0 1.8 1.8 3.2 4.2 9.8 79.3 0.0 

その他 
15 3 1 1 2 2 6 0 

100.0 20.0 6.7 6.7 13.3 13.3 40.0 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（６）あきる野市の暮らしやすさ 

問 6 あきる野市は暮らしやすいと思いますか。（１つに○） 

図表２－12 あきる野市の暮らしやすさ（単数回答） 

 

※『暮らしやすい』＝「暮らしやすい」+「どちらかいえば暮らしやすい」 

※『暮らしにくい』＝「どちらかいえば暮らしにくい」+「暮らしにくい」 

 

図表２－13 暮らしにくいと思う理由 

 

あきる野市の暮らしやすさは、『暮らしやすい』が 81.9％、『暮らしにくい』

が 17.3％という結果でした。暮らしにくいと思う理由の第 1 位は「交通の便に

対する不満」、第 2位は「買い物等の店が減少」となっています。  

108

28

9

8

8

2

2

8

0件 50件 100件 150件

交通の便に対する不満

買い物等の店が減少

道路に対する不満

市役所に対する不満

税金等に対する不満

近隣に対する不満

公共施設に対する不満

その他 合計＝173件

交通の便に対する不満

買い物等の店が減少

道路に対する不満

市役所に対する不満

税金等に対する不満

近隣に対する不満

公共施設に対する不満

その他

28.1

53.8

13.8

3.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

暮らしやすい

どちらかといえば

暮らしやすい

どちらかといえば

暮らしにくい

暮らしにくい

無回答
回答数＝972

暮らしやすい

どちらかといえば
暮らしやすい

どちらかといえば
暮らしにくい

暮らしにくい

無回答

『暮らしやすい』
＝81.9％

『暮らしにくい』
＝17.3％
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 図表２－14 あきる野市の暮らしやすさ（単数回答） 

あきる野市の暮らし

やすさを性別でみると、

男性のほうが女性より

『暮らしやすい』と感

じています。 

ブロック別にみると、

第 5 ブロックで『暮ら

しやすい』割合が 9 割

を超えています。 

  

     

回
答
数
（人
） 

暮
ら
し
や
す
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
暮
ら
し
や
す
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
暮
ら
し
に
く
い 

暮
ら
し
に
く
い 

無
回
答 

全 体 
972 273 523 134 34 8 

100.0 28.1 53.8 13.8 3.5 0.8 

性
別 

男性 
407 109 239 41 14 4 

100.0 26.8 58.7 10.1 3.4 1.0 

女性 
486 135 249 80 19 3 

100.0 27.8 51.2 16.5 3.9 0.6 

年
齢
別 

20 歳代 
57 15 25 14 2 1 

100.0 26.3 43.9 24.6 3.5 1.8 

30 歳代 
77 16 45 13 3 0 

100.0 20.8 58.4 16.9 3.9 0.0 

40 歳代 
153 40 82 23 8 0 

100.0 26.1 53.6 15.0 5.2 0.0 

50 歳代 
136 44 69 18 5 0 

100.0 32.4 50.7 13.2 3.7 0.0 

60 歳代 
188 47 108 27 5 1 

100.0 25.0 57.4 14.4 2.7 0.5 

70 歳以上 
347 107 185 38 11 6 

100.0 30.8 53.3 11.0 3.2 1.7 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 51 116 22 6 3 

100.0 25.8 58.6 11.1 3.0 1.5 

第２ブロック 
316 87 155 57 16 1 

100.0 27.5 49.1 18.0 5.1 0.3 

第３ブロック 
150 43 81 21 4 1 

100.0 28.7 54.0 14.0 2.7 0.7 

第４ブロック 
140 41 71 22 3 3 

100.0 29.3 50.7 15.7 2.1 2.1 

第５ブロック 
129 41 78 8 2 0 

100.0 31.8 60.5 6.2 1.6 0.0 

第６ブロック 
33 9 17 4 3 0 

100.0 27.3 51.5 12.1 9.1 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 34 63 12 6 2 

100.0 29.1 53.8 10.3 5.1 1.7 

夫婦のみ 
302 96 156 41 8 1 

100.0 31.8 51.7 13.6 2.6 0.3 

二世代家族 
439 119 233 69 16 2 

100.0 27.1 53.1 15.7 3.6 0.5 

三世代家族 
85 17 54 9 4 1 

100.0 20.0 63.5 10.6 4.7 1.2 

その他 
22 7 12 2 0 1 

100.0 31.8 54.5 9.1 0.0 4.5 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 81 140 36 9 2 

100.0 30.2 52.2 13.4 3.4 0.7 

パート・アルバイト 
175 43 98 27 7 0 

100.0 24.6 56.0 15.4 4.0 0.0 

自営業・家事手伝い 
72 18 44 8 2 0 

100.0 25.0 61.1 11.1 2.8 0.0 

専業主婦（夫） 
136 45 66 21 4 0 

100.0 33.1 48.5 15.4 2.9 0.0 

学生 
17 2 8 5 1 1 

100.0 11.8 47.1 29.4 5.9 5.9 

無職 
285 79 160 32 10 4 

100.0 27.7 56.1 11.2 3.5 1.4 

その他 
15 5 5 4 1 0 

100.0 33.3 33.3 26.7 6.7 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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２ ご近所との関係について 

（１）ご近所との関係 

問 7 あなたは隣近所の方と、どのようにお付き合いされていますか。 

（１つに○） 

問７－１ 「道で会えば、あいさつする程度の人ならいる」「ほとんど近

所付き合いをしない」「ほとんど顔も知らない」その理由を

お教えください。（あてはまるものすべてに○） 

図表２－15 ご近所との関係（単数回答） 

図表２－16 お付き合いしない理由（複数回答） 

 

※今回調査は（あてはまるものすべてに○）、前回調査は（○は２つまで） 

  

27.3

10.6

62.1

9.8

17.4

18.9

3.0

2.3

31.6

10.8

63.2

18.9

12.6

15.0

6.1

2.9

0% 20% 40% 60% 80%

仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から

引っ越してきて間もないから

ふだん付き合う機会がないから

同世代の人が近くにいないから

気の合う人・話の合う人が近くにいないから

あまり関わり合いをもちたくないから

その他

無回答
前回調査：回答数132

今回調査：回答数380

仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から

引っ越してきて間もないから

ふだん付き合う機会がないから

同世代の人が近くにいないから

気の合う人・話の合う人が近くにいないから

あまり関わり合いをもちたくないから

その他

無回答

15.7

47.5

27.9

3.8

1.8

3.3

12.6

48.1

30.8

5.9

2.5

0.2

0% 20% 40% 60%

個人的なことを相談し合える人がいる

さしさわりのないことなら 話せる相手がいる

道で会えば、あいさつする程度の人ならいる

ほとんど近所付き合いをしない

ほとんど顔も知らない

無回答 前回調査：回答数394

今回調査：回答数972

個人的なことを相談し合える人がいる

さしさわりのないことなら 話せる相手がいる

道で会えば、あいさつする程度の人ならいる

ほとんど近所付き合いをしない

ほとんど顔も知らない

無回答



25 

ご近所との関係は、「さしさわりのないことなら､話せる相手がいる」が 48.1％

を占めて最も高く、次いで「道で会えば、あいさつする程度の人ならいる」30.8％、

「個人的なことを相談し合える人がいる」12.6％となっています。 

一方、「ほとんど近所付き合いをしない」は 5.9％、「ほとんど顔も知らない」

は 2.5％となっています。 

前回調査と比較すると、「個人的なことを相談し合える人がいる」は 3.1ポイ

ント減少し、「道で会えば、あいさつする程度の人ならいる」は 2.9ポイント、

「ほとんど近所付き合いをしない」は 2.1ポイント増加しています。 

「個人的なことを相談し合える人がいる」割合みると、性別では女性で、年齢

別では 70歳以上で、家族構成別では一人暮らしで、職業別ではパート・アルバ

イト、自営業・家事手伝いで、他より割合が高くなっています。一方、ブロック

別の第 2ブロックでは 9.5％と他より割合が低くなっています。 

 

お付き合いしない理由は、「ふだん付き合う機会がないから」の 63.2％が最も

高く、次いで「仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から」31.6％とな

っています。 

「その他」では、「会わない」「集合住宅のため、知り合うきっかけも接点もな

い」「近隣の人達とお付き合いする必要がない」「仕事で家にいない為」などの記

載がありました。 

前回調査と比較すると、「同世代の人が近くにいないから」が 9.1ポイント、

「仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から」が 4.3ポイント増加して

います。 

お付き合いしない理由を年齢別にみると、「仕事や家事・育児などで忙しい（時

間がない）から」は年代が低くなるほど割合が高くなっています。 

「ふだん付き合う機会がないから」は、年齢別では 20歳代で、家族構成別で

は一人暮らしで、職業別ではパート・アルバイトで 7割を超えています。 
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図表２－17 ご近所との関係（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

個
人
的
な
こ
と
を
相
談
し

合
え
る
人
が
い
る 

さ
し
さ
わ
り
の
な
い
こ
と

な
ら 

話
せ
る
相
手
が
い

る 道
で
会
え
ば
、
あ
い
さ
つ
す

る
程
度
の
人
な
ら
い
る 

ほ
と
ん
ど
近
所
付
き
合
い

を
し
な
い 

ほ
と
ん
ど
顔
も
知
ら
な
い 

無
回
答 

全 体 
972 122 468 299 57 24 2 

100.0 12.6 48.1 30.8 5.9 2.5 0.2 

性
別 

男性 
407 32 194 143 27 10 1 

100.0 7.9 47.7 35.1 6.6 2.5 0.2 

女性 
486 83 234 133 23 12 1 

100.0 17.1 48.1 27.4 4.7 2.5 0.2 

年
齢
別 

20 歳代 
57 5 11 28 10 3 0 

100.0 8.8 19.3 49.1 17.5 5.3 0.0 

30 歳代 
77 5 18 34 14 6 0 

100.0 6.5 23.4 44.2 18.2 7.8 0.0 

40 歳代 
153 16 51 71 10 5 0 

100.0 10.5 33.3 46.4 6.5 3.3 0.0 

50 歳代 
136 11 63 50 10 2 0 

100.0 8.1 46.3 36.8 7.4 1.5 0.0 

60 歳代 
188 25 109 42 7 5 0 

100.0 13.3 58.0 22.3 3.7 2.7 0.0 

70 歳以上 
347 59 206 72 5 3 2 

100.0 17.0 59.4 20.7 1.4 0.9 0.6 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 30 90 66 8 4 0 

100.0 15.2 45.5 33.3 4.0 2.0 0.0 

第２ブロック 
316 30 142 106 29 8 1 

100.0 9.5 44.9 33.5 9.2 2.5 0.3 

第３ブロック 
150 18 80 36 9 7 0 

100.0 12.0 53.3 24.0 6.0 4.7 0.0 

第４ブロック 
140 20 63 44 8 4 1 

100.0 14.3 45.0 31.4 5.7 2.9 0.7 

第５ブロック 
129 18 68 40 2 1 0 

100.0 14.0 52.7 31.0 1.6 0.8 0.0 

第６ブロック 
33 6 20 7 0 0 0 

100.0 18.2 60.6 21.2 0.0 0.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 23 39 34 11 10 0 

100.0 19.7 33.3 29.1 9.4 8.5 0.0 

夫婦のみ 
302 35 176 75 12 3 1 

100.0 11.6 58.3 24.8 4.0 1.0 0.3 

二世代家族 
439 46 195 157 30 10 1 

100.0 10.5 44.4 35.8 6.8 2.3 0.2 

三世代家族 
85 13 46 24 1 1 0 

100.0 15.3 54.1 28.2 1.2 1.2 0.0 

その他 
22 4 9 9 0 0 0 

100.0 18.2 40.9 40.9 0.0 0.0 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 14 94 118 27 15 0 

100.0 5.2 35.1 44.0 10.1 5.6 0.0 

パート・アルバイト 
175 33 82 46 12 1 1 

100.0 18.9 46.9 26.3 6.9 0.6 0.6 

自営業・家事手伝い 
72 13 34 21 2 2 0 

100.0 18.1 47.2 29.2 2.8 2.8 0.0 

専業主婦（夫） 
136 21 82 28 4 1 0 

100.0 15.4 60.3 20.6 2.9 0.7 0.0 

学生 
17 1 3 12 1 0 0 

100.0 5.9 17.6 70.6 5.9 0.0 0.0 

無職 
285 40 162 69 8 5 1 

100.0 14.0 56.8 24.2 2.8 1.8 0.4 

その他 
15 0 9 4 2 0 0 

100.0 0.0 60.0 26.7 13.3 0.0 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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図表２－18 お付き合いしない理由（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

仕
事
や
家
事
・
育
児
な
ど

で
忙
し
い
（
時
間
が
な
い
）

か
ら 

引
っ
越
し
て
き
て
間
も
な

い
か
ら 

ふ
だ
ん
付
き
合
う
機
会
が

な
い
か
ら 

同
世
代
の
人
が
近
く
に
い

な
い
か
ら 

気
の
合
う
人
・
話
の
合
う

人
が
近
く
に
い
な
い
か
ら 

あ
ま
り
関
わ
り
合
い
を
も

ち
た
く
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
380 120 41 240 72 48 57 23 11 

100.0 31.6 10.8 63.2 18.9 12.6 15.0 6.1 2.9 

性
別 

男性 
180 54 16 112 32 21 24 11 6 

100.0 30.0 8.9 62.2 17.8 11.7 13.3 6.1 3.3 

女性 
168 58 20 108 36 25 29 9 3 

100.0 34.5 11.9 64.3 21.4 14.9 17.3 5.4 1.8 

年
齢
別 

20 歳代 
41 18 5 30 13 6 4 1 1 

100.0 43.9 12.2 73.2 31.7 14.6 9.8 2.4 2.4 

30 歳代 
54 24 12 37 11 7 7 6 0 

100.0 44.4 22.2 68.5 20.4 13.0 13.0 11.1 0.0 

40 歳代 
86 36 8 55 14 11 11 7 0 

100.0 41.9 9.3 64.0 16.3 12.8 12.8 8.1 0.0 

50 歳代 
62 24 8 35 10 5 10 5 1 

100.0 38.7 12.9 56.5 16.1 8.1 16.1 8.1 1.6 

60 歳代 
54 12 3 35 4 8 9 2 3 

100.0 22.2 5.6 64.8 7.4 14.8 16.7 3.7 5.6 

70 歳以上 
80 5 5 45 19 11 16 2 6 

100.0 6.3 6.3 56.3 23.8 13.8 20.0 2.5 7.5 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
78 26 10 46 16 9 7 3 3 

100.0 33.3 12.8 59.0 20.5 11.5 9.0 3.8 3.8 

第２ブロック 
143 49 14 97 22 16 23 9 4 

100.0 34.3 9.8 67.8 15.4 11.2 16.1 6.3 2.8 

第３ブロック 
52 13 3 31 9 7 12 6 1 

100.0 25.0 5.8 59.6 17.3 13.5 23.1 11.5 1.9 

第４ブロック 
56 20 9 33 12 10 10 4 2 

100.0 35.7 16.1 58.9 21.4 17.9 17.9 7.1 3.6 

第５ブロック 
43 10 5 27 9 6 5 1 1 

100.0 23.3 11.6 62.8 20.9 14.0 11.6 2.3 2.3 

第６ブロック 
7 1 0 5 3 0 0 0 0 

100.0 14.3 0.0 71.4 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
55 18 7 42 9 7 7 5 1 

100.0 32.7 12.7 76.4 16.4 12.7 12.7 9.1 1.8 

夫婦のみ 
90 19 15 60 12 10 17 6 1 

100.0 21.1 16.7 66.7 13.3 11.1 18.9 6.7 1.1 

二世代家族 
197 73 16 113 43 25 28 10 7 

100.0 37.1 8.1 57.4 21.8 12.7 14.2 5.1 3.6 

三世代家族 
26 7 1 16 6 4 3 1 0 

100.0 26.9 3.8 61.5 23.1 15.4 11.5 3.8 0.0 

その他 
9 1 2 7 1 2 2 1 1 

100.0 11.1 22.2 77.8 11.1 22.2 22.2 11.1 11.1 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
160 88 22 101 27 19 17 11 2 

100.0 55.0 13.8 63.1 16.9 11.9 10.6 6.9 1.3 

パート・アルバイト 
59 16 6 44 14 7 11 0 0 

100.0 27.1 10.2 74.6 23.7 11.9 18.6 0.0 0.0 

自営業・家事手伝い 
25 6 1 14 5 7 3 2 0 

100.0 24.0 4.0 56.0 20.0 28.0 12.0 8.0 0.0 

専業主婦（夫） 
33 2 5 23 6 3 5 3 1 

100.0 6.1 15.2 69.7 18.2 9.1 15.2 9.1 3.0 

学生 
13 5 0 8 4 0 1 0 1 

100.0 38.5 0.0 61.5 30.8 0.0 7.7 0.0 7.7 

無職 
82 2 5 46 14 11 19 6 6 

100.0 2.4 6.1 56.1 17.1 13.4 23.2 7.3 7.3 

その他 
6 1 2 3 1 1 1 1 0 

100.0 16.7 33.3 50.0 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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３ 地域における交流、活動について 

（１）地域の行事や活動への参加経験 

問 8 あなたは、お住まいの地域の行事や活動にどの程度参加されていま

すか。（１つに○） 

図表２－19 地域の行事や活動への参加経験（単数回答） 

※『参加している』＝「よく参加している」+「ときどき参加している」 

※『参加していない』＝「あまり参加していない」+「まったく参加していない」 

 

地域の行事や活動への参加経験は、『参加している』の 46.0％が『参加してい

ない』の 52.1％を 6.1ポイント下回る結果となっています。 

前回調査と比較すると、「まったく参加していない」が 9.0ポイント増加して

います。 

地域の行事や活動への参加経験を年齢別にみると、年代が高くなるほど『参加

している』割合が高くなっています。 

ブロック別でみると、第 4ブロックと第 5ブロック、第 6ブロックで、家族構

成別では夫婦のみで、『参加している』割合が『参加していない』割合を上回っ

ています。 

職業別にみると、勤め人（常勤）と自営業・家事手伝いで、『参加していない』

割合が『参加している』割合を上回っています。 

 

  

よく参加

している

16.2

15.4

ときどき参加

している

36.3

30.6

あまり参加

していない

20.8

19.7

まったく参加

していない

23.4

32.4

無回答

3.3

2.0

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972
今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394

『参加
している』

『参加

していない』

52.5%

46.0%

44.2%

52.1%
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図表２－20 地域の行事や活動への参加経験（単数回答） 

    回
答
数
（人
） 

よ
く
参
加
し

て
い
る 

と
き
ど
き
参

加
し
て
い
る 

あ
ま
り
参
加

し
て
い
な
い 

ま
っ
た
く
参

加
し
て
い
な
い 

無
回
答 

全 体 
972 150 297 191 315 19 

100.0 15.4 30.6 19.7 32.4 2.0 

性
別 

男性 
407 73 119 73 136 6 

100.0 17.9 29.2 17.9 33.4 1.5 

女性 
486 66 153 101 156 10 

100.0 13.6 31.5 20.8 32.1 2.1 

年
齢
別 

20 歳代 
57 3 7 14 33 0 

100.0 5.3 12.3 24.6 57.9 0.0 

30 歳代 
77 6 13 10 48 0 

100.0 7.8 16.9 13.0 62.3 0.0 

40 歳代 
153 11 41 41 60 0 

100.0 7.2 26.8 26.8 39.2 0.0 

50 歳代 
136 17 36 31 51 1 

100.0 12.5 26.5 22.8 37.5 0.7 

60 歳代 
188 33 69 32 50 4 

100.0 17.6 36.7 17.0 26.6 2.1 

70 歳以上 
347 79 126 62 67 13 

100.0 22.8 36.3 17.9 19.3 3.7 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 24 60 46 63 5 

100.0 12.1 30.3 23.2 31.8 2.5 

第２ブロック 
316 41 86 63 121 5 

100.0 13.0 27.2 19.9 38.3 1.6 

第３ブロック 
150 20 39 31 57 3 

100.0 13.3 26.0 20.7 38.0 2.0 

第４ブロック 
140 25 46 21 45 3 

100.0 17.9 32.9 15.0 32.1 2.1 

第５ブロック 
129 28 53 23 24 1 

100.0 21.7 41.1 17.8 18.6 0.8 

第６ブロック 
33 12 11 7 3 0 

100.0 36.4 33.3 21.2 9.1 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 16 24 17 55 5 

100.0 13.7 20.5 14.5 47.0 4.3 

夫婦のみ 
302 58 110 48 78 8 

100.0 19.2 36.4 15.9 25.8 2.6 

二世代家族 
439 54 131 102 147 5 

100.0 12.3 29.8 23.2 33.5 1.1 

三世代家族 
85 20 22 22 20 1 

100.0 23.5 25.9 25.9 23.5 1.2 

その他 
22 1 7 2 12 0 

100.0 4.5 31.8 9.1 54.5 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 26 52 66 123 1 

100.0 9.7 19.4 24.6 45.9 0.4 

パート・アルバイト 
175 27 62 33 49 4 

100.0 15.4 35.4 18.9 28.0 2.3 

自営業・家事手伝い 
72 12 18 20 21 1 

100.0 16.7 25.0 27.8 29.2 1.4 

専業主婦（夫） 
136 28 52 20 34 2 

100.0 20.6 38.2 14.7 25.0 1.5 

学生 
17 0 4 4 9 0 

100.0 0.0 23.5 23.5 52.9 0.0 

無職 
285 56 104 46 69 10 

100.0 19.6 36.5 16.1 24.2 3.5 

その他 
15 1 3 2 8 1 

100.0 6.7 20.0 13.3 53.3 6.7 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（２）参加した地域の行事や活動内容 

問８－１ どのような行事や活動に参加されていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－21 参加した地域の行事や活動内容（複数回答） 

 

※「防災・安心地域委員会の活動」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

 

参加した地域の行事や活動内容は、「町内会・自治会などの活動」の 78.7％が

最も高く、約 8 割を占めています。次いで「お祭りや運動会などのイベント活

動」46.3％、「趣味や娯楽を通じての活動」22.1％と続いています。 

「その他」では、「消防団活動」「一斉清掃」などの記載がありました。 

前回調査と比較すると、「高齢者クラブの活動」への参加が 10.4ポイント増加

しています。 

参加した地域の行事や活動内容を年齢別にみると、30歳代、40歳代では「子

ども会やＰＴＡ活動」の割合が高く、50歳代、60歳代では「町内会・自治会な

どの活動」が約 9割と高くなっています。 

「防災・安心地域委員会の活動」は、男女別では男性で、年齢別では 60歳代

で、ブロック別では第 5ブロックで他より割合が高くなっています。  

81.6

16.9

7.7

24.2

25.1

46.9

12.1

3.9

0.5

78.7

8.7

18.1

16.6

22.1

46.3

9.8

16.8

4.7

0.0

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

町内会・自治会などの活動

子ども会やＰＴＡ活動

高齢者クラブの活動

地域でのボランティア活動

趣味や娯楽を通じての活動

お祭りや運動会などのイベント活動

ふれあい福祉委員会の活動

防災・安心地域委員会の活動

その他

無回答
前回調査：回答数207

今回調査：回答数447

お祭りや運動会などのイベント活動

町内会・自治会などの活動

子ども会やＰＴＡ活動

高齢者クラブの活動

地域でのボランティア活動

趣味や娯楽を通じての活動

ふれあい福祉委員会の活動

防災・安心地域委員会の活動

その他

無回答
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図表２－22 参加した地域の行事や活動内容（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

町
内
会
・
自
治
会

な
ど
の
活
動 

子
ど
も
会
や
Ｐ
Ｔ
Ａ

活
動 

高
齢
者
ク
ラ
ブ
の

活
動 

地
域
で
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動 

趣
味
や
娯
楽
を
通

じ
て
の
活
動 

お
祭
り
や
運
動
会

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
活

動 ふ
れ
あ
い
福
祉
委

員
会
の
活
動 

防
災
・
安
心
地
域

委
員
会
の
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

全 体 
447 352 39 81 74 99 207 44 75 21 0 

100.0 78.7 8.7 18.1 16.6 22.1 46.3 9.8 16.8 4.7 0.0 

性
別 

男性 
192 153 11 28 35 34 99 12 43 13 0 

100.0 79.7 5.7 14.6 18.2 17.7 51.6 6.3 22.4 6.8 0.0 

女性 
219 172 26 44 33 57 97 28 27 8 0 

100.0 78.5 11.9 20.1 15.1 26.0 44.3 12.8 12.3 3.7 0.0 

年
齢
別 

20 歳代 
10 1 1 0 1 0 8 0 1 1 0 

100.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 80.0 0.0 10.0 10.0 0.0 

30 歳代 
19 8 6 0 1 1 14 0 2 2 0 

100.0 42.1 31.6 0.0 5.3 5.3 73.7 0.0 10.5 10.5 0.0 

40 歳代 
52 31 19 0 3 5 28 0 5 4 0 

100.0 59.6 36.5 0.0 5.8 9.6 53.8 0.0 9.6 7.7 0.0 

50 歳代 
53 48 6 0 7 4 23 2 5 2 0 

100.0 90.6 11.3 0.0 13.2 7.5 43.4 3.8 9.4 3.8 0.0 

60 歳代 
102 92 4 8 17 23 48 10 25 4 0 

100.0 90.2 3.9 7.8 16.7 22.5 47.1 9.8 24.5 3.9 0.0 

70 歳以上 
205 166 3 73 45 64 84 31 36 8 0 

100.0 81.0 1.5 35.6 22.0 31.2 41.0 15.1 17.6 3.9 0.0 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
84 60 12 19 12 12 38 14 14 5 0 

100.0 71.4 14.3 22.6 14.3 14.3 45.2 16.7 16.7 6.0 0.0 

第２ブロック 
127 94 14 13 18 29 44 7 19 11 0 

100.0 74.0 11.0 10.2 14.2 22.8 34.6 5.5 15.0 8.7 0.0 

第３ブロック 
59 46 6 12 6 15 33 5 11 1 0 

100.0 78.0 10.2 20.3 10.2 25.4 55.9 8.5 18.6 1.7 0.0 

第４ブロック 
71 58 2 13 11 16 33 7 13 2 0 

100.0 81.7 2.8 18.3 15.5 22.5 46.5 9.9 18.3 2.8 0.0 

第５ブロック 
81 72 5 19 19 21 43 6 9 2 0 

100.0 88.9 6.2 23.5 23.5 25.9 53.1 7.4 11.1 2.5 0.0 

第６ブロック 
23 20 0 5 8 5 15 5 9 0 0 

100.0 87.0 0.0 21.7 34.8 21.7 65.2 21.7 39.1 0.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
40 28 0 15 8 15 13 6 3 3 0 

100.0 70.0 0.0 37.5 20.0 37.5 32.5 15.0 7.5 7.5 0.0 

夫婦のみ 
168 146 5 34 39 51 81 16 33 6 0 

100.0 86.9 3.0 20.2 23.2 30.4 48.2 9.5 19.6 3.6 0.0 

二世代家族 
185 140 27 23 18 23 84 17 31 8 0 

100.0 75.7 14.6 12.4 9.7 12.4 45.4 9.2 16.8 4.3 0.0 

三世代家族 
42 30 6 7 8 7 24 4 7 4 0 

100.0 71.4 14.3 16.7 19.0 16.7 57.1 9.5 16.7 9.5 0.0 

その他 
8 6 1 2 1 2 3 0 1 0 0 

100.0 75.0 12.5 25.0 12.5 25.0 37.5 0.0 12.5 0.0 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
78 53 11 0 11 9 46 2 16 5 0 

100.0 67.9 14.1 0.0 14.1 11.5 59.0 2.6 20.5 6.4 0.0 

パート・アルバイト 
89 75 15 2 11 11 41 7 9 4 0 

100.0 84.3 16.9 2.2 12.4 12.4 46.1 7.9 10.1 4.5 0.0 

自営業・家事手伝い 
30 27 4 6 7 5 17 2 6 2 0 

100.0 90.0 13.3 20.0 23.3 16.7 56.7 6.7 20.0 6.7 0.0 

専業主婦（夫） 
80 67 8 15 16 27 37 13 13 2 0 

100.0 83.8 10.0 18.8 20.0 33.8 46.3 16.3 16.3 2.5 0.0 

学生 
4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

無職 
160 127 1 58 29 45 60 19 31 8 0 

100.0 79.4 0.6 36.3 18.1 28.1 37.5 11.9 19.4 5.0 0.0 

その他 
4 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（３）地域の行事や活動に参加しない理由 

問８－２ 参加されていない理由をお教えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－23 地域の行事や活動に参加しない理由（複数回答） 

 

※「体調が悪いから」「役員を任されそうだから」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「忙しい（時間がない）から」＝前回調査の選択肢は「仕事や家事・育児などで忙しい（時間がない）から」 

※「自分が参加したいものがないから」＝前回調査の選択肢は「地域でやっている行事や活動に、自分が参加したいものがないから」 

※「行事や活動に参加したくないから」＝前回調査の選択肢は「行事や活動に参加したくない」 

※今回調査は（あてはまるものすべてに○）、前回調査は（○は 3 つまで） 

 

 

地域の行事や活動に参加しない理由は、「忙しい（時間がない）から」の 43.3％

が最も高く、次いで「町内会・自治会などに入っていないから」33.0％、「どの

ような行事や活動があるか、いつ・どこでやっているか知らないから」20.8％と

なっています。 

33.3

33.9

13.2

0.6

29.9

9.2

23.6

20.7

12.6

4.6

33.0

43.3

13.4

15.8

0.4

20.8

4.0

17.2

14.6

13.4

12.1

0.8

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

町内会・自治会などに入っていないから

忙しい（時間がない）から

体調が悪いから

一緒に参加する人がいないから

家族の協力・理解が得られないから

どのような行事や活動があるか、

いつ・どこでやっているか知らないから

地域以外での活動に参加しているから

自分が参加したいものがないから

行事や活動に参加したくないから

役員を任されそうだから

その他

無回答
前回調査：回答数174

今回調査：回答数506

どのような行事や活動があるか、
いつ・どこでやっているか知らないから

町内会・自治会などに入っていないから

忙しい（時間がない）から

体調が悪いから

一緒に参加する人がいないから

家族の協力・理解が得られないから

地域以外での活動に参加しているから

自分が参加したいものがないから

行事や活動に参加したくないから

役員を任されそうだから

その他

無回答
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「その他」では、「子どもにまかせている」「土日が仕事で参加できない」「知

り合いがいないと参加しづらい」「高齢のため」などの記載がありました。 

前回調査と比較すると、「忙しい（時間がない）から」という理由が 9.4ポイ

ント増加しています。 

地域の行事や活動に参加しない理由を地域別にみると、20 歳代では「忙しい

（時間がない）から」が、30歳代では「どのような行事や活動があるか、いつ・

どこでやっているか知らないから」、70歳以上では「体調が悪いから」の割合が

他より高くなっています。 

家族構成別にみると、一人暮らしで「町内会・自治会などに入っていないから」、

二世代家族で「忙しい（時間がない）から」の割合が他より高くなっています。 

職業別にみると、勤め人（常勤）で「町内会・自治会などに入っていないから」

「忙しい（時間がない）から」の割合が他より高くなっています。 
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図表２－24 地域の行事や活動に参加しない理由（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

町
内
会
・
自
治
会
な
ど
に

入
っ
て
い
な
い
か
ら 

忙
し
い
（
時
間
が
な
い
）
か

ら 体
調
が
悪
い
か
ら 

一
緒
に
参
加
す
る
人
が
い

な
い
か
ら 

家
族
の
協
力
・
理
解
が
得

ら
れ
な
い
か
ら 

ど
の
よ
う
な
行
事
や
活
動

が
あ
る
か
、
い
つ
・
ど
こ
で

や
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か

ら 地
域
以
外
で
の
活
動
に
参

加
し
て
い
る
か
ら 

自
分
が
参
加
し
た
い
も
の

が
な
い
か
ら 

行
事
や
活
動
に
参
加
し
た

く
な
い
か
ら 

全 体 
506 167 219 68 80 2 105 20 87 74 

100.0 33.0 43.3 13.4 15.8 0.4 20.8 4.0 17.2 14.6 

性
別 

男性 
209 72 103 25 25 1 37 10 40 30 

100.0 34.4 49.3 12.0 12.0 0.5 17.7 4.8 19.1 14.4 

女性 
257 80 103 39 48 1 56 7 40 38 

100.0 31.1 40.1 15.2 18.7 0.4 21.8 2.7 15.6 14.8 

年
齢
別 

20 歳代 
47 16 34 0 16 0 14 1 14 4 

100.0 34.0 72.3 0.0 34.0 0.0 29.8 2.1 29.8 8.5 

30 歳代 
58 24 32 4 15 0 24 1 8 6 

100.0 41.4 55.2 6.9 25.9 0.0 41.4 1.7 13.8 10.3 

40 歳代 
101 37 61 8 9 1 24 2 12 17 

100.0 36.6 60.4 7.9 8.9 1.0 23.8 2.0 11.9 16.8 

50 歳代 
82 35 45 2 9 0 13 3 13 14 

100.0 42.7 54.9 2.4 11.0 0.0 15.9 3.7 15.9 17.1 

60 歳代 
82 27 27 8 9 0 14 3 18 17 

100.0 32.9 32.9 9.8 11.0 0.0 17.1 3.7 22.0 20.7 

70 歳以上 
129 26 18 44 22 1 16 10 22 15 

100.0 20.2 14.0 34.1 17.1 0.8 12.4 7.8 17.1 11.6 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
109 27 56 13 18 0 17 5 20 13 

100.0 24.8 51.4 11.9 16.5 0.0 15.6 4.6 18.3 11.9 

第２ブロック 
184 72 78 20 29 1 48 6 39 27 

100.0 39.1 42.4 10.9 15.8 0.5 26.1 3.3 21.2 14.7 

第３ブロック 
88 27 30 16 9 0 16 3 12 18 

100.0 30.7 34.1 18.2 10.2 0.0 18.2 3.4 13.6 20.5 

第４ブロック 
66 27 30 9 14 1 13 4 9 9 

100.0 40.9 45.5 13.6 21.2 1.5 19.7 6.1 13.6 13.6 

第５ブロック 
47 11 19 8 10 0 11 0 6 5 

100.0 23.4 40.4 17.0 21.3 0.0 23.4 0.0 12.8 10.6 

第６ブロック 
10 3 5 2 0 0 0 2 1 2 

100.0 30.0 50.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 10.0 20.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
72 32 31 9 13 0 18 1 10 14 

100.0 44.4 43.1 12.5 18.1 0.0 25.0 1.4 13.9 19.4 

夫婦のみ 
126 49 29 25 16 0 34 5 22 15 

100.0 38.9 23.0 19.8 12.7 0.0 27.0 4.0 17.5 11.9 

二世代家族 
249 74 133 22 43 2 45 12 40 37 

100.0 29.7 53.4 8.8 17.3 0.8 18.1 4.8 16.1 14.9 

三世代家族 
42 8 18 8 5 0 4 1 11 7 

100.0 19.0 42.9 19.0 11.9 0.0 9.5 2.4 26.2 16.7 

その他 
14 4 6 3 3 0 4 1 4 1 

100.0 28.6 42.9 21.4 21.4 0.0 28.6 7.1 28.6 7.1 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
189 74 135 5 30 1 50 4 29 27 

100.0 39.2 71.4 2.6 15.9 0.5 26.5 2.1 15.3 14.3 

パート・アルバイト 
82 29 40 0 14 0 14 2 19 12 

100.0 35.4 48.8 0.0 17.1 0.0 17.1 2.4 23.2 14.6 

自営業・家事手伝い 
41 11 19 7 6 0 7 4 5 6 

100.0 26.8 46.3 17.1 14.6 0.0 17.1 9.8 12.2 14.6 

専業主婦（夫） 
54 24 4 10 5 1 12 2 9 10 

100.0 44.4 7.4 18.5 9.3 1.9 22.2 3.7 16.7 18.5 

学生 
13 3 9 0 4 0 3 0 4 2 

100.0 23.1 69.2 0.0 30.8 0.0 23.1 0.0 30.8 15.4 

無職 
115 25 9 45 20 0 19 8 20 16 

100.0 21.7 7.8 39.1 17.4 0.0 16.5 7.0 17.4 13.9 

その他 
10 1 3 0 1 0 0 0 1 1 

100.0 10.0 30.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 
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回
答
数
（人
） 

役
員
を
任
さ
れ
そ
う
だ
か

ら そ
の
他 

無
回
答 

      

全 体 
506 68 61 4       

100.0 13.4 12.1 0.8       

性
別 

男性 
209 31 24 1       

100.0 14.8 11.5 0.5       

女性 
257 34 34 1       

100.0 13.2 13.2 0.4       

年
齢
別 

20 歳代 
47 2 3 0       

100.0 4.3 6.4 0.0       

30 歳代 
58 6 6 0       

100.0 10.3 10.3 0.0       

40 歳代 
101 20 15 0       

100.0 19.8 14.9 0.0       

50 歳代 
82 19 14 0       

100.0 23.2 17.1 0.0       

60 歳代 
82 13 13 0       

100.0 15.9 15.9 0.0       

70 歳以上 
129 7 10 3       

100.0 5.4 7.8 2.3       

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
109 19 10 1       

100.0 17.4 9.2 0.9       

第２ブロック 
184 18 20 2       

100.0 9.8 10.9 1.1       

第３ブロック 
88 14 11 0       

100.0 15.9 12.5 0.0       

第４ブロック 
66 10 9 0       

100.0 15.2 13.6 0.0       

第５ブロック 
47 4 8 0       

100.0 8.5 17.0 0.0       

第６ブロック 
10 3 3 0       

100.0 30.0 30.0 0.0       

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
72 5 9 0       

100.0 6.9 12.5 0.0       

夫婦のみ 
126 14 14 1       

100.0 11.1 11.1 0.8       

二世代家族 
249 41 30 2       

100.0 16.5 12.0 0.8       

三世代家族 
42 6 5 0       

100.0 14.3 11.9 0.0       

その他 
14 2 3 0       

100.0 14.3 21.4 0.0       

職
業
別 

勤め人（常勤） 
189 27 25 0       

100.0 14.3 13.2 0.0       

パート・アルバイト 
82 18 10 0       

100.0 22.0 12.2 0.0       

自営業・家事手伝い 
41 3 3 0       

100.0 7.3 7.3 0.0       

専業主婦（夫） 
54 8 6 1       

100.0 14.8 11.1 1.9       

学生 
13 0 0 0       

100.0 0.0 0.0 0.0       

無職 
115 10 12 2       

100.0 8.7 10.4 1.7       

その他 
10 2 5 0       

100.0 20.0 50.0 0.0       

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（４）地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なこと 

問 9 あなたは、地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なこ

とは、どのようなことだと思いますか。（○は３つまで） 

図表２－25 地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なこと（複数回答） 

 

※「特にない・わからない」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

 

地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なことは、「誰もが気軽に

ふれあえる場・居場所をつくる」の 40.0％が最も高く、次いで「交流活動やイ

ベントなど、ふれあう・知り合う機会をふやす」32.6％、「近所の子どもや高齢

者への見守り・声かけ活動をすすめる」31.4％と続いています。 

「その他」では、「若い人が参加したいと思うイベントをする」「町内会、自治

会に加入するメリットを明確にする」などの記載がありました。 

前回調査と比較すると、すべての選択肢が減少している中、「地域の防犯・防

災、美化活動など、日常的な協力活動を活性化する」は、ほぼ同じ割合となって

います。 

40.9

18.5

41.1

38.1

25.6

42.4

4.1

4.8

28.8

10.5

32.6

31.4

25.2

40.0

2.8

17.8

2.4

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

町内会・自治会など地域組織を

活性化する・参加を促す

地域で、地域の問題に関する

話し合いの機会をもつ

交流活動やイベントなど、

ふれあう・知り合う機会をふやす

近所の子どもや高齢者への

見守り・声かけ活動をすすめる

地域の防犯・防災、美化活動など、

日常的な協力活動を活性化する

誰もが気軽にふれあえる

場・居場所をつくる

その他

特にない・わからない

無回答 前回調査：回答数394

今回調査：回答数972

地域の防犯・防災、美化活動など、
日常的な協力活動を活性化する

町内会・自治会など地域組織を
活性化する・参加を促す

地域で、地域の問題に関する
話し合いの機会をもつ

交流活動やイベントなど、
ふれあう・知り合う機会をふやす

近所の子どもや高齢者への
見守り・声かけ活動をすすめる

誰もが気軽にふれあえる
場・居場所をつくる

その他

特にない・わからない

無回答
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一方、今回調査で新たに追加した「特にない・わからない」が 17.8％となっ

ています。 

地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なことを、年代別にみる

と、20 歳代で「交流活動やイベントなど、ふれあう・知り合う機会をふやす」、

60歳代と 70歳代で「誰もが気軽にふれあえる場・居場所をつくる」割合が他よ

り高くなっています。 

ブロック別でみると、第 5ブロックと第 6ブロックで「近所の子どもや高齢者

への見守り・声かけ活動をすすめる」割合が他より高くなっています。 
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図表２－26 地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なこと（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

町
内
会
・自
治
会
な
ど
地
域
組

織
を
活
性
化
す
る
・参
加
を
促

す 地
域
で
、
地
域
の
問
題
に
関
す

る
話
し
合
い
の
機
会
を
も
つ 

交
流
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、

ふ
れ
あ
う
・知
り
合
う
機
会
を

増
や
す 

近
所
の
子
ど
も
や
高
齢
者
へ
の

見
守
り
・声
か
け
活
動
を
す
す

め
る 

地
域
の
防
犯
・防
災
、
美
化
活

動
な
ど
、
日
常
的
な
協
力
活
動

を
活
性
化
す
る 

誰
も
が
気
軽
に
ふ
れ
あ
え
る

場
・居
場
所
を
つ
く
る 

そ
の
他 

特
に
な
い
・わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全 体 
972 280 102 317 305 245 389 27 173 23 

100.0 28.8 10.5 32.6 31.4 25.2 40.0 2.8 17.8 2.4 

性
別 

男性 
407 131 53 138 105 118 152 14 65 8 

100.0 32.2 13.0 33.9 25.8 29.0 37.3 3.4 16.0 2.0 

女性 
486 129 37 154 179 113 204 12 96 10 

100.0 26.5 7.6 31.7 36.8 23.3 42.0 2.5 19.8 2.1 

年
齢
別 

20 歳代 
57 15 7 23 21 18 25 3 6 0 

100.0 26.3 12.3 40.4 36.8 31.6 43.9 5.3 10.5 0.0 

30 歳代 
77 8 8 27 28 24 25 3 19 0 

100.0 10.4 10.4 35.1 36.4 31.2 32.5 3.9 24.7 0.0 

40 歳代 
153 28 16 39 47 34 55 8 35 1 

100.0 18.3 10.5 25.5 30.7 22.2 35.9 5.2 22.9 0.7 

50 歳代 
136 22 13 40 44 29 43 5 36 1 

100.0 16.2 9.6 29.4 32.4 21.3 31.6 3.7 26.5 0.7 

60 歳代 
188 53 22 58 64 51 89 1 27 2 

100.0 28.2 11.7 30.9 34.0 27.1 47.3 0.5 14.4 1.1 

70 歳以上 
347 150 35 126 100 87 147 7 47 17 

100.0 43.2 10.1 36.3 28.8 25.1 42.4 2.0 13.5 4.9 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 56 29 51 63 46 86 6 43 0 

100.0 28.3 14.6 25.8 31.8 23.2 43.4 3.0 21.7 0.0 

第２ブロック 
316 72 28 112 96 86 116 9 55 12 

100.0 22.8 8.9 35.4 30.4 27.2 36.7 2.8 17.4 3.8 

第３ブロック 
150 46 11 42 45 34 56 5 32 4 

100.0 30.7 7.3 28.0 30.0 22.7 37.3 3.3 21.3 2.7 

第４ブロック 
140 39 16 48 37 36 57 5 25 4 

100.0 27.9 11.4 34.3 26.4 25.7 40.7 3.6 17.9 2.9 

第５ブロック 
129 50 15 51 49 36 54 1 17 1 

100.0 38.8 11.6 39.5 38.0 27.9 41.9 0.8 13.2 0.8 

第６ブロック 
33 16 3 12 14 7 18 1 0 0 

100.0 48.5 9.1 36.4 42.4 21.2 54.5 3.0 0.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 33 12 38 39 25 45 1 25 5 

100.0 28.2 10.3 32.5 33.3 21.4 38.5 0.9 21.4 4.3 

夫婦のみ 
302 108 26 116 91 74 123 7 43 9 

100.0 35.8 8.6 38.4 30.1 24.5 40.7 2.3 14.2 3.0 

二世代家族 
439 105 46 131 134 114 175 14 87 6 

100.0 23.9 10.5 29.8 30.5 26.0 39.9 3.2 19.8 1.4 

三世代家族 
85 24 15 20 30 23 34 3 15 2 

100.0 28.2 17.6 23.5 35.3 27.1 40.0 3.5 17.6 2.4 

その他 
22 8 3 9 9 8 9 2 2 0 

100.0 36.4 13.6 40.9 40.9 36.4 40.9 9.1 9.1 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 59 30 90 85 76 102 13 48 0 

100.0 22.0 11.2 33.6 31.7 28.4 38.1 4.9 17.9 0.0 

パート・アルバイト 
175 39 12 56 63 39 72 3 36 3 

100.0 22.3 6.9 32.0 36.0 22.3 41.1 1.7 20.6 1.7 

自営業・家事手伝い 
72 26 11 17 23 20 26 3 9 1 

100.0 36.1 15.3 23.6 31.9 27.8 36.1 4.2 12.5 1.4 

専業主婦（夫） 
136 44 14 54 47 29 60 2 25 4 

100.0 32.4 10.3 39.7 34.6 21.3 44.1 1.5 18.4 2.9 

学生 
17 8 3 5 8 6 5 0 1 0 

100.0 47.1 17.6 29.4 47.1 35.3 29.4 0.0 5.9 0.0 

無職 
285 100 31 92 73 71 120 5 49 11 

100.0 35.1 10.9 32.3 25.6 24.9 42.1 1.8 17.2 3.9 

その他 
15 2 1 2 5 4 2 1 5 3 

100.0 13.3 6.7 13.3 33.3 26.7 13.3 6.7 33.3 20.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（５）地域の人に手助けしてもらった（もらいたい）こと 

問 10 あなたやご家族が、日常生活で困ったときに、地域の人に手助け

してもらった（もらいたい）ことは何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－27 地域の人に手助けしてもらった（もらいたい）こと（複数回答） 

 

地域の人に手助けしてもらった（もらいたい）ことは、「災害時の安否確認の

声かけ」の 44.1％が最も高く、次いで「日常的な安否確認の声かけ」29.1％、

「高齢者や障がいがある人などへの介助」16.9％、「話し相手や相談相手」15.2％、

「通院の送迎や外出の手助け」14.6％、「ちょっとした買い物やゴミ出し」7.6％、

「子どもの世話、保育園等への送迎」5.3％、「食事や掃除・洗濯の手伝い」3.3％

と続いています。 

一方、地域の人に手助けしてもらった（もらいたい）ことが「特にない・わか

らない」と回答した人は 31.5％となっています。 

「その他」では、「除雪」「雪かき」などの記載がありました。 

地域の人に手助けしてもらった（もらいたい）ことを性別でみると女性で、年

29.1

44.1

7.6

3.3

14.6

5.3

15.2

16.9

2.7

31.5

1.7

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

日常的な安否確認の声かけ

災害時の安否確認の声かけ

ちょっとした買い物やゴミ出し

食事や掃除・洗濯の手伝い

通院の送迎や外出の手助け

子どもの世話、保育園等への送迎

話し相手や相談相手

高齢者や障がいがある人などへの介助

その他

特にない・わからない

無回答
回答数＝972

高齢者や障がいがある人などへの介助

日常的な安否確認の声かけ

災害時の安否確認の声かけ

ちょっとした買い物やゴミ出し

食事や掃除・洗濯の手伝い

通院の送迎や外出の手助け

子どもの世話、保育園等への送迎

話し相手や相談相手

その他

特にない・わからない

無回答
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齢別にみると 30歳代で「災害時の安否確認の声かけ」が約 5割となっています。 

ブロック別でみると第 5ブロックで、職業別でみると専業主婦（夫）で「日常

的な安否確認の声かけ」と「災害時の安否確認の声かけ」の割合が他より高くな

っています。 
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図表２－28 地域の人々のお互いの支えあいを進めるために大切なこと（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

日
常
的
な
安
否
確
認
の
声

か
け 

災
害
時
の
安
否
確
認
の
声

か
け 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
物
や
ゴ

ミ
出
し 

食
事
や
掃
除
・
洗
濯
の
手

伝
い 

通
院
の
送
迎
や
外
出
の
手

助
け 

子
ど
も
の
世
話
、
保
育
園

等
へ
の
送
迎 

話
し
相
手
や
相
談
相
手 

高
齢
者
や
障
が
い
が
あ
る

人
な
ど
へ
の
介
助 

そ
の
他 

全 体 
972 283 429 74 32 142 52 148 164 26 

100.0 29.1 44.1 7.6 3.3 14.6 5.3 15.2 16.9 2.7 

性
別 

男性 
407 108 162 23 10 48 21 51 55 13 

100.0 26.5 39.8 5.7 2.5 11.8 5.2 12.5 13.5 3.2 

女性 
486 157 235 44 20 77 28 88 97 10 

100.0 32.3 48.4 9.1 4.1 15.8 5.8 18.1 20.0 2.1 

年
齢
別 

20 歳代 
57 14 20 3 1 5 4 11 8 2 

100.0 24.6 35.1 5.3 1.8 8.8 7.0 19.3 14.0 3.5 

30 歳代 
77 18 38 4 3 6 10 9 16 3 

100.0 23.4 49.4 5.2 3.9 7.8 13.0 11.7 20.8 3.9 

40 歳代 
153 44 64 10 3 13 16 29 25 6 

100.0 28.8 41.8 6.5 2.0 8.5 10.5 19.0 16.3 3.9 

50 歳代 
136 27 57 10 5 14 9 20 29 4 

100.0 19.9 41.9 7.4 3.7 10.3 6.6 14.7 21.3 2.9 

60 歳代 
188 50 77 13 8 29 9 24 29 5 

100.0 26.6 41.0 6.9 4.3 15.4 4.8 12.8 15.4 2.7 

70 歳以上 
347 128 166 33 11 71 4 54 56 6 

100.0 36.9 47.8 9.5 3.2 20.5 1.2 15.6 16.1 1.7 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 58 88 14 6 23 10 36 27 9 

100.0 29.3 44.4 7.1 3.0 11.6 5.1 18.2 13.6 4.5 

第２ブロック 
316 81 123 21 6 37 18 42 47 8 

100.0 25.6 38.9 6.6 1.9 11.7 5.7 13.3 14.9 2.5 

第３ブロック 
150 40 67 9 8 26 10 13 37 6 

100.0 26.7 44.7 6.0 5.3 17.3 6.7 8.7 24.7 4.0 

第４ブロック 
140 36 59 12 6 20 3 24 15 3 

100.0 25.7 42.1 8.6 4.3 14.3 2.1 17.1 10.7 2.1 

第５ブロック 
129 55 72 14 5 27 11 24 28 0 

100.0 42.6 55.8 10.9 3.9 20.9 8.5 18.6 21.7 0.0 

第６ブロック 
33 12 16 3 1 7 0 9 10 0 

100.0 36.4 48.5 9.1 3.0 21.2 0.0 27.3 30.3 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 34 40 12 2 17 1 18 22 6 

100.0 29.1 34.2 10.3 1.7 14.5 0.9 15.4 18.8 5.1 

夫婦のみ 
302 98 148 27 16 59 12 43 50 7 

100.0 32.5 49.0 8.9 5.3 19.5 4.0 14.2 16.6 2.3 

二世代家族 
439 112 187 26 8 47 33 62 69 10 

100.0 25.5 42.6 5.9 1.8 10.7 7.5 14.1 15.7 2.3 

三世代家族 
85 30 39 3 3 10 5 19 17 3 

100.0 35.3 45.9 3.5 3.5 11.8 5.9 22.4 20.0 3.5 

その他 
22 7 10 5 2 7 1 6 6 0 

100.0 31.8 45.5 22.7 9.1 31.8 4.5 27.3 27.3 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 67 113 12 6 25 22 37 54 10 

100.0 25.0 42.2 4.5 2.2 9.3 8.2 13.8 20.1 3.7 

パート・アルバイト 
175 44 83 17 4 20 12 32 27 5 

100.0 25.1 47.4 9.7 2.3 11.4 6.9 18.3 15.4 2.9 

自営業・家事手伝い 
72 23 33 5 2 11 4 14 11 2 

100.0 31.9 45.8 6.9 2.8 15.3 5.6 19.4 15.3 2.8 

専業主婦（夫） 
136 48 70 11 6 28 7 21 24 2 

100.0 35.3 51.5 8.1 4.4 20.6 5.1 15.4 17.6 1.5 

学生 
17 4 6 1 0 2 1 3 3 1 

100.0 23.5 35.3 5.9 0.0 11.8 5.9 17.6 17.6 5.9 

無職 
285 91 116 26 12 54 6 39 42 5 

100.0 31.9 40.7 9.1 4.2 18.9 2.1 13.7 14.7 1.8 

その他 
15 5 5 2 2 2 0 1 3 1 

100.0 33.3 33.3 13.3 13.3 13.3 0.0 6.7 20.0 6.7 
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回
答
数
（人
） 

特
に
な
い
・わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

       

全 体 
972 306 17        

100.0 31.5 1.7        

性
別 

男性 
407 158 7        

100.0 38.8 1.7        

女性 
486 127 9        

100.0 26.1 1.9        

年
齢
別 

20 歳代 
57 21 0        

100.0 36.8 0.0        

30 歳代 
77 17 0        

100.0 22.1 0.0        

40 歳代 
153 51 0        

100.0 33.3 0.0        

50 歳代 
136 50 0        

100.0 36.8 0.0        

60 歳代 
188 61 5        

100.0 32.4 2.7        

70 歳以上 
347 103 11        

100.0 29.7 3.2        

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 52 2        

100.0 26.3 1.0        

第２ブロック 
316 114 7        

100.0 36.1 2.2        

第３ブロック 
150 52 4        

100.0 34.7 2.7        

第４ブロック 
140 49 1        

100.0 35.0 0.7        

第５ブロック 
129 31 1        

100.0 24.0 0.8        

第６ブロック 
33 8 1        

100.0 24.2 3.0        

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 44 3        

100.0 37.6 2.6        

夫婦のみ 
302 84 6        

100.0 27.8 2.0        

二世代家族 
439 151 7        

100.0 34.4 1.6        

三世代家族 
85 21 1        

100.0 24.7 1.2        

その他 
22 5 0        

100.0 22.7 0.0        

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 91 2        

100.0 34.0 0.7        

パート・アルバイト 
175 47 3        

100.0 26.9 1.7        

自営業・家事手伝い 
72 22 1        

100.0 30.6 1.4        

専業主婦（夫） 
136 39 3        

100.0 28.7 2.2        

学生 
17 6 0        

100.0 35.3 0.0        

無職 
285 96 6        

100.0 33.7 2.1        

その他 
15 5 2        

100.0 33.3 13.3        

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（６）地域の人に手助けできること 

問 11 あなたやご家族が、日常生活で困ったときに、地域の人に手助け

できることは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

図表２－29 地域の人に手助けできること（複数回答） 

 

地域の人に手助けできることは、「災害時の安否確認の声かけ」の 55.6％が最

も高く、次いで「日常的な安否確認の声かけ」50.9％、「話し相手や相談相手」

29.2％、「ちょっとした買い物やゴミ出し」21.8％、「高齢者や障がいがある人な

どへの介助」15.5％、「通院の送迎や外出の手助け」13.5％、「子どもの世話、保

育園等への送迎」7.5％、「食事や掃除・洗濯の手伝い」6.7％と続いています。 

一方、地域の人に手助けできることが「特にない・わからない」と回答した人

は 18.9％となっています。 

地域の人に手助けできることを年代別にみると、30 歳代で「災害時の安否確

認の声かけ」が約 7割となっています。 

ブロック別にみると、第 5ブロックですべての項目について、全体の割合を上

回っています。  

50.9

55.6

21.8

6.7

13.5

7.5

29.2

15.5

1.5

18.9

2.9

0% 20% 40% 60%

日常的な安否確認の声かけ

災害時の安否確認の声かけ

ちょっとした買い物やゴミ出し

食事や掃除・洗濯の手伝い

通院の送迎や外出の手助け

子どもの世話、保育園等への送迎

話し相手や相談相手

高齢者や障がいがある人などへの介助

その他

特にない・わからない

無回答
回答数＝972

高齢者や障がいがある人などへの介助

日常的な安否確認の声かけ

災害時の安否確認の声かけ

ちょっとした買い物やゴミ出し

食事や掃除・洗濯の手伝い

通院の送迎や外出の手助け

子どもの世話、保育園等への送迎

話し相手や相談相手

その他

特にない・わからない

無回答
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図表２－30 地域の人に手助けできること（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

日
常
的
な
安
否
確
認
の
声

か
け 

災
害
時
の
安
否
確
認
の
声

か
け 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
物
や
ゴ

ミ
出
し 

食
事
や
掃
除
・
洗
濯
の
手

伝
い 

通
院
の
送
迎
や
外
出
の
手

助
け 

子
ど
も
の
世
話
、
保
育
園

等
へ
の
送
迎 

話
し
相
手
や
相
談
相
手 

高
齢
者
や
障
が
い
が
あ
る

人
な
ど
へ
の
介
助 

そ
の
他 

全 体 
972 495 540 212 65 131 73 284 151 15 

100.0 50.9 55.6 21.8 6.7 13.5 7.5 29.2 15.5 1.5 

性
別 

男性 
407 203 233 64 12 53 25 112 57 9 

100.0 49.9 57.2 15.7 2.9 13.0 6.1 27.5 14.0 2.2 

女性 
486 258 271 130 43 65 45 153 86 5 

100.0 53.1 55.8 26.7 8.8 13.4 9.3 31.5 17.7 1.0 

年
齢
別 

20 歳代 
57 23 33 9 3 5 10 18 14 1 

100.0 40.4 57.9 15.8 5.3 8.8 17.5 31.6 24.6 1.8 

30 歳代 
77 40 53 19 6 7 11 27 14 1 

100.0 51.9 68.8 24.7 7.8 9.1 14.3 35.1 18.2 1.3 

40 歳代 
153 67 87 22 9 16 10 44 21 4 

100.0 43.8 56.9 14.4 5.9 10.5 6.5 28.8 13.7 2.6 

50 歳代 
136 71 84 33 6 19 13 42 24 2 

100.0 52.2 61.8 24.3 4.4 14.0 9.6 30.9 17.6 1.5 

60 歳代 
188 104 97 53 19 34 15 44 26 3 

100.0 55.3 51.6 28.2 10.1 18.1 8.0 23.4 13.8 1.6 

70 歳以上 
347 184 178 76 22 48 14 109 52 4 

100.0 53.0 51.3 21.9 6.3 13.8 4.0 31.4 15.0 1.2 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 94 107 41 9 22 15 63 26 3 

100.0 47.5 54.0 20.7 4.5 11.1 7.6 31.8 13.1 1.5 

第２ブロック 
316 152 168 59 22 32 25 86 45 6 

100.0 48.1 53.2 18.7 7.0 10.1 7.9 27.2 14.2 1.9 

第３ブロック 
150 77 90 33 11 20 9 31 29 2 

100.0 51.3 60.0 22.0 7.3 13.3 6.0 20.7 19.3 1.3 

第４ブロック 
140 66 74 35 9 26 9 44 22 3 

100.0 47.1 52.9 25.0 6.4 18.6 6.4 31.4 15.7 2.1 

第５ブロック 
129 85 83 34 13 22 14 50 26 1 

100.0 65.9 64.3 26.4 10.1 17.1 10.9 38.8 20.2 0.8 

第６ブロック 
33 19 14 9 1 7 1 10 3 0 

100.0 57.6 42.4 27.3 3.0 21.2 3.0 30.3 9.1 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 51 46 24 9 14 5 28 24 4 

100.0 43.6 39.3 20.5 7.7 12.0 4.3 23.9 20.5 3.4 

夫婦のみ 
302 175 180 86 23 51 24 105 47 4 

100.0 57.9 59.6 28.5 7.6 16.9 7.9 34.8 15.6 1.3 

二世代家族 
439 208 243 79 24 53 35 117 62 4 

100.0 47.4 55.4 18.0 5.5 12.1 8.0 26.7 14.1 0.9 

三世代家族 
85 47 52 16 5 9 8 29 11 2 

100.0 55.3 61.2 18.8 5.9 10.6 9.4 34.1 12.9 2.4 

その他 
22 11 13 7 4 4 1 4 6 1 

100.0 50.0 59.1 31.8 18.2 18.2 4.5 18.2 27.3 4.5 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 133 171 43 14 25 24 72 48 6 

100.0 49.6 63.8 16.0 5.2 9.3 9.0 26.9 17.9 2.2 

パート・アルバイト 
175 96 97 53 15 29 17 57 29 3 

100.0 54.9 55.4 30.3 8.6 16.6 9.7 32.6 16.6 1.7 

自営業・家事手伝い 
72 40 46 12 7 12 4 25 11 2 

100.0 55.6 63.9 16.7 9.7 16.7 5.6 34.7 15.3 2.8 

専業主婦（夫） 
136 78 81 50 15 26 13 50 21 1 

100.0 57.4 59.6 36.8 11.0 19.1 9.6 36.8 15.4 0.7 

学生 
17 6 10 0 0 1 1 7 3 0 

100.0 35.3 58.8 0.0 0.0 5.9 5.9 41.2 17.6 0.0 

無職 
285 136 126 50 11 35 14 71 35 1 

100.0 47.7 44.2 17.5 3.9 12.3 4.9 24.9 12.3 0.4 

その他 
15 5 6 4 3 3 0 2 4 2 

100.0 33.3 40.0 26.7 20.0 20.0 0.0 13.3 26.7 13.3 
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回
答
数
（人
） 

特
に
な
い
・わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

       

全 体 
972 184 28        

100.0 18.9 2.9        

性
別 

男性 
407 88 12        

100.0 21.6 2.9        

女性 
486 83 13        

100.0 17.1 2.7        

年
齢
別 

20 歳代 
57 11 0        

100.0 19.3 0.0        

30 歳代 
77 14 0        

100.0 18.2 0.0        

40 歳代 
153 29 1        

100.0 19.0 0.7        

50 歳代 
136 25 2        

100.0 18.4 1.5        

60 歳代 
188 35 7        

100.0 18.6 3.7        

70 歳以上 
347 68 17        

100.0 19.6 4.9        

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 37 5        

100.0 18.7 2.5        

第２ブロック 
316 72 5        

100.0 22.8 1.6        

第３ブロック 
150 24 6        

100.0 16.0 4.0        

第４ブロック 
140 27 5        

100.0 19.3 3.6        

第５ブロック 
129 16 5        

100.0 12.4 3.9        

第６ブロック 
33 8 1        

100.0 24.2 3.0        

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 29 7        

100.0 24.8 6.0        

夫婦のみ 
302 43 9        

100.0 14.2 3.0        

二世代家族 
439 94 8        

100.0 21.4 1.8        

三世代家族 
85 14 4        

100.0 16.5 4.7        

その他 
22 3 0        

100.0 13.6 0.0        

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 47 1        

100.0 17.5 0.4        

パート・アルバイト 
175 24 3        

100.0 13.7 1.7        

自営業・家事手伝い 
72 13 3        

100.0 18.1 4.2        

専業主婦（夫） 
136 19 2        

100.0 14.0 1.5        

学生 
17 5 0        

100.0 29.4 0.0        

無職 
285 71 17        

100.0 24.9 6.0        

その他 
15 4 2        

100.0 26.7 13.3        

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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４ ボランティア活動について 

（１）ボランティア活動への参加経験 

問 12 あなたは、過去 5 年間に、ボランティア活動に参加されたことが

ありますか。（１つに○） 

※個人の活動、グループでの活動、学校や会社を通しての活動など、参加の

方法は問いません 

図表２－31 ボランティア活動への参加経験（単数回答） 

 

※今回調査は過去 5 年間の参加、前回調査は期間の指定なし 

 

ボランティア活動への参加経験は、「参加したことがある」28.5％、「参加した

ことはない」70.9％となっています。参加経験のある人は約 3割で、前回調査と

比較すると微減しています。 

  

参加したことが

ある

29.2

28.5

参加したことは

ない

65.5

70.9

無回答

5.3

0.6

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

前回調査

回答数=394

今回調査

回答数=972
今回調査
回答数=972

前回調査
回答数=394
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図表２－32 ボランティア活動への参加経験（単数回答） 

 

ボランティア活動へ「参加した

ことがある」割合が高いのは、年

代別でみると 20 歳代と 70 歳代、

家族構成別でみると三世代家族、 

ブロック別でみると第 6ブロック、

職業別でみると学生となってい

ます。 

 

 

 

  

    

回
答
数
（人
） 

参
加
し
た
こ
と
が

あ
る 

参
加
し
た
こ
と
は

な
い 

無
回
答 

全 体 
972 277 689 6 

100.0 28.5 70.9 0.6 

性
別 

男性 
407 116 287 4 

100.0 28.5 70.5 1.0 

女性 
486 140 344 2 

100.0 28.8 70.8 0.4 

年
齢
別 

20 歳代 
57 22 35 0 

100.0 38.6 61.4 0.0 

30 歳代 
77 18 59 0 

100.0 23.4 76.6 0.0 

40 歳代 
153 29 123 1 

100.0 19.0 80.4 0.7 

50 歳代 
136 22 114 0 

100.0 16.2 83.8 0.0 

60 歳代 
188 53 134 1 

100.0 28.2 71.3 0.5 

70 歳以上 
347 130 213 4 

100.0 37.5 61.4 1.2 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 57 140 1 

100.0 28.8 70.7 0.5 

第２ブロック 
316 73 240 3 

100.0 23.1 75.9 0.9 

第３ブロック 
150 40 109 1 

100.0 26.7 72.7 0.7 

第４ブロック 
140 41 98 1 

100.0 29.3 70.0 0.7 

第５ブロック 
129 47 82 0 

100.0 36.4 63.6 0.0 

第６ブロック 
33 18 15 0 

100.0 54.5 45.5 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 30 86 1 

100.0 25.6 73.5 0.9 

夫婦のみ 
302 98 202 2 

100.0 32.5 66.9 0.7 

二世代家族 
439 111 326 2 

100.0 25.3 74.3 0.5 

三世代家族 
85 32 53 0 

100.0 37.6 62.4 0.0 

その他 
22 5 16 1 

100.0 22.7 72.7 4.5 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 52 216 0 

100.0 19.4 80.6 0.0 

パート・アルバイト 
175 47 127 1 

100.0 26.9 72.6 0.6 

自営業・家事手伝い 
72 22 49 1 

100.0 30.6 68.1 1.4 

専業主婦（夫） 
136 46 89 1 

100.0 33.8 65.4 0.7 

学生 
17 8 9 0 

100.0 47.1 52.9 0.0 

無職 
285 98 185 2 

100.0 34.4 64.9 0.7 

その他 
15 4 10 1 

100.0 26.7 66.7 6.7 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（２）参加したボランティア活動内容 

問 12－１ 参加したことがあるのはどんな活動ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－33 参加したボランティア活動内容（複数回答） 

参加したボランティア活動内容をみると、「地域の防犯・防災活動（夜回りな

ど）」の 27.8％が最も高く、次いで「施設での手伝い」22.4％、「地域の見守り活

動・話し相手」20.9％、「募金活動の手伝い」20.6％と続いています。 

「その他」では、「ゴミ拾い」「地域の清掃」「施設でのイベント」「災害等のボ

ランティア活動」などの記載がありました。 

参加したボランティア活動内容を性別でみると、男性で「地域の防犯・防災活

動（夜回りなど）」の割合が高くなっています。 

年齢別でみると、「施設での手伝い」は 20 歳代と 30歳代で、「子育て・福祉イ

ベントなどの手伝い」は 30歳代と 40歳代で、「地域の防犯・防災活動（夜回り

など）」は 50歳代と 60歳代で他より割合が高くなっています。  

35.7

18.3

27.0

18.3

35.7

7.8

3.5

3.5

6.1

2.6

19.1

0.0

22.4

19.5

20.6

20.9

27.8

3.6

5.4

3.6

5.4

3.6

23.5

2.9

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

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い（食事 掃除 洗濯など）

手話など専門技能を生かした手伝い

その他

無回答

前回調査：回答数115

今回調査：回答数277

家事の手伝い（食事 掃除 洗濯など）

手話など専門技能を生かした手伝い

その他

無回答

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食
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図表２－34 参加したボランティア活動内容（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

施
設
で
の
手
伝
い 

子
育
て
・
福
祉
イ
ベ
ン
ト
な

ど
の
手
伝
い 

募
金
活
動
の
手
伝
い 

地
域
の
見
守
り
活
動
・
話

し
相
手 

地
域
の
防
犯
・
防
災
活
動

（夜
回
り
な
ど
） 

子
ど
も
の
一
時
預
か
り 

通
院
・外
出
の
手
伝
い 

お
弁
当
の
配
食 

家
事
の
手
伝
い
（
食
事 

掃

除 

洗
濯
な
ど
） 

全 体 
277 62 54 57 58 77 10 15 10 15 

100.0 22.4 19.5 20.6 20.9 27.8 3.6 5.4 3.6 5.4 

性
別 

男性 
116 20 21 25 23 51 4 3 1 3 

100.0 17.2 18.1 21.6 19.8 44.0 3.4 2.6 0.9 2.6 

女性 
140 41 29 27 34 22 6 12 7 11 

100.0 29.3 20.7 19.3 24.3 15.7 4.3 8.6 5.0 7.9 

年
齢
別 

20 歳代 
22 9 4 2 0 2 2 0 0 2 

100.0 40.9 18.2 9.1 0.0 9.1 9.1 0.0 0.0 9.1 

30 歳代 
18 8 6 2 1 3 1 0 0 1 

100.0 44.4 33.3 11.1 5.6 16.7 5.6 0.0 0.0 5.6 

40 歳代 
29 2 8 2 7 5 1 1 0 1 

100.0 6.9 27.6 6.9 24.1 17.2 3.4 3.4 0.0 3.4 

50 歳代 
22 1 5 1 6 7 0 3 0 0 

100.0 4.5 22.7 4.5 27.3 31.8 0.0 13.6 0.0 0.0 

60 歳代 
53 7 10 7 14 23 2 1 2 1 

100.0 13.2 18.9 13.2 26.4 43.4 3.8 1.9 3.8 1.9 

70 歳以上 
130 35 20 43 30 37 4 10 7 10 

100.0 26.9 15.4 33.1 23.1 28.5 3.1 7.7 5.4 7.7 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
57 8 17 19 9 16 3 1 5 3 

100.0 14.0 29.8 33.3 15.8 28.1 5.3 1.8 8.8 5.3 

第２ブロック 
73 16 16 12 15 12 4 5 0 3 

100.0 21.9 21.9 16.4 20.5 16.4 5.5 6.8 0.0 4.1 

第３ブロック 
40 5 7 9 8 9 1 2 2 1 

100.0 12.5 17.5 22.5 20.0 22.5 2.5 5.0 5.0 2.5 

第４ブロック 
41 13 5 7 10 14 2 2 1 2 

100.0 31.7 12.2 17.1 24.4 34.1 4.9 4.9 2.4 4.9 

第５ブロック 
47 16 9 8 10 18 0 4 1 6 

100.0 34.0 19.1 17.0 21.3 38.3 0.0 8.5 2.1 12.8 

第６ブロック 
18 4 0 2 6 8 0 1 1 0 

100.0 22.2 0.0 11.1 33.3 44.4 0.0 5.6 5.6 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
30 10 3 8 7 4 4 3 2 2 

100.0 33.3 10.0 26.7 23.3 13.3 13.3 10.0 6.7 6.7 

夫婦のみ 
98 20 20 23 19 33 2 8 6 5 

100.0 20.4 20.4 23.5 19.4 33.7 2.0 8.2 6.1 5.1 

二世代家族 
111 21 24 19 26 31 3 3 2 2 

100.0 18.9 21.6 17.1 23.4 27.9 2.7 2.7 1.8 1.8 

三世代家族 
32 9 6 5 6 8 1 1 0 5 

100.0 28.1 18.8 15.6 18.8 25.0 3.1 3.1 0.0 15.6 

その他 
5 2 0 1 0 1 0 0 0 1 

100.0 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
52 10 11 4 4 15 3 0 0 2 

100.0 19.2 21.2 7.7 7.7 28.8 5.8 0.0 0.0 3.8 

パート・アルバイト 
47 9 13 6 11 9 1 3 0 1 

100.0 19.1 27.7 12.8 23.4 19.1 2.1 6.4 0.0 2.1 

自営業・家事手伝い 
22 4 5 5 6 10 1 1 0 0 

100.0 18.2 22.7 22.7 27.3 45.5 4.5 4.5 0.0 0.0 

専業主婦（夫） 
46 12 10 10 15 7 2 3 4 5 

100.0 26.1 21.7 21.7 32.6 15.2 4.3 6.5 8.7 10.9 

学生 
8 6 1 0 0 1 0 0 0 1 

100.0 75.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 

無職 
98 20 13 31 22 35 3 8 6 6 

100.0 20.4 13.3 31.6 22.4 35.7 3.1 8.2 6.1 6.1 

その他 
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

100.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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回
答
数
（人
） 

手
話
な
ど
専
門
技
能
を
生

か
し
た
手
伝
い 

そ
の
他 

無
回
答 

      

全 体 
277 10 65 8       

100.0 3.6 23.5 2.9       

性
別 

男性 
116 2 30 4       

100.0 1.7 25.9 3.4       

女性 
140 8 30 4       

100.0 5.7 21.4 2.9       

年
齢
別 

20 歳代 
22 0 6 0       

100.0 0.0 27.3 0.0       

30 歳代 
18 0 3 0       

100.0 0.0 16.7 0.0       

40 歳代 
29 1 10 1       

100.0 3.4 34.5 3.4       

50 歳代 
22 0 9 0       

100.0 0.0 40.9 0.0       

60 歳代 
53 4 13 1       

100.0 7.5 24.5 1.9       

70 歳以上 
130 5 23 6       

100.0 3.8 17.7 4.6       

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
57 1 10 2       

100.0 1.8 17.5 3.5       

第２ブロック 
73 4 24 1       

100.0 5.5 32.9 1.4       

第３ブロック 
40 0 9 3       

100.0 0.0 22.5 7.5       

第４ブロック 
41 2 8 1       

100.0 4.9 19.5 2.4       

第５ブロック 
47 3 11 0       

100.0 6.4 23.4 0.0       

第６ブロック 
18 0 3 0       

100.0 0.0 16.7 0.0       

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
30 1 4 2       

100.0 3.3 13.3 6.7       

夫婦のみ 
98 5 23 3       

100.0 5.1 23.5 3.1       

二世代家族 
111 2 29 2       

100.0 1.8 26.1 1.8       

三世代家族 
32 2 7 1       

100.0 6.3 21.9 3.1       

その他 
5 0 2 0       

100.0 0.0 40.0 0.0       

職
業
別 

勤め人（常勤） 
52 0 18 1       

100.0 0.0 34.6 1.9       

パート・アルバイト 
47 0 13 1       

100.0 0.0 27.7 2.1       

自営業・家事手伝い 
22 1 4 1       

100.0 4.5 18.2 4.5       

専業主婦（夫） 
46 1 9 2       

100.0 2.2 19.6 4.3       

学生 
8 0 1 0       

100.0 0.0 12.5 0.0       

無職 
98 7 19 3       

100.0 7.1 19.4 3.1       

その他 
4 1 1 0       

100.0 25.0 25.0 0.0       

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（３）ボランティア活動に参加しない理由 

問 12－２ 参加されていない理由をお教えください。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－35 ボランティア活動に参加しない理由（複数回答） 

 

※「活動の団体・グループに入っていないから」＝前回調査の選択肢は「活動したいという気持ちはあるが、身近に活動グループや

仲間がいない・みつけられない」 

※「忙しい（時間がない）から」＝前回調査の選択肢は「活動したいという気持ちはあるが、仕事や家事が忙しくて時間がない」 

※「体調が悪いから」＝前回調査の選択肢は「健康に自信がないので、参加が難しい」 

※「一緒に参加する人がいないから」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「家族の協力・理解が得られないから」＝前回調査の選択肢は「家族や職場の理解が得られないので、参加が難しい」 

※「どのような行事や活動があるか、いつ・どこでやっているのか知らないから」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「地域以外での活動に参加しているから」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「自分が参加したいものがないから」＝前回調査の選択肢は「興味をもてる活動がない」 

※「行事や活動に参加したくないから」＝前回調査の選択肢は「ボランティア活動そのものに興味がない・したくない」 

※今回調査で削除した選択肢＝「活動したいという気持ちはあるが、きっかけがつかめない」 

 

ボランティア活動に参加しない理由をみると、「忙しい（時間がない）から」

の 44.6％が最も高く、次いで「活動の団体・グループに入っていないから」38.9％、

「どのような行事や活動があるか、いつ・どこでやっているか知らないから」

21.3

40.7

17.1

2.3

31

13.6

13.6

7.8

1.2

38.9

44.6

16.0

13.1

2.3

32.9

3.2

10.7

10.3

6.2

0.9

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

活動の団体・グループに入っていない
から

忙しい（時間がない）から

体調が悪いから

一緒に参加する人がいないから

家族の協力・理解が得られないから

どのような行事や活動があるか、
いつ・どこでやっているか知らないから

地域以外での活動に参加しているから

活動したいという気持ちはあるが、きっかけがつかめない

自分が参加したいものがないから

行事や活動に参加したくないから

その他

無回答
前回調査：回答数258

今回調査：回答数689

どのような行事や活動があるか、
いつ・どこでやっているか知らないから

活動の団体・グループに入っていない
から

忙しい（時間がない）から

体調が悪いから

一緒に参加する人がいないから

家族の協力・理解が得られないから

地域以外での活動に参加しているから

自分が参加したいものがないから

行事や活動に参加したくないから

その他

無回答

活動したいという気持ちはあるが、きっか
けがつかめない
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32.9％と続いています。 

今回調査で新たに追加した選択肢「どのような行事や活動があるか、いつ・ど

こでやっているか知らないから」が約 3割という結果となっています。 

「その他」では、「高齢なので」「仕事のため」などの記載がありました。 

ボランティア活動に参加しない理由を性別でみると、男性で「自分が参加した

いものがないから」の割合が、女性を 10.9ポイント上回っています。 

年齢別にみると、年代が低くなるほど「忙しい（時間がない）から」の割合が

高くなっています。また、30歳代で「どのような行事や活動があるか、いつ・ど

こでやっているか知らないから」の割合が他より高くなっています。 
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図表２－36 ボランティア活動に参加しない理由（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

活
動
の
団
体
・グ
ル
ー
プ
に

入
っ
て
い
な
い
か
ら 

忙
し
い
（
時
間
が
な
い
）
か

ら 体
調
が
悪
い
か
ら 

一
緒
に
参
加
す
る
人
が
い

な
い
か
ら 

家
族
の
協
力
・
理
解
が
得

ら
れ
な
い
か
ら 

ど
の
よ
う
な
行
事
や
活
動

が
あ
る
か
、
い
つ
・
ど
こ
で

や
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
か

ら 地
域
以
外
で
の
活
動
に
参

加
し
て
い
る
か
ら 

自
分
が
参
加
し
た
い
も
の

が
な
い
か
ら 

行
事
や
活
動
に
参
加
し
た

く
な
い
か
ら 

全 体 
689 268 307 110 90 16 227 22 74 71 

100.0 38.9 44.6 16.0 13.1 2.3 32.9 3.2 10.7 10.3 

性
別 

男性 
287 114 143 40 34 6 93 10 48 29 

100.0 39.7 49.8 13.9 11.8 2.1 32.4 3.5 16.7 10.1 

女性 
344 133 145 61 45 9 110 8 20 37 

100.0 38.7 42.2 17.7 13.1 2.6 32.0 2.3 5.8 10.8 

年
齢
別 

20 歳代 
35 13 22 0 7 0 11 0 5 5 

100.0 37.1 62.9 0.0 20.0 0.0 31.4 0.0 14.3 14.3 

30 歳代 
59 24 37 6 14 2 26 2 8 8 

100.0 40.7 62.7 10.2 23.7 3.4 44.1 3.4 13.6 13.6 

40 歳代 
123 47 76 12 20 3 49 1 9 18 

100.0 38.2 61.8 9.8 16.3 2.4 39.8 0.8 7.3 14.6 

50 歳代 
114 47 75 6 9 5 35 4 13 12 

100.0 41.2 65.8 5.3 7.9 4.4 30.7 3.5 11.4 10.5 

60 歳代 
134 50 55 13 16 3 41 7 8 14 

100.0 37.3 41.0 9.7 11.9 2.2 30.6 5.2 6.0 10.4 

70 歳以上 
213 83 37 70 23 2 62 7 28 11 

100.0 39.0 17.4 32.9 10.8 0.9 29.1 3.3 13.1 5.2 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
140 48 64 20 21 2 39 6 12 12 

100.0 34.3 45.7 14.3 15.0 1.4 27.9 4.3 8.6 8.6 

第２ブロック 
240 98 109 31 33 3 88 5 31 27 

100.0 40.8 45.4 12.9 13.8 1.3 36.7 2.1 12.9 11.3 

第３ブロック 
109 41 42 26 11 3 33 4 13 14 

100.0 37.6 38.5 23.9 10.1 2.8 30.3 3.7 11.9 12.8 

第４ブロック 
98 34 46 13 10 3 31 5 7 10 

100.0 34.7 46.9 13.3 10.2 3.1 31.6 5.1 7.1 10.2 

第５ブロック 
82 36 35 15 13 4 28 1 8 5 

100.0 43.9 42.7 18.3 15.9 4.9 34.1 1.2 9.8 6.1 

第６ブロック 
15 9 6 4 1 0 6 0 2 2 

100.0 60.0 40.0 26.7 6.7 0.0 40.0 0.0 13.3 13.3 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
86 34 27 16 13 0 28 2 4 9 

100.0 39.5 31.4 18.6 15.1 0.0 32.6 2.3 4.7 10.5 

夫婦のみ 
202 86 63 43 22 5 64 7 28 14 

100.0 42.6 31.2 21.3 10.9 2.5 31.7 3.5 13.9 6.9 

二世代家族 
326 118 179 37 44 9 106 8 31 36 

100.0 36.2 54.9 11.3 13.5 2.8 32.5 2.5 9.5 11.0 

三世代家族 
53 19 27 8 8 1 21 2 8 6 

100.0 35.8 50.9 15.1 15.1 1.9 39.6 3.8 15.1 11.3 

その他 
16 9 6 5 2 1 5 2 3 5 

100.0 56.3 37.5 31.3 12.5 6.3 31.3 12.5 18.8 31.3 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
216 89 162 7 31 6 77 5 18 26 

100.0 41.2 75.0 3.2 14.4 2.8 35.6 2.3 8.3 12.0 

パート・アルバイト 
127 49 71 4 14 3 43 3 9 17 

100.0 38.6 55.9 3.1 11.0 2.4 33.9 2.4 7.1 13.4 

自営業・家事手伝い 
49 19 26 10 7 0 17 2 6 2 

100.0 38.8 53.1 20.4 14.3 0.0 34.7 4.1 12.2 4.1 

専業主婦（夫） 
89 37 17 20 13 2 34 1 4 7 

100.0 41.6 19.1 22.5 14.6 2.2 38.2 1.1 4.5 7.9 

学生 
9 4 6 0 2 0 1 0 3 2 

100.0 44.4 66.7 0.0 22.2 0.0 11.1 0.0 33.3 22.2 

無職 
185 67 21 65 21 4 52 10 34 16 

100.0 36.2 11.4 35.1 11.4 2.2 28.1 5.4 18.4 8.6 

その他 
10 2 2 3 2 1 2 0 0 1 

100.0 20.0 20.0 30.0 20.0 10.0 20.0 0.0 0.0 10.0 
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回
答
数
（人
） 

活
動
の
団
体
・グ
ル
ー
プ
に

入
っ
て
い
な
い
か
ら 

忙
し
い
（
時
間
が
な
い
）
か

ら 

       

全 体 
689 43 6        

100.0 6.2 0.9        

性
別 

男性 
287 16 1        

100.0 5.6 0.3        

女性 
344 24 3        

100.0 7.0 0.9        

年
齢
別 

20 歳代 
35 1 0        

100.0 2.9 0.0        

30 歳代 
59 1 0        

100.0 1.7 0.0        

40 歳代 
123 4 0        

100.0 3.3 0.0        

50 歳代 
114 2 1        

100.0 1.8 0.9        

60 歳代 
134 12 2        

100.0 9.0 1.5        

70 歳以上 
213 22 3        

100.0 10.3 1.4        

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
140 5 3        

100.0 3.6 2.1        

第２ブロック 
240 14 0        

100.0 5.8 0.0        

第３ブロック 
109 7 2        

100.0 6.4 1.8        

第４ブロック 
98 13 1        

100.0 13.3 1.0        

第５ブロック 
82 4 0        

100.0 4.9 0.0        

第６ブロック 
15 0 0        

100.0 0.0 0.0        

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
86 8 2        

100.0 9.3 2.3        

夫婦のみ 
202 15 3        

100.0 7.4 1.5        

二世代家族 
326 13 1        

100.0 4.0 0.3        

三世代家族 
53 6 0        

100.0 11.3 0.0        

その他 
16 1 0        

100.0 6.3 0.0        

職
業
別 

勤め人（常勤） 
216 4 0        

100.0 1.9 0.0        

パート・アルバイト 
127 4 0        

100.0 3.1 0.0        

自営業・家事手伝い 
49 4 0        

100.0 8.2 0.0        

専業主婦（夫） 
89 7 1        

100.0 7.9 1.1        

学生 
9 0 0        

100.0 0.0 0.0        

無職 
185 19 5        

100.0 10.3 2.7        

その他 
10 5 0        

100.0 50.0 0.0        

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（４）今後のボランティア活動の意向 

問 13 あなたは、今後、ボランティア活動をしたいと思いますか。 

（１つに○） 

問 13－１ 参加してみたい活動はどんな活動ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－37 今後のボランティア活動の意向（単数回答） 

 

※『取り組みたい』＝「ぜひ取り組みたい」+「可能な範囲で取り組みたい」 

 

今後のボランティア活動の意向は、「わからない」が 37.6％を占めて最も高く

なっています。『取り組みたい』と回答した方は 34.6％と、3人に 1人が今後の

ボランティア活動への意向をもっています。 

一方、「取り組みたくない（できない）」は 24.1％です。 

『取り組みたい』割合が高いのは、年齢別では 20歳代と 30歳代で、家族構成

別では三世代家族で 4割を超えています。また、職業別では学生が 7割を超えて

います。 

  

2.4

32.2

37.6

24.1

3.8

0% 20% 40% 60%

ぜひ取り組みたい

可能な範囲で

取り組みたい

わからない

取り組みたくない

（できない）

無回答
回答数＝972

ぜひ取り組みたい

可能な範囲で
取り組みたい

わからない

取り組みたくない
（できない）

無回答

『取り組みたい』
＝34.6％
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図表２－38 今後のボランティア活動の意向（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

ぜ
ひ
取
り
組
み
た
い 

可
能
な
範
囲
で
取
り
組

み
た
い 

わ
か
ら
な
い 

取
り
組
み
た
く
な
い
（
で

き
な
い
） 

無
回
答 

全 体 
972 23 313 365 234 37 

100.0 2.4 32.2 37.6 24.1 3.8 

性
別 

男性 
407 9 141 152 92 13 

100.0 2.2 34.6 37.3 22.6 3.2 

女性 
486 10 153 186 118 19 

100.0 2.1 31.5 38.3 24.3 3.9 

年
齢
別 

20 歳代 
57 5 19 24 9 0 

100.0 8.8 33.3 42.1 15.8 0.0 

30 歳代 
77 5 27 28 16 1 

100.0 6.5 35.1 36.4 20.8 1.3 

40 歳代 
153 1 47 84 20 1 

100.0 0.7 30.7 54.9 13.1 0.7 

50 歳代 
136 1 42 60 32 1 

100.0 0.7 30.9 44.1 23.5 0.7 

60 歳代 
188 4 68 78 32 6 

100.0 2.1 36.2 41.5 17.0 3.2 

70 歳以上 
347 7 107 86 119 28 

100.0 2.0 30.8 24.8 34.3 8.1 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 5 66 74 42 11 

100.0 2.5 33.3 37.4 21.2 5.6 

第２ブロック 
316 9 99 128 73 7 

100.0 2.8 31.3 40.5 23.1 2.2 

第３ブロック 
150 1 39 57 47 6 

100.0 0.7 26.0 38.0 31.3 4.0 

第４ブロック 
140 4 43 45 41 7 

100.0 2.9 30.7 32.1 29.3 5.0 

第５ブロック 
129 2 53 47 23 4 

100.0 1.6 41.1 36.4 17.8 3.1 

第６ブロック 
33 2 13 11 6 1 

100.0 6.1 39.4 33.3 18.2 3.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 3 39 34 36 5 

100.0 2.6 33.3 29.1 30.8 4.3 

夫婦のみ 
302 7 108 102 73 12 

100.0 2.3 35.8 33.8 24.2 4.0 

二世代家族 
439 7 127 192 100 13 

100.0 1.6 28.9 43.7 22.8 3.0 

三世代家族 
85 5 31 29 15 5 

100.0 5.9 36.5 34.1 17.6 5.9 

その他 
22 1 6 6 8 1 

100.0 4.5 27.3 27.3 36.4 4.5 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 7 87 121 51 2 

100.0 2.6 32.5 45.1 19.0 0.7 

パート・アルバイト 
175 4 59 88 22 2 

100.0 2.3 33.7 50.3 12.6 1.1 

自営業・家事手伝い 
72 0 30 22 17 3 

100.0 0.0 41.7 30.6 23.6 4.2 

専業主婦（夫） 
136 4 50 52 26 4 

100.0 2.9 36.8 38.2 19.1 2.9 

学生 
17 3 8 3 3 0 

100.0 17.6 47.1 17.6 17.6 0.0 

無職 
285 5 75 75 107 23 

100.0 1.8 26.3 26.3 37.5 8.1 

その他 
15 0 4 3 6 2 

100.0 0.0 26.7 20.0 40.0 13.3 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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図表２－39 参加してみたい活動内容（複数回答） 

 

※「その他、参加してみたい活動があればご記入ください」＝前回調査の選択肢は「その他」 

 

参加してみたい活動内容は、「地域の見守り活動・話し相手」の 44.6％が最も

高く、次いで「地域の防犯・防災活動（夜回りなど）」31.3％、「施設での手伝い」

28.0％、「子育て・福祉イベントなどの手伝い」26.5％と続いています。 

「その他、参加してみたい活動があればご記入ください」では、「子どもの学

習支援」「子どもの居場所づくり」「観光ボランティア」「傾聴ボランティア」「国

際交流」「施設などでの朗読活動」「美化活動」「自然や野生の動植物に関する活

動」「災害時の支援」のほか、「継続ではなく、単発でできるボランティアがあれ

ば」などの記載がありました。 

前回調査と比較すると、「地域の見守り活動・話し相手」は今回調査が前回調

査を 21.2ポイント上回っています。 

参加してみたい活動内容を性別でみると、男性で「地域の防犯・防災活動（夜

回りなど）」が約 5割となっています。 

19.0

16.8

6.6

23.4

20.8

8.9

9.1

9.9

5.8

3.6

9.4

21.3

28.0

26.5

11.0

44.6

31.3

8.9

14.6

9.2

8.0

6.8

9.5

3.0

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

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食

家事の手伝い（食事 掃除 洗濯など）

手話など専門技能を生かした手伝い

その他、参加していみたい活動があれ…

無回答

前回調査：回答数394

今回調査：回答数336

家事の手伝い（食事 掃除 洗濯など）

手話など専門技能を生かした手伝い

その他、参加していみたい活動があれ
ばご記入ください

無回答

施設での手伝い

子育て・福祉イベントなどの手伝い

募金活動の手伝い

地域の見守り活動・話し相手

地域の防犯・防災活動（夜回りなど）

子どもの一時預かり

通院・外出の手伝い

お弁当の配食
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年齢別にみると 20歳代では「施設での手伝い」や「手話など専門技能を生か

した手伝い」が、30歳代では「子育て・福祉イベントなどの手伝い」や「子ども

の一時預かり」の割合が他より高くなっています。 

50歳代以上では「地域の見守り活動・話し相手」が約 5割となっています。 
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図表２－40 活動内容（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

施
設
で
の
手
伝
い 

子
育
て
・
福
祉
イ
ベ
ン
ト

な
ど
の
手
伝
い 

募
金
活
動
の
手
伝
い 

地
域
の
見
守
り
活
動
・

話
し
相
手 

地
域
の
防
犯
・
防
災
活

動
（夜
回
り
な
ど
） 

子
ど
も
の
一
時
預
か
り 

通
院
・外
出
の
手
伝
い 

お
弁
当
の
配
食 

家
事
の
手
伝
い
（
食
事 

掃
除 

洗
濯
な
ど
） 

全 体 
336 94 89 37 150 105 30 49 31 27 

100.0 28.0 26.5 11.0 44.6 31.3 8.9 14.6 9.2 8.0 

性
別 

男性 
150 38 29 14 70 77 7 24 9 5 

100.0 25.3 19.3 9.3 46.7 51.3 4.7 16.0 6.0 3.3 

女性 
163 50 54 21 74 22 23 21 20 17 

100.0 30.7 33.1 12.9 45.4 13.5 14.1 12.9 12.3 10.4 

年
齢
別 

20 歳代 
24 12 4 2 9 5 3 2 2 3 

100.0 50.0 16.7 8.3 37.5 20.8 12.5 8.3 8.3 12.5 

30 歳代 
32 12 19 3 14 10 7 4 2 2 

100.0 37.5 59.4 9.4 43.8 31.3 21.9 12.5 6.3 6.3 

40 歳代 
48 8 15 2 14 13 2 2 3 3 

100.0 16.7 31.3 4.2 29.2 27.1 4.2 4.2 6.3 6.3 

50 歳代 
43 8 13 2 21 14 5 7 5 3 

100.0 18.6 30.2 4.7 48.8 32.6 11.6 16.3 11.6 7.0 

60 歳代 
72 23 19 7 35 24 7 16 12 6 

100.0 31.9 26.4 9.7 48.6 33.3 9.7 22.2 16.7 8.3 

70 歳以上 
114 31 19 21 57 37 6 18 7 10 

100.0 27.2 16.7 18.4 50.0 32.5 5.3 15.8 6.1 8.8 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
71 17 20 7 31 21 7 10 4 4 

100.0 23.9 28.2 9.9 43.7 29.6 9.9 14.1 5.6 5.6 

第２ブロック 
108 30 31 7 46 27 9 14 10 10 

100.0 27.8 28.7 6.5 42.6 25.0 8.3 13.0 9.3 9.3 

第３ブロック 
40 9 6 7 12 15 3 6 4 1 

100.0 22.5 15.0 17.5 30.0 37.5 7.5 15.0 10.0 2.5 

第４ブロック 
47 17 15 8 24 18 5 5 4 3 

100.0 36.2 31.9 17.0 51.1 38.3 10.6 10.6 8.5 6.4 

第５ブロック 
55 19 15 6 29 18 5 10 8 8 

100.0 34.5 27.3 10.9 52.7 32.7 9.1 18.2 14.5 14.5 

第６ブロック 
15 2 2 2 8 6 1 4 1 1 

100.0 13.3 13.3 13.3 53.3 40.0 6.7 26.7 6.7 6.7 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
42 16 2 8 18 8 3 11 3 5 

100.0 38.1 4.8 19.0 42.9 19.0 7.1 26.2 7.1 11.9 

夫婦のみ 
115 29 38 15 61 40 9 20 15 12 

100.0 25.2 33.0 13.0 53.0 34.8 7.8 17.4 13.0 10.4 

二世代家族 
134 35 37 10 55 44 13 11 9 7 

100.0 26.1 27.6 7.5 41.0 32.8 9.7 8.2 6.7 5.2 

三世代家族 
36 12 8 3 15 11 4 6 3 3 

100.0 33.3 22.2 8.3 41.7 30.6 11.1 16.7 8.3 8.3 

その他 
7 1 3 1 0 2 1 1 1 0 

100.0 14.3 42.9 14.3 0.0 28.6 14.3 14.3 14.3 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
94 22 24 6 40 42 8 13 9 8 

100.0 23.4 25.5 6.4 42.6 44.7 8.5 13.8 9.6 8.5 

パート・アルバイト 
63 17 20 5 34 11 8 11 7 5 

100.0 27.0 31.7 7.9 54.0 17.5 12.7 17.5 11.1 7.9 

自営業・家事手伝い 
30 7 10 4 13 11 0 2 1 1 

100.0 23.3 33.3 13.3 43.3 36.7 0.0 6.7 3.3 3.3 

専業主婦（夫） 
54 23 21 7 23 6 7 4 7 9 

100.0 42.6 38.9 13.0 42.6 11.1 13.0 7.4 13.0 16.7 

学生 
11 7 3 1 4 1 1 1 2 0 

100.0 63.6 27.3 9.1 36.4 9.1 9.1 9.1 18.2 0.0 

無職 
80 17 11 14 36 33 6 18 5 4 

100.0 21.3 13.8 17.5 45.0 41.3 7.5 22.5 6.3 5.0 

その他 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

100.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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回
答
数
（人
） 

手
話
な
ど
専
門
技
能
を

生
か
し
た
手
伝
い 

そ
の
他 

無
回
答 

      

全 体 
336 23 32 10       

100.0 6.8 9.5 3.0       

性
別 

男性 
150 6 14 4       

100.0 4.0 9.3 2.7       

女性 
163 15 16 5       

100.0 9.2 9.8 3.1       

年
齢
別 

20 歳代 
24 6 6 0       

100.0 25.0 25.0 0.0       

30 歳代 
32 3 4 2       

100.0 9.4 12.5 6.3       

40 歳代 
48 5 7 1       

100.0 10.4 14.6 2.1       

50 歳代 
43 1 5 1       

100.0 2.3 11.6 2.3       

60 歳代 
72 3 4 0       

100.0 4.2 5.6 0.0       

70 歳以上 
114 5 5 6       

100.0 4.4 4.4 5.3       

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
71 4 7 3       

100.0 5.6 9.9 4.2       

第２ブロック 
108 7 10 3       

100.0 6.5 9.3 2.8       

第３ブロック 
40 4 3 3       

100.0 10.0 7.5 7.5       

第４ブロック 
47 1 8 0       

100.0 2.1 17.0 0.0       

第５ブロック 
55 6 4 1       

100.0 10.9 7.3 1.8       

第６ブロック 
15 1 0 0       

100.0 6.7 0.0 0.0       

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
42 3 5 1       

100.0 7.1 11.9 2.4       

夫婦のみ 
115 5 5 2       

100.0 4.3 4.3 1.7       

二世代家族 
134 10 17 5       

100.0 7.5 12.7 3.7       

三世代家族 
36 4 4 0       

100.0 11.1 11.1 0.0       

その他 
7 1 1 1       

100.0 14.3 14.3 14.3       

職
業
別 

勤め人（常勤） 
94 8 12 0       

100.0 8.5 12.8 0.0       

パート・アルバイト 
63 6 5 2       

100.0 9.5 7.9 3.2       

自営業・家事手伝い 
30 2 2 1       

100.0 6.7 6.7 3.3       

専業主婦（夫） 
54 3 3 0       

100.0 5.6 5.6 0.0       

学生 
11 1 4 0       

100.0 9.1 36.4 0.0       

無職 
80 2 5 6       

100.0 2.5 6.3 7.5       

その他 
4 1 1 1       

100.0 25.0 25.0 25.0       

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（５）ボランティア活動の輪を広げていくために必要なこと 

問 14 今後、ボランティア活動の輪を広げていくために、特にどのよう

なことが必要だと思いますか。（○は３つまで） 

図表２－41 ボランティア活動の輪を広げていくために必要なこと（複数回答） 

 

※「わからない」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「情報提供を充実させる」＝前回調査の選択肢は「ボランティア活動をしたい人のための情報提供を充実させる」 

※「活動をしたい人のための相談窓口を提供する」＝前回調査の選択肢は「ボランティア活動をしたい人のための相

談窓口を提供する」 

※「活動の拠点となる場所を提供する」＝前回調査の選択肢は「ボランティア活動の拠点となる場所を提供する」 

※「経済的負担がかからないように、交通費などの実費を援助する」＝前回調査の選択肢は「ボランティアに経済

的負担がかからないように、交通費などの実費を援助する」 

  

49.0

23.4

18.5

42.6

10.4

22.6

7.4

24.1

14.7

4.3

7.6

45.1

25.5

15.1

38.8

11.4

23.5

8.2

18.0

9.8

2.1

14.2

6.1

0% 20% 40% 60%

情報提供を充実させる

活動をしたい人のための

相談窓口を提供する

活動の拠点となる場所を提供する

ボランティアを必要とする人、

したい人とを結ぶ仕組みをつくる

ボランティア研修を開催するなど

普及啓発（積極的な呼びかけ）を行う

経済的負担がかからないように、

交通費などの実費を援助する

企業のボランティア休暇制度を

社会に広める

学校教育の一環としてボランティア活動を

活発に行う

地域での子どもや家族ぐるみの

ボランティア活動を充実させる

その他

わからない

無回答
前回調査：回答数394

今回調査：回答数972

情報提供を充実させる

活動をしたい人のための
相談窓口を提供する

活動の拠点となる場所を提供する

ボランティアを必要とする人、
したい人とを結ぶ仕組みをつくる

ボランティア研修を開催するなど
普及啓発（積極的な呼びかけ）を行う

経済的負担がかからないように、
交通費などの実費を援助する

企業のボランティア休暇制度を
社会に広める

学校教育の一環としてボランティア活動を
活発に行う

地域での子どもや家族ぐるみの
ボランティア活動を充実させる

その他

わからない

無回答
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ボランティア活動の輪を広げていくために必要なことは、「情報提供を充実さ

せる」の 45.1％が最も高く、次いで「ボランティアを必要とする人、したい人

とを結ぶ仕組みをつくる」38.8％、「活動をしたい人のための相談窓口を提供す

る」25.5％、「経済的負担がかからないように、交通費などの実費を援助する」

23.5％と続いています。 

前回調査と比較すると、前回調査の第 3位の「学校教育の一環としてボランテ

ィア活動を活発に行う」は、今回調査では第 5位と順位を下げています。 

ボランティア活動の輪を広げていくために必要なことを年齢別にみると、30

歳代と 40歳代で「ボランティアを必要とする人、したい人とを結ぶ仕組みをつ

くる」の割合が第 1位となっています。 
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図表２－42 ボランティア活動の輪を広げていくために必要なこと（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

情
報
提
供
を
充
実
さ
せ
る 

活
動
を
し
た
い
人
の
た
め
の
相

談
窓
口
を
提
供
す
る 

活
動
の
拠
点
と
な
る
場
所
を

提
供
す
る 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
必
要
と
す
る

人
、
し
た
い
人
と
を
結
ぶ
仕
組

み
を
つ
く
る 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
研
修
を
開
催
す

る
な
ど
普
及
啓
発
（積
極
的
な

呼
び
か
け
）を
行
う 

経
済
的
負
担
が
か
か
ら
な
い
よ

う
に
、
交
通
費
な
ど
の
実
費
を

援
助
す
る 

企
業
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
休
暇
制

度
を
社
会
に
広
め
る 

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
活
発
に
行
う 

地
域
で
の
子
ど
も
や
家
族
ぐ

る
み
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

充
実
さ
せ
る 

全 体 
972 438 248 147 377 111 228 80 175 95 

100.0 45.1 25.5 15.1 38.8 11.4 23.5 8.2 18.0 9.8 

性
別 

男性 
407 197 91 66 156 40 87 45 67 46 

100.0 48.4 22.4 16.2 38.3 9.8 21.4 11.1 16.5 11.3 

女性 
486 208 137 69 189 67 121 30 96 43 

100.0 42.8 28.2 14.2 38.9 13.8 24.9 6.2 19.8 8.8 

年
齢
別 

20 歳代 
57 27 15 8 26 2 20 6 14 3 

100.0 47.4 26.3 14.0 45.6 3.5 35.1 10.5 24.6 5.3 

30 歳代 
77 32 22 16 38 5 24 13 16 13 

100.0 41.6 28.6 20.8 49.4 6.5 31.2 16.9 20.8 16.9 

40 歳代 
153 67 36 20 68 17 33 19 37 20 

100.0 43.8 23.5 13.1 44.4 11.1 21.6 12.4 24.2 13.1 

50 歳代 
136 68 34 16 59 13 32 19 19 15 

100.0 50.0 25.0 11.8 43.4 9.6 23.5 14.0 14.0 11.0 

60 歳代 
188 100 50 32 78 31 50 8 29 16 

100.0 53.2 26.6 17.0 41.5 16.5 26.6 4.3 15.4 8.5 

70 歳以上 
347 135 84 51 104 42 67 13 58 27 

100.0 38.9 24.2 14.7 30.0 12.1 19.3 3.7 16.7 7.8 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 83 49 28 65 21 38 9 44 19 

100.0 41.9 24.7 14.1 32.8 10.6 19.2 4.5 22.2 9.6 

第２ブロック 
316 146 76 38 138 30 67 25 56 34 

100.0 46.2 24.1 12.0 43.7 9.5 21.2 7.9 17.7 10.8 

第３ブロック 
150 62 41 15 52 15 41 15 27 16 

100.0 41.3 27.3 10.0 34.7 10.0 27.3 10.0 18.0 10.7 

第４ブロック 
140 53 41 29 53 14 34 9 19 5 

100.0 37.9 29.3 20.7 37.9 10.0 24.3 6.4 13.6 3.6 

第５ブロック 
129 72 31 26 57 25 36 14 25 17 

100.0 55.8 24.0 20.2 44.2 19.4 27.9 10.9 19.4 13.2 

第６ブロック 
33 17 8 8 10 6 10 6 3 3 

100.0 51.5 24.2 24.2 30.3 18.2 30.3 18.2 9.1 9.1 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 45 30 20 42 18 22 6 19 8 

100.0 38.5 25.6 17.1 35.9 15.4 18.8 5.1 16.2 6.8 

夫婦のみ 
302 153 78 43 118 33 70 19 57 27 

100.0 50.7 25.8 14.2 39.1 10.9 23.2 6.3 18.9 8.9 

二世代家族 
439 185 107 63 169 50 112 44 74 44 

100.0 42.1 24.4 14.4 38.5 11.4 25.5 10.0 16.9 10.0 

三世代家族 
85 34 23 13 34 7 14 8 23 14 

100.0 40.0 27.1 15.3 40.0 8.2 16.5 9.4 27.1 16.5 

その他 
22 15 7 6 10 3 8 2 2 2 

100.0 68.2 31.8 27.3 45.5 13.6 36.4 9.1 9.1 9.1 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 137 65 35 127 24 77 45 53 36 

100.0 51.1 24.3 13.1 47.4 9.0 28.7 16.8 19.8 13.4 

パート・アルバイト 
175 78 47 29 72 26 42 11 29 17 

100.0 44.6 26.9 16.6 41.1 14.9 24.0 6.3 16.6 9.7 

自営業・家事手伝い 
72 34 21 9 32 10 17 2 17 10 

100.0 47.2 29.2 12.5 44.4 13.9 23.6 2.8 23.6 13.9 

専業主婦（夫） 
136 58 42 18 56 15 35 8 25 13 

100.0 42.6 30.9 13.2 41.2 11.0 25.7 5.9 18.4 9.6 

学生 
17 10 6 5 8 2 4 1 4 0 

100.0 58.8 35.3 29.4 47.1 11.8 23.5 5.9 23.5 0.0 

無職 
285 116 63 48 78 34 52 12 44 19 

100.0 40.7 22.1 16.8 27.4 11.9 18.2 4.2 15.4 6.7 

その他 
15 3 3 2 3 0 1 1 3 0 

100.0 20.0 20.0 13.3 20.0 0.0 6.7 6.7 20.0 0.0 
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回
答
数
（人
） 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

      

全 体 
972 20 138 59       

100.0 2.1 14.2 6.1       

性
別 

男性 
407 9 56 20       

100.0 2.2 13.8 4.9       

女性 
486 10 68 33       

100.0 2.1 14.0 6.8       

年
齢
別 

20 歳代 
57 3 4 1       

100.0 5.3 7.0 1.8       

30 歳代 
77 3 5 2       

100.0 3.9 6.5 2.6       

40 歳代 
153 5 20 5       

100.0 3.3 13.1 3.3       

50 歳代 
136 3 19 5       

100.0 2.2 14.0 3.7       

60 歳代 
188 4 20 5       

100.0 2.1 10.6 2.7       

70 歳以上 
347 2 68 40       

100.0 0.6 19.6 11.5       

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 3 32 18       

100.0 1.5 16.2 9.1       

第２ブロック 
316 6 45 17       

100.0 1.9 14.2 5.4       

第３ブロック 
150 5 25 8       

100.0 3.3 16.7 5.3       

第４ブロック 
140 2 22 10       

100.0 1.4 15.7 7.1       

第５ブロック 
129 2 13 4       

100.0 1.6 10.1 3.1       

第６ブロック 
33 2 1 1       

100.0 6.1 3.0 3.0       

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 3 23 11       

100.0 2.6 19.7 9.4       

夫婦のみ 
302 4 31 23       

100.0 1.3 10.3 7.6       

二世代家族 
439 9 70 19       

100.0 2.1 15.9 4.3       

三世代家族 
85 1 11 5       

100.0 1.2 12.9 5.9       

その他 
22 2 3 0       

100.0 9.1 13.6 0.0       

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 12 24 4       

100.0 4.5 9.0 1.5       

パート・アルバイト 
175 3 21 7       

100.0 1.7 12.0 4.0       

自営業・家事手伝い 
72 2 7 3       

100.0 2.8 9.7 4.2       

専業主婦（夫） 
136 0 15 9       

100.0 0.0 11.0 6.6       

学生 
17 0 1 1       

100.0 0.0 5.9 5.9       

無職 
285 1 64 33       

100.0 0.4 22.5 11.6       

その他 
15 2 5 1       

100.0 13.3 33.3 6.7       

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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５ 災害時の対応等について 

（１）災害時の避難の可否 

問 15 あなたは、災害が発生した時にひとりで避難できますか。 

（１つに○） 

図表２－43 災害時の避難の可否（単数回答） 

 

※ここでいう「災害」は、地震、風水害、雪害などを意味する 

※『避難できる』＝「できる」+「できないが、支援してくれる人（家族や知人等）がいる」 

 

災害時の避難の可否は、「できる」が 76.5％を占めて最も高く、次いで「でき

ないが、支援してくれる人（家族や知人等）がいる」11.5％、これらを合わせた

『避難できる』人は約 9割となっています。 

一方、「わからない」9.1％、「できないし、支援してくれる人（家族や知人等）

はいない」2.2％となっています。 

災害時の避難の可否を性別でみると、『避難できる』人の割合は、女性が男性

を下回っています。 

家族構成別でみると、一人暮らしで『避難できる』人の割合が他より低くなっ

ています。 

  

76.5

11.5

2.2

9.1

0.7

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

できる

できないが、支援してくれる人

（家族や知人等）がいる

できないし、支援してくれる人

（家族や知人等）はいない

わからない

無回答
回答数＝972

できる

できないが、支援してくれる人
（家族や知人等）がいる

できないし、支援してくれる人
（家族や知人等）はいない

わからない

無回答

『避難できる』
＝88.0％
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図表２－44 災害時の避難の可否（単数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

で
き
る 

で
き
な
い
が
、
支
援
し

て
く
れ
る
人
（
家
族
や

知
人
等
）が
い
る 

で
き
な
い
し
、
支
援
し

て
く
れ
る
人
（
家
族
や

知
人
等
）は
い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

全 体 
972 744 112 21 88 7 

100.0 76.5 11.5 2.2 9.1 0.7 

性
別 

男性 
407 345 25 9 24 4 

100.0 84.8 6.1 2.2 5.9 1.0 

女性 
486 347 74 9 53 3 

100.0 71.4 15.2 1.9 10.9 0.6 

年
齢
別 

20 歳代 
57 42 6 0 8 1 

100.0 73.7 10.5 0.0 14.0 1.8 

30 歳代 
77 63 7 1 6 0 

100.0 81.8 9.1 1.3 7.8 0.0 

40 歳代 
153 125 10 1 16 1 

100.0 81.7 6.5 0.7 10.5 0.7 

50 歳代 
136 110 5 1 19 1 

100.0 80.9 3.7 0.7 14.0 0.7 

60 歳代 
188 156 12 3 16 1 

100.0 83.0 6.4 1.6 8.5 0.5 

70 歳以上 
347 238 70 14 22 3 

100.0 68.6 20.2 4.0 6.3 0.9 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 152 23 4 17 2 

100.0 76.8 11.6 2.0 8.6 1.0 

第２ブロック 
316 243 31 6 36 0 

100.0 76.9 9.8 1.9 11.4 0.0 

第３ブロック 
150 103 25 2 19 1 

100.0 68.7 16.7 1.3 12.7 0.7 

第４ブロック 
140 114 15 4 6 1 

100.0 81.4 10.7 2.9 4.3 0.7 

第５ブロック 
129 99 17 3 7 3 

100.0 76.7 13.2 2.3 5.4 2.3 

第６ブロック 
33 27 1 2 3 0 

100.0 81.8 3.0 6.1 9.1 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 78 19 7 13 0 

100.0 66.7 16.2 6.0 11.1 0.0 

夫婦のみ 
302 240 28 9 23 2 

100.0 79.5 9.3 3.0 7.6 0.7 

二世代家族 
439 340 46 4 45 4 

100.0 77.4 10.5 0.9 10.3 0.9 

三世代家族 
85 68 10 0 6 1 

100.0 80.0 11.8 0.0 7.1 1.2 

その他 
22 13 7 1 1 0 

100.0 59.1 31.8 4.5 4.5 0.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 224 16 0 27 1 

100.0 83.6 6.0 0.0 10.1 0.4 

パート・アルバイト 
175 144 10 0 20 1 

100.0 82.3 5.7 0.0 11.4 0.6 

自営業・家事手伝い 
72 58 6 3 4 1 

100.0 80.6 8.3 4.2 5.6 1.4 

専業主婦（夫） 
136 104 17 2 12 1 

100.0 76.5 12.5 1.5 8.8 0.7 

学生 
17 13 2 0 2 0 

100.0 76.5 11.8 0.0 11.8 0.0 

無職 
285 190 53 16 23 3 

100.0 66.7 18.6 5.6 8.1 1.1 

その他 
15 9 6 0 0 0 

100.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（２）災害時の対策として充実してほしいこと 

問 16 災害時の対策として、充実してほしいことはありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－45 災害時の対策として充実してほしいこと（複数回答） 

 

※ここでいう「災害」は、地震、風水害、雪害などを意味する 

 

災害時の対策として充実してほしいことの上位 5位は、「災害時の医療体制の

整備」55.2％、「高齢者、障がい者、乳幼児対応の避難施設の確保」44.0％、「災

害後の生活支援体制の確立」42.6％、「避難行動要支援者がどこにいるのかの把

握（台帳づくりなど）」38.6％、「高齢者、障がい者、乳幼児等に必要な物資の備

蓄」37.9％となっています。 

「その他」では、「ペットの同行避難」「防災無線を聞きやすくしてほしい」「外

国人住民への支援策の充実」「危険な場所の総点検」などの記載がありました。 

38.6

22.2

35.6

37.3

36.3

55.2

44.0

37.9

17.6

31.0

17.5

42.6

2.6

7.9

2.3

0% 20% 40% 60%

避難行動要支援者がどこにいるのかの把握

（台帳づくりなど）

避難行動要支援者の避難を支援する人の決定

避難行動要支援者などに避難情報を伝える

方法の確認

避難行動要支援者の安否確認・救助

・避難誘導体制（手順）の確立

災害時に関係機関に迅速に通報するシステム

の整備

災害時の医療体制の整備

高齢者、障がい者、乳幼児対応の避難施設

の確保

高齢者、障がい者、乳幼児等に必要な物資

の備蓄

避難施設で継続が必要とされる福祉サービス

の量の把握

地域での日常的な協力体制づくり

ボランティアの受け入れ体制の確立

災害後の生活支援体制の確立

その他

特にない・わからない

無回答 回答数＝972

避難行動要支援者の安否確認・救助
・避難誘導体制（手順）の確立

避難行動要支援者がどこにいるのかの把握
（台帳づくりなど）

避難行動要支援者の避難を支援する人の決定

避難行動要支援者などに避難情報を伝える
方法の確認

災害時に関係機関に迅速に通報するシステム
の整備

災害時の医療体制の整備

高齢者、障がい者、乳幼児対応の避難施設
の確保

高齢者、障がい者、乳幼児等に必要な物資
の備蓄

避難施設で継続が必要とされる福祉サービス
の量の把握

地域での日常的な協力体制づくり

ボランティアの受け入れ体制の確立

災害後の生活支援体制の確立

その他

特にない・わからない

無回答
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災害時の対策として充実してほしいことを性別と年齢別でみると、すべてに

おいて第 1 位は「災害時の医療体制の整備」となっていますが、性別では男性

で、年齢別では 40歳代、50歳代、60歳代の第 2位は「災害後の生活支援体制の

確立」となっています。 

性別では女性、年齢別では 70歳以上の第 2位は「高齢者、障がい者、乳幼児

対応の避難施設の確保」となっています。 

年齢別の 20歳代と 30歳代の第 2位は「高齢者、障がい者、乳幼児等に必要な

物資の備蓄」となっています。 
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図表２－46 災害時の対策として充実してほしいこと（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

避
難
行
動
要
支
援
者
が
ど
こ

に
い
る
の
か
の
把
握
（台
帳
づ

く
り
な
ど
） 

避
難
行
動
要
支
援
者
の
避

難
を
支
援
す
る
人
の
決
定 

避
難
行
動
要
支
援
者
な
ど

に
避
難
情
報
を
伝
え
る
方

法
の
確
認 

避
難
行
動
要
支
援
者
の
安

否
確
認
・
救
助
・
避
難
誘
導

体
制
（手
順
）の
確
立 

災
害
時
に
関
係
機
関
に
迅
速

に
通
報
す
る
シ
ス
テ
ム
の
整

備 災
害
時
の
医
療
体
制
の
整
備 

高
齢
者
、
障
が
い
者
、
乳
幼

児
対
応
の
避
難
施
設
の
確
保 

高
齢
者
、
障
が
い
者
、
乳
幼

児
等
に
必
要
な
物
資
の
備
蓄 

避
難
施
設
で
継
続
が
必
要
と

さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
量

の
把
握 

全 体 
972 375 216 346 363 353 537 428 368 171 

100.0 38.6 22.2 35.6 37.3 36.3 55.2 44.0 37.9 17.6 

性
別 

男性 
407 149 91 141 152 143 226 162 141 68 

100.0 36.6 22.4 34.6 37.3 35.1 55.5 39.8 34.6 16.7 

女性 
486 197 104 176 183 177 269 230 197 84 

100.0 40.5 21.4 36.2 37.7 36.4 55.3 47.3 40.5 17.3 

年
齢
別 

20 歳代 
57 21 14 19 23 19 29 25 24 12 

100.0 36.8 24.6 33.3 40.4 33.3 50.9 43.9 42.1 21.1 

30 歳代 
77 34 17 36 34 31 48 33 40 15 

100.0 44.2 22.1 46.8 44.2 40.3 62.3 42.9 51.9 19.5 

40 歳代 
153 53 28 51 58 53 92 65 58 21 

100.0 34.6 18.3 33.3 37.9 34.6 60.1 42.5 37.9 13.7 

50 歳代 
136 50 19 53 58 55 84 55 48 24 

100.0 36.8 14.0 39.0 42.6 40.4 61.8 40.4 35.3 17.6 

60 歳代 
188 74 38 61 69 68 104 78 64 27 

100.0 39.4 20.2 32.4 36.7 36.2 55.3 41.5 34.0 14.4 

70 歳以上 
347 135 97 119 113 119 173 165 128 66 

100.0 38.9 28.0 34.3 32.6 34.3 49.9 47.6 36.9 19.0 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 70 40 67 66 66 100 74 66 31 

100.0 35.4 20.2 33.8 33.3 33.3 50.5 37.4 33.3 15.7 

第２ブロック 
316 122 58 113 122 112 174 152 123 49 

100.0 38.6 18.4 35.8 38.6 35.4 55.1 48.1 38.9 15.5 

第３ブロック 
150 52 35 55 57 57 86 64 53 35 

100.0 34.7 23.3 36.7 38.0 38.0 57.3 42.7 35.3 23.3 

第４ブロック 
140 49 36 47 43 47 81 59 52 26 

100.0 35.0 25.7 33.6 30.7 33.6 57.9 42.1 37.1 18.6 

第５ブロック 
129 62 34 48 58 51 69 60 59 22 

100.0 48.1 26.4 37.2 45.0 39.5 53.5 46.5 45.7 17.1 

第６ブロック 
33 15 11 11 12 16 24 16 12 5 

100.0 45.5 33.3 33.3 36.4 48.5 72.7 48.5 36.4 15.2 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 46 27 45 40 37 56 55 52 18 

100.0 39.3 23.1 38.5 34.2 31.6 47.9 47.0 44.4 15.4 

夫婦のみ 
302 123 67 97 109 119 165 137 106 45 

100.0 40.7 22.2 32.1 36.1 39.4 54.6 45.4 35.1 14.9 

二世代家族 
439 165 103 169 168 158 248 186 166 84 

100.0 37.6 23.5 38.5 38.3 36.0 56.5 42.4 37.8 19.1 

三世代家族 
85 27 12 25 34 27 48 38 34 15 

100.0 31.8 14.1 29.4 40.0 31.8 56.5 44.7 40.0 17.6 

その他 
22 10 6 7 9 10 16 10 8 8 

100.0 45.5 27.3 31.8 40.9 45.5 72.7 45.5 36.4 36.4 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 103 56 108 112 108 157 124 104 45 

100.0 38.4 20.9 40.3 41.8 40.3 58.6 46.3 38.8 16.8 

パート・アルバイト 
175 70 39 61 63 69 104 72 70 24 

100.0 40.0 22.3 34.9 36.0 39.4 59.4 41.1 40.0 13.7 

自営業・家事手伝い 
72 32 14 25 30 22 34 25 23 10 

100.0 44.4 19.4 34.7 41.7 30.6 47.2 34.7 31.9 13.9 

専業主婦（夫） 
136 63 35 53 54 51 79 67 54 28 

100.0 46.3 25.7 39.0 39.7 37.5 58.1 49.3 39.7 20.6 

学生 
17 5 3 5 8 6 8 7 9 4 

100.0 29.4 17.6 29.4 47.1 35.3 47.1 41.2 52.9 23.5 

無職 
285 94 66 88 90 93 146 127 102 57 

100.0 33.0 23.2 30.9 31.6 32.6 51.2 44.6 35.8 20.0 

その他 
15 6 3 4 3 3 6 5 5 3 

100.0 40.0 20.0 26.7 20.0 20.0 40.0 33.3 33.3 20.0 
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回
答
数
（人
） 

地
域
で
の
日
常
的
な
協
力

体
制
づ
く
り 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
け
入

れ
態
勢
の
確
立 

災
害
後
の
生
活
支
援
体
制

の
確
立 

そ
の
他 

特
に
な
い
・わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

   

全 体 
972 301 170 414 25 77 22    

100.0 31.0 17.5 42.6 2.6 7.9 2.3    

性
別 

男性 
407 134 67 165 13 32 8    

100.0 32.9 16.5 40.5 3.2 7.9 2.0    

女性 
486 143 81 216 11 39 11    

100.0 29.4 16.7 44.4 2.3 8.0 2.3    

年
齢
別 

20 歳代 
57 17 13 22 2 5 1    

100.0 29.8 22.8 38.6 3.5 8.8 1.8    

30 歳代 
77 19 16 39 3 7 1    

100.0 24.7 20.8 50.6 3.9 9.1 1.3    

40 歳代 
153 41 33 72 4 15 0    

100.0 26.8 21.6 47.1 2.6 9.8 0.0    

50 歳代 
136 32 24 60 6 11 0    

100.0 23.5 17.6 44.1 4.4 8.1 0.0    

60 歳代 
188 70 31 82 2 16 2    

100.0 37.2 16.5 43.6 1.1 8.5 1.1    

70 歳以上 
347 117 49 134 8 21 18    

100.0 33.7 14.1 38.6 2.3 6.1 5.2    

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 55 31 77 7 17 7    

100.0 27.8 15.7 38.9 3.5 8.6 3.5    

第２ブロック 
316 89 54 133 9 26 7    

100.0 28.2 17.1 42.1 2.8 8.2 2.2    

第３ブロック 
150 41 21 75 5 12 3    

100.0 27.3 14.0 50.0 3.3 8.0 2.0    

第４ブロック 
140 45 26 64 1 11 2    

100.0 32.1 18.6 45.7 0.7 7.9 1.4    

第５ブロック 
129 52 28 47 1 11 2    

100.0 40.3 21.7 36.4 0.8 8.5 1.6    

第６ブロック 
33 16 7 15 2 0 1    

100.0 48.5 21.2 45.5 6.1 0.0 3.0    

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 34 18 41 2 15 3    

100.0 29.1 15.4 35.0 1.7 12.8 2.6    

夫婦のみ 
302 99 49 122 5 16 8    

100.0 32.8 16.2 40.4 1.7 5.3 2.6    

二世代家族 
439 132 79 202 14 39 7    

100.0 30.1 18.0 46.0 3.2 8.9 1.6    

三世代家族 
85 27 18 35 3 4 3    

100.0 31.8 21.2 41.2 3.5 4.7 3.5    

その他 
22 6 5 13 1 3 0    

100.0 27.3 22.7 59.1 4.5 13.6 0.0    

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 81 54 115 6 23 0    

100.0 30.2 20.1 42.9 2.2 8.6 0.0    

パート・アルバイト 
175 58 35 90 6 13 2    

100.0 33.1 20.0 51.4 3.4 7.4 1.1    

自営業・家事手伝い 
72 26 9 21 3 5 2    

100.0 36.1 12.5 29.2 4.2 6.9 2.8    

専業主婦（夫） 
136 42 27 69 1 6 3    

100.0 30.9 19.9 50.7 0.7 4.4 2.2    

学生 
17 5 5 7 0 1 1    

100.0 29.4 29.4 41.2 0.0 5.9 5.9    

無職 
285 85 39 105 7 25 13    

100.0 29.8 13.7 36.8 2.5 8.8 4.6    

その他 
15 3 1 7 2 4 1    

100.0 20.0 6.7 46.7 13.3 26.7 6.7    

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 

 



71 

６ 地域の課題について 

（１）あなたが感じる地域の課題 

問 17 あなたが感じる、 

★ あきる野市における地域の福祉課題 

★ 身近にある福祉課題 

★ 必要だ（十分ではない）と思う福祉活動 等 

には、どのようなものがありますか。身近なこと、市全体にかかわるこ

と、どのようなことでも結構です。ご自由にご記入ください。 

図表２－47 あなたが感じる地域の課題 

  

52

41

38

32

30

27

25

22

21

20

19

18

17

17

17

15

13

13

13

11

9

8

7

14

24

0件 20件 40件 60件

交通手段の確保、利便性向上の必要性

空き家等、地域環境の整備

自治会・町内会

市・行政への意見

道路・歩道等の整備

地域のつながり

高齢ドライバー、運転免許証返納後の生活

一人暮らし（高齢者）

障がい者・児、外国人

買い物・生活の不便

高齢者の増加、高齢化、若者の減少

高齢者の日常生活に対する支援

福祉・福祉活動・ボランティア

防犯・防災

子ども・子育て

ひきこもり

担い手

施設・資源等の整備

交流の場

防災行政無線放送・情報

電車・駅

介護・認知症

病院

その他

特にない・わからない 合計＝523件

交通手段の確保、利便性向上の必要性

空き家等、地域環境の整備

自治会・町内会

市・行政への意見

道路・歩道等の整備

地域のつながり

高齢ドライバー、運転免許証返納後の生活

一人暮らし（高齢者）

障がい者・児、外国人

買い物・生活の不便

高齢者の増加、高齢化、若者の減少

高齢者の日常生活に対する支援

福祉・福祉活動・ボランティア

防犯・防災

子ども・子育て

ひきこもり

担い手

施設・資源等の整備

交流の場

防災行政無線放送・情報

電車・駅

介護・認知症

病院

その他

特にない・わからない
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以下では、自由意見についてキーワードをもとに分類し、分類ごとに主要な意

見を抜粋して、原則として記載されていた原文のとおり掲載しています。文末の

【 】内には、記載者の性別と年代を記しています。 

① 交通手段の確保、利便性向上の必要性 （52 件） 

⚫ 交通の便（バス）が悪くて、外出したくても難しい高齢者がいる。【女性,20歳

代】 

⚫ 車がない人の移動が大変そう。【男性,20歳代】 

⚫ るのバスをもう少し居住地域に通して欲しいです。【女性,30歳代】 

⚫ 高齢者の移動手段は車が中心になっている。バス、電車の利用がしにくい。【女

性,50歳代】 

⚫ 他自治体のような、シルバー向きお買い物外出支援ワゴン車など、安価又は無

料で利用できる送迎車があると良い。【女性,60歳代】 

⚫ 障がい者、高齢者を中心とした交通網の整備。【女性,70歳以上】 

⚫ 交通手段がなく、自動車に乗り合って買い物に出かけている。たまには娯楽に

出かけたいが、階段の上り下りなど電車では不便である。【男性,70歳以上】 

② 空き家等、地域環境の整備（41 件） 

⚫ 空き家が多いので、同世代家族の人達がきてくれるようにしてほしい。【女

性,30歳代】 

⚫ 結局不便なので、他に引っ越し空き家が多くなっていると思う。【男性,40 歳

代】 

⚫ 災害時に（とくに地震）崩壊しそうな危険な空き家が多くみられる。【女性,40

歳代】 

⚫ 多くなっている空き家を色々なサービスに無料で貸し出して欲しい。【女性,70

歳以上】 

⚫ 空き家が多くなっており、防犯上心配になる（放火、ゴミの投棄など）。【男性,70

歳以上】 

⚫ 空き家も多くなり、庭の樹木が管理されていないため、周囲の迷惑になってい

る場合、行政がもっと積極的に対応してほしい。【男性,70歳以上】 
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⚫ 現状空き家があり、どこへ、どのように手続き・処理をするのか分からない。

空き家マニュアルなどほしい。【男性,70歳以上】 

③ 自治会、町内会（38 件） 

⚫ 町内会の仕組みを変えて欲しい。高齢化していって担い手がいない。町内会に

入っていると、行事への参加をするようになど、制約を受けることが多い。【女

性,20歳代】 

⚫ 自治会の行事に参加すると高齢者が多いのが目立つ。高齢者達が若い者に頼り

すぎて、若い世代で自治会を抜ける件数が増えているのが気になる。【男性,40

歳代】 

⚫ 高齢化が進んでいて若い人が少ない。町内会の必要性が薄れている。【男性,50

歳代】 

⚫ 町内会・自治会へ加入しない人が増えていて、近所にいる人の顔が分からない。

【女性,50歳代】 

⚫ 自治会加入率が 50％くらいと言われているが、時代にあった地域コミュニテ

ィーのあり方。【男性,60歳代】 

⚫ 高齢者が活動できるように町内会で色々なことを計画してほしい。【女性,70

歳以上】 

⚫ 新築住宅への入居者が増えているが自治会への未加入者が多い。名前も顔も覚

えられないので、災害時には混乱をまねくと思う。【男性,70歳以上】 

④ 市・行政への意見（32 件） 

⚫ 言動に違和感を感じるお年寄りの方がいたら報告できることもあわせて、それ

だけの窓口があれば情報提供しやすい。【女性,20歳代】 

⚫ 健康寿命を延ばせるよう各地域や市で運動的（スポーツ）なものを無料で受け

られるような体制づくりをしてほしいです。【女性,30歳代】 

⚫ 近所間のトラブルや、不安に思うことをリスクなく伝える場、機関などがあれ

ば良いと思う。【女性,40歳代】 

⚫ 「地域での支えあい」を進める場合、地域に下ろすのではなく、まず市が担当

窓口をつくり、そして担当者（職員）を地域に出向かせ、地域づくりを進める。

【男性,60歳代】 
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⚫ 老後の問題なども気軽に相談できる窓口。【男性,70歳以上】 

⑤ 道路・歩道等の整備（30 件） 

⚫ 救急車や消防車等が入れない道がある。歩道が整備されておらず、車と歩行者

との間隔が近い道路が多い。【女性,20歳代】 

⚫ 視界が悪く、子どもの飛び出しなど危ないところが多い。【女性,40歳代】 

⚫ 交通事故防止対策（ガードレール、歩道など、歩行者を守る策）。【男性,50歳

代】 

⚫ 狭い道路が多いのに交通量が増えている問題。【女性,60歳代】 

⚫ 道路が狭くガードレールもなく、電動車いす等に乗っている方や押し車を使っ

ていらっしゃる方を見ていると不安。【女性,60歳代】 

⚫ 大通りでは、自転車走行が危険、歩道も狭い。【男性,70歳以上】 

⑥ 地域のつながり（27 件） 

⚫ 近隣の交流が希薄。高齢世帯地域の中に新たに若い世帯が引越してきているの

で、世代間のギャップをうめる交流ができれば、何かあったときに助けること

ができそう。【男性,30歳代】 

⚫ すぐ近くに引越してきても、あいさつもないので名前もわからないし、その後

の付き合いもない。【女性,40歳代】 

⚫ 仕事をしている 40～50代と接点が少なく他人事のように思う。【女性,50歳代】 

⚫ 日常の繋がりが少なくなりつつある。【男性,70歳以上】 

⑦ 高齢ドライバー、運転免許証返納後の生活（25 件） 

⚫ 高齢ドライバーが増えている。【女性,20歳代】 

⚫ 高齢化が進み、自動車運転免許証の返納をすすめても、るのバス等代替交通機

関が少なすぎる。【女性,30歳代】 

⚫ 免許証を返しても暮らしやすい、事故がおきない地域になるといいと思います。

【女性,40歳代】 

⚫ 免許証を返納後、居住地によっては市役所やあきる野医療センターへの受診等

で交通面で網羅されておらず、不安に感じる。【女性,60歳代】 
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⚫ 運転免許を返納した後の動きが心配です。民間バスも動く数が少なくなってい

るので。【女性,70歳以上】 

⑧ 一人暮らし（高齢者）（22 件） 

⚫ 一人暮らしの高齢者の家がゴミ屋敷化している。【女性,50歳代】 

⚫ 一人暮らしの家庭が多くなってきたので、自治会等の活動が困難になってきて

いる。【女性,60歳代】 

⚫ 一人暮しが多くなっているので防犯対策、火災を起さないように声かけ。【女

性,70歳以上】 

⑨ 障がい者・児、外国人（21 件） 

⚫ 外国人労働者ファミリーが増えているように思うので、その家族への日本語学

習の支援。特に子どもへのサポート。【女性,30歳代】 

⚫ 体の不自由な人が、安心して外出できるよう付き添い人と行動していけること。

【女性,40歳代】 

⚫ 障がい者（児）、特に知的障がい者への理解に乏しく、いまだに田舎ならでは

の差別や偏見を持った人が多いように感じる。【女性,60歳代】 

⑩ 買い物・生活の不便（20 件） 

⚫ 自分で買い物にいけるようなシステムがあれば、今までできなかったことがで

きるようになる喜びなども生まれると思う。送迎車を用意するとか、コンビニ・

スーパーのない地域に新しくつくるとか。【女性,20歳代】 

⚫ 食料・日用品を変える店が徒歩圏内にない。【男性,30歳代】 

⚫ 近くにお店（食料品等）がないので、高齢者の買い物難民の方がいる。【女性,50

歳代】 

⚫ 今迄は暮らしやすいと思っていましたが、70 代になって買い物の不便さを感

じています。【-,70歳以上】 

⚫ 坂道が多く、バス停まで歩いていくのが大変な人が多い。生活必需品等の買い

物が大変難しい地域が増えている。【男性,70歳以上】 
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⑪ 高齢者の増加、高齢化、若者の減少（19 件） 

⚫ 高齢者の割合が多く、若い人が少ないように感じる。お互い助け合える環境づ

くりができると良い。【女性,30歳代】 

⚫ 隣近所に夫婦 2人で生活している家庭が多く、今後高齢になっていくことが心

配。【男性,60歳代】 

⚫ 隣近所、みんな高齢者が多く若い人が少ない。あと 10 年したらどうなるのか

と心細くなる。【女性,70歳以上】 

⑫ 高齢者の日常生活に対する支援（18 件） 

⚫ 高齢者の安否や行方がわからないなど、放送などで聞くことが多くなっている

と感じる。【女性,50歳代】 

⚫ 年配の方々の活躍場から繋げる福祉。【男性,50歳代】 

⚫ シニアも働ける地域事業の推進。【男性,60歳代】 

⚫ 高齢化が進む中、高齢者の日常生活に対するフォロー体制の整備。【女性,70歳

以上】 

⚫ 高齢者世帯が多く、支援者が少ない。【男性,70歳以上】 

⑬ 福祉・福祉活動・ボランティア（17 件） 

⚫ 支援するボランティア側が高齢化している。自助、共助の意識が低く、行政の

負担が増している。【女性,20歳代】 

⚫ 基本的にどのようなことをやっているかがわからない。目につきにくく、参加

できないし、参加する時間もない。こういった生活と社会構造になっているこ

とは確か。【男性,40歳代】 

⚫ 福祉活動が十分であるとは全く思いません。皆が福祉活動に参加したいと思え

る何かがあると良いと思います。【女性,70歳以上】 

⑭ 防犯・防災（17 件） 

⚫ 高齢者をねらった悪質な業者の訪問などの防犯対策。【男性,40歳代】 
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⚫ 高齢者が多く昼は留守が多い。サギ、空巣など防犯対策が必要だと感じる。【女

性,70歳以上】 

⚫ 高齢化が進むにつれ、避難行動支援者も増加することになり、大災害が発生し

た場合、避難支援者となり得る世代（20 代～40 代）に積極的にボランティア

に参加できるような意識付けが重要ではないのか。【男性,70歳以上】 

⑮ 子ども・子育て（17 件） 

⚫ 子どもの虐待が疑われるような様子があった時に報告できる窓口があればい

いと思う。【女性,20歳代】 

⚫ 子どもが欲しいと思うが保育所が少ない。共働き（正社員）のため、どうして

もの場合は引越しも考えなくてはと思う。保育所を増やして欲しい。【男性,30

歳代】 

⚫ 少子化なので、子育て支援や環境問題に取り組んで下さい。【男性,40歳代】 

⚫ 子ども達の身守り。子どもが食事を食べさせてもらっているか、親や友達に暴

力を受けていないかなどの確認。【女性,70歳以上】 

⑯ ひきこもり（15 件） 

⚫ 高齢者のひきこもりが心配です。【女性,30歳代】 

⚫ 中高年のひきこもりの人が近所に多い。どのような生活をしてるか解らず、支

援もないようで不安を感じる。【女性,50歳代】 

⚫ ひきこもりの高齢者がいても、情報提供がないので、周囲の人は無関心。【男

性,70歳以上】 

⑰ 担い手（13 件） 

⚫ 産業が少なく人口流失状態にあるので、地場産業を育成して、若い労働力を保

持することが必要と思っている。【男性,60歳代】 

⚫ 市内には高齢者のための施設はたくさんあるが、どこも人手不足や収入難で大

変そうだ。【男性,60歳代】 

⚫ 地域での民生委員（学童委員）、ふれあい福祉委員の数が不足。市の支援策や

その使い方について考える。【男性,70歳以上】 



78 

⑱ 施設・資源等の整備（13 件） 

⚫ あきる野市内で東部と西部に社会資源のかたよりが強くある。秋川駅付近には

多くの資源があるが西部には少ない。【男性,20歳代】 

⚫ 学校が老朽化してきている。災害があった時、学校に避難するのは、逆に危険

ではないかと思う。すぐにでも直してほしい。【女性,40歳代】 

⚫ 軽度の要支援者が、自立して活動できるような施設内の設備、屋外の施設が足

りていません。「ちょっと腰かけたいな」「手すりがあったら安心だな」「この

段差は困るな」などの解決を希望しています。【男性,60歳代】 

⑲ 交流の場（13 件） 

⚫ 高齢者が参加できるイベントなどをもっと多く行い、近所の人がふれあう機会

があった方がいいのではと思う。【女性,40歳代】 

⚫ 簡単に使える場所、無料で集える場所、健康のこと、食のことなどの講座で気

軽に参加できるものがあるといい。【女性,50歳代】 

⚫ 近所に住む人々が気軽に集まって話し合え、趣味等を通じて交流ができる場が

あるといいです。【-,70歳以上】 

⑳ 防災行政無線放送・情報（11 件） 

⚫ 新聞をとっていないので、市報を見たことがほとんどなくて、イベントや市の

情報があまりわからない。たぶんそのような家庭は多いと思う。【女性,40 歳

代】 

⚫ 野外放送（火事、迷い人等）が聞き取りづらく、高齢の方などわからない。で

きれば防災放送がきける（見える）システムがあると良いと思う。【女性,60歳

代】 

㉑ 電車・駅（9 件） 

⚫ 駅周辺の東急方面までつながっているきれいな四角のブロックは、雨の日にと

てもすべります。【女性,30歳代】 

⚫ 駅の公衆トイレが汚ない。【男性,40歳代】 

⚫ 交通手段も悪く電車は 30 分に 1 本、もう少し本数を増やすよう、働きかけて



79 

ほしいです。【女性,70歳以上】 

㉒ 介護・認知症（8 件） 

⚫ 認知症の人への対応、介護、相談など充実、理解。【女性,60歳代】 

⚫ 老老介護の問題が増え、どうすれば良いか判らない人の相談の場、介護してい

る人の息抜きの仕方、介護される側の一時預かりの場所など、人を含めて必要

だと思われる。【女性,70歳以上】 

㉓ 病院（7 件） 

⚫ 秋川駅周辺（近く）に産科がないのはデメリットだと思う。【女性,30歳代】 

⚫ 公立あきる病院の充実。医療や健康増進の拠点として福祉に貢献をしてほしい。

【男性,60歳代】 

㉔ その他（14 件） 

⚫ 道徳の時間にも教科書を読むだけでなく、何かしらの体験的なことがあった方

がいい。弱者の目線を知ることは心を育てることにもなる。【女性,30歳代】 

⚫ 夫婦別姓を希望していて内縁状態のカップルや同性カップルにおいて、片方が

手術や入院になった際、他人扱いになってしまうことに困っています。双方同

意のある正式なパートナーだということを証明できるよう、パートナーシップ

制度を切実に希望します。【女性,30歳代】 

⚫ あきる野市にどのような問題があるのかがわからない。私自身も知ろうとはし

なかった。今回のアンケートでこれからは意識しようと思いました。【男性,60

歳代】 
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（２）地域の団体・機関の認知度 

問 18 以下の制度や団体・機関について、聞いたことがある、あるいは

知っている人・場所に○をしてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

図表２－48 地域の団体・機関の認知度（複数回答） 

 

地域の団体・機関の認知度は、「民生委員・児童委員」の 72.8％が最も高く、

次いで「あきる野市社会福祉協議会」56.8％、「ふれあい福祉委員」43.6％、「健

康づくり市民推進委員」41.9％、「地域包括支援センター（はつらつセンター）」

35.0％、「子ども家庭支援センター」23.4％、「障がい者相談支援センター」21.5％

と続いています。 

一方、「上記については聞いたことがない・知っているものはない」10.0％と

なっています。 

地域の団体・機関の認知度を性別でみると、「上記については聞いたことがな

い・知っているものはない」は男性が女性を 9.3ポイント上回っています。 

年齢別にみると 20歳代の「子ども家庭支援センター」と「障がい者相談支援

センター」で全体の割合を上回っています。60 歳代では「あきる野市社会福祉

協議会」が他の割合より高くなっています。 

  

72.8
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35.0

23.4

21.5

10.0

5.5

0% 20% 40% 60% 80%

民生委員・児童委員

ふれあい福祉委員

健康づくり市民推進委員

あきる野市社会福祉協議会

地域包括支援センター

（はつらつセンター）

子ども家庭支援センター

障がい者相談支援センター

上記については聞いたことがない・

知っているものはない

無回答 回答数＝972

地域包括支援センター
（はつらつセンター）

ふれあい福祉委員

健康づくり市民推進委員

あきる野市社会福祉協議会

子ども家庭支援センター

障がい者相談支援センター

上記については聞いたことがない・
知っているものはない

無回答

民生委員・児童委員
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図表２－49 地域の団体・機関の認知度（複数回答） 
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セ
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タ
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セ
ン

タ
ー 

上
記
に
つ
い
て
は
聞
い
た
こ

と
が
な
い
・
知
っ
て
い
る
も

の
は
な
い 

無
回
答 

全 体 
972 708 424 407 552 340 227 209 97 53 

100.0 72.8 43.6 41.9 56.8 35.0 23.4 21.5 10.0 5.5 

性
別 

男性 
407 272 147 137 209 117 69 79 63 28 

100.0 66.8 36.1 33.7 51.4 28.7 17.0 19.4 15.5 6.9 

女性 
486 376 238 235 296 195 142 112 30 21 

100.0 77.4 49.0 48.4 60.9 40.1 29.2 23.0 6.2 4.3 

年
齢
別 

20 歳代 
57 22 13 15 19 14 19 14 16 1 

100.0 38.6 22.8 26.3 33.3 24.6 33.3 24.6 28.1 1.8 

30 歳代 
77 43 13 22 31 26 25 14 17 2 

100.0 55.8 16.9 28.6 40.3 33.8 32.5 18.2 22.1 2.6 

40 歳代 
153 102 28 43 71 32 47 32 24 10 

100.0 66.7 18.3 28.1 46.4 20.9 30.7 20.9 15.7 6.5 

50 歳代 
136 103 51 41 72 53 40 35 13 6 

100.0 75.7 37.5 30.1 52.9 39.0 29.4 25.7 9.6 4.4 

60 歳代 
188 148 104 93 132 74 42 44 12 8 

100.0 78.7 55.3 49.5 70.2 39.4 22.3 23.4 6.4 4.3 

70 歳以上 
347 279 209 188 220 138 51 66 14 25 

100.0 80.4 60.2 54.2 63.4 39.8 14.7 19.0 4.0 7.2 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 132 94 84 95 58 47 45 28 9 

100.0 66.7 47.5 42.4 48.0 29.3 23.7 22.7 14.1 4.5 

第２ブロック 
316 216 81 107 171 113 73 46 41 19 

100.0 68.4 25.6 33.9 54.1 35.8 23.1 14.6 13.0 6.0 

第３ブロック 
150 116 63 72 90 50 38 45 9 8 

100.0 77.3 42.0 48.0 60.0 33.3 25.3 30.0 6.0 5.3 

第４ブロック 
140 113 76 63 85 48 30 33 7 7 

100.0 80.7 54.3 45.0 60.7 34.3 21.4 23.6 5.0 5.0 

第５ブロック 
129 98 77 60 83 54 27 28 11 10 

100.0 76.0 59.7 46.5 64.3 41.9 20.9 21.7 8.5 7.8 

第６ブロック 
33 27 28 18 25 16 9 10 1 0 

100.0 81.8 84.8 54.5 75.8 48.5 27.3 30.3 3.0 0.0 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 77 38 39 59 44 20 28 20 5 

100.0 65.8 32.5 33.3 50.4 37.6 17.1 23.9 17.1 4.3 

夫婦のみ 
302 236 163 150 199 114 52 58 24 18 

100.0 78.1 54.0 49.7 65.9 37.7 17.2 19.2 7.9 6.0 

二世代家族 
439 308 159 169 228 142 124 93 47 26 

100.0 70.2 36.2 38.5 51.9 32.3 28.2 21.2 10.7 5.9 

三世代家族 
85 67 50 41 50 34 24 23 6 1 

100.0 78.8 58.8 48.2 58.8 40.0 28.2 27.1 7.1 1.2 

その他 
22 15 11 6 13 4 5 6 0 2 

100.0 68.2 50.0 27.3 59.1 18.2 22.7 27.3 0.0 9.1 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 172 72 78 128 70 71 69 48 9 

100.0 64.2 26.9 29.1 47.8 26.1 26.5 25.7 17.9 3.4 

パート・アルバイト 
175 130 80 79 107 68 56 29 17 6 

100.0 74.3 45.7 45.1 61.1 38.9 32.0 16.6 9.7 3.4 

自営業・家事手伝い 
72 55 32 35 43 28 16 16 3 5 

100.0 76.4 44.4 48.6 59.7 38.9 22.2 22.2 4.2 6.9 

専業主婦（夫） 
136 117 79 76 92 61 33 33 4 6 

100.0 86.0 58.1 55.9 67.6 44.9 24.3 24.3 2.9 4.4 

学生 
17 8 3 3 5 6 6 4 5 1 

100.0 47.1 17.6 17.6 29.4 35.3 35.3 23.5 29.4 5.9 

無職 
285 215 151 132 170 102 42 53 17 22 

100.0 75.4 53.0 46.3 59.6 35.8 14.7 18.6 6.0 7.7 

その他 
15 8 5 4 6 5 2 4 3 3 

100.0 53.3 33.3 26.7 40.0 33.3 13.3 26.7 20.0 20.0 

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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７ 保健福祉施策について 

（１）情報提供に関する要望 

問 19 地域（地域の助け合い、町内会の活動、ボランティア活動など）、

保健（健康づくり、健康診断、予防接種、医療機関など）、福祉（子

ども、障がい者、高齢者など）、これらの情報について、どのような

方法で情報提供してほしいですか。（あてはまるものすべてに○） 

図表２－50 情報提供に関する要望（複数回答） 

 

情報提供に関する要望は、「市の広報誌やパンフレット」の 66.9％が最も高く、

次いで「地域の回覧板」46.4％、「市のホームページ」32.6％、「公共施設（市役

所、公民館、図書館、体育館など）」31.7％、「地域の掲示板（自治会、スーパー、

コンビニ、銀行、駅など）」30.7％と続いています。 

  

66.9

32.6

9.8

22.2

13.0

46.4

30.7

14.4

22.8

9.0

5.7

31.7

14.8

1.5

4.9

3.8

0% 20% 40% 60% 80%

市の広報誌やパンフレット

市のホームページ

インターネット（市のホームページ以外）

メール、ＳＮＳによる配信

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など

地域の回覧板

地域の掲示板（自治会、スーパー、コンビニ、銀行、駅など）

地域で活動する委員（民生委員、ふれあい福祉委員、健康づくり市民推進委員など）

病院などの医療機関

秋川ふれあいセンター（社会福祉協議会）

民間の福祉関係の団体や施設

公共施設（市役所、公民館、図書館、体育館など）

学校、保育園・幼稚園など

その他

わからない

無回答 回答数＝972

地域で活動する委員（民生委員、ふれあい福祉
委員、健康づくり市民推進委員など）

市の広報誌やパンフレット

市のホームページ

インターネット（市のホームページ以外）

メール、ＳＮＳによる配信

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など

地域の回覧板

病院などの医療機関

秋川ふれあいセンター（社会福祉協議会）

民間の福祉関係の団体や施設

公共施設（市役所、公民館、図書館、体育館な

ど）

学校、保育園・幼稚園など

その他

わからない

無回答

地域の掲示板（自治会、スーパー、コンビニ、銀
行、駅など）
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情報提供に関する要望を年齢別にみると、「市の広報誌やパンフレット」「地域

の回覧板」は、年代が高くなるほど割合が高くなっています。「市のホームペー

ジ」「インターネット（市のホームページ以外）」「メール、ＳＮＳによる配信」

は、年代が低くなるほど割合が高くなっています。 

20 歳代と 30 歳代では、「学校、保育園・幼稚園など」が他より割合が高くな

っています。 

職業別にみると、専業主婦（夫）で「市の広報誌やパンフレット」が約 8割と

なっています。 
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図表２－51 情報提供に関する要望（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

市
の
広
報
誌
や
パ
ン
フ
レ
ッ

ト 市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
以
外
） 

メ
ー
ル
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
配

信 テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、

雑
誌
な
ど 

地
域
の
回
覧
板 

地
域
の
掲
示
板
（自
治
会
、
ス

ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
、
銀
行
、
駅

な
ど
）

 

地
域
で
活
動
す
る
委
員
（民
生

委
員
、
ふ
れ
あ
い
福
祉
委
員
、

健
康
づ
く
り
市
民
推
進
委
員

な
ど
）

 

病
院
な
ど
の
医
療
機
関 

全 体 
972 650 317 95 216 126 451 298 140 222 

100.0 66.9 32.6 9.8 22.2 13.0 46.4 30.7 14.4 22.8 

性
別 

男性 
407 263 153 45 97 51 182 116 60 73 

100.0 64.6 37.6 11.1 23.8 12.5 44.7 28.5 14.7 17.9 

女性 
486 337 142 46 102 62 237 159 71 131 

100.0 69.3 29.2 9.5 21.0 12.8 48.8 32.7 14.6 27.0 

年
齢
別 

20 歳代 
57 19 32 11 24 7 16 18 2 18 

100.0 33.3 56.1 19.3 42.1 12.3 28.1 31.6 3.5 31.6 

30 歳代 
77 34 39 12 31 6 19 28 5 20 

100.0 44.2 50.6 15.6 40.3 7.8 24.7 36.4 6.5 26.0 

40 歳代 
153 98 71 22 55 19 44 44 4 33 

100.0 64.1 46.4 14.4 35.9 12.4 28.8 28.8 2.6 21.6 

50 歳代 
136 95 59 19 29 12 54 43 9 34 

100.0 69.9 43.4 14.0 21.3 8.8 39.7 31.6 6.6 25.0 

60 歳代 
188 137 55 18 39 18 96 55 20 46 

100.0 72.9 29.3 9.6 20.7 9.6 51.1 29.3 10.6 24.5 

70 歳以上 
347 259 55 10 35 61 216 107 99 69 

100.0 74.6 15.9 2.9 10.1 17.6 62.2 30.8 28.5 19.9 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 121 66 17 37 24 87 50 27 38 

100.0 61.1 33.3 8.6 18.7 12.1 43.9 25.3 13.6 19.2 

第２ブロック 
316 209 102 35 69 48 121 83 36 75 

100.0 66.1 32.3 11.1 21.8 15.2 38.3 26.3 11.4 23.7 

第３ブロック 
150 107 48 10 30 18 68 52 19 37 

100.0 71.3 32.0 6.7 20.0 12.0 45.3 34.7 12.7 24.7 

第４ブロック 
140 93 43 12 31 14 61 49 25 32 

100.0 66.4 30.7 8.6 22.1 10.0 43.6 35.0 17.9 22.9 

第５ブロック 
129 94 45 18 38 19 87 47 24 30 

100.0 72.9 34.9 14.0 29.5 14.7 67.4 36.4 18.6 23.3 

第６ブロック 
33 22 9 2 9 2 24 14 8 8 

100.0 66.7 27.3 6.1 27.3 6.1 72.7 42.4 24.2 24.2 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 71 25 8 21 13 42 36 24 23 

100.0 60.7 21.4 6.8 17.9 11.1 35.9 30.8 20.5 19.7 

夫婦のみ 
302 223 89 27 57 39 160 84 43 62 

100.0 73.8 29.5 8.9 18.9 12.9 53.0 27.8 14.2 20.5 

二世代家族 
439 277 156 52 110 61 192 139 52 112 

100.0 63.1 35.5 11.8 25.1 13.9 43.7 31.7 11.8 25.5 

三世代家族 
85 60 36 4 22 11 46 24 14 17 

100.0 70.6 42.4 4.7 25.9 12.9 54.1 28.2 16.5 20.0 

その他 
22 16 7 4 4 2 9 12 7 6 

100.0 72.7 31.8 18.2 18.2 9.1 40.9 54.5 31.8 27.3 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 156 134 45 89 26 89 81 17 65 

100.0 58.2 50.0 16.8 33.2 9.7 33.2 30.2 6.3 24.3 

パート・アルバイト 
175 120 55 13 41 21 88 60 15 40 

100.0 68.6 31.4 7.4 23.4 12.0 50.3 34.3 8.6 22.9 

自営業・家事手伝い 
72 43 18 5 16 11 38 18 8 18 

100.0 59.7 25.0 6.9 22.2 15.3 52.8 25.0 11.1 25.0 

専業主婦（夫） 
136 111 38 11 22 19 72 43 26 36 

100.0 81.6 27.9 8.1 16.2 14.0 52.9 31.6 19.1 26.5 

学生 
17 7 12 4 9 1 4 5 0 5 

100.0 41.2 70.6 23.5 52.9 5.9 23.5 29.4 0.0 29.4 

無職 
285 204 55 17 36 47 155 88 72 54 

100.0 71.6 19.3 6.0 12.6 16.5 54.4 30.9 25.3 18.9 

その他 
15 8 4 0 3 1 4 3 2 4 

100.0 53.3 26.7 0.0 20.0 6.7 26.7 20.0 13.3 26.7 
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回
答
数
（人
） 

秋
川
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（社
会
福
祉
協
議
会
） 

民
間
の
福
祉
関
係
の
団
体

や
施
設 

公
共
施
設
（
市
役
所
、
公

民
館
、
図
書
館
、
体
育
館

な
ど
） 

学
校
、
保
育
園
・
幼
稚
園

な
ど 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

  

全 体 
972 87 55 308 144 15 48 37   

100.0 9.0 5.7 31.7 14.8 1.5 4.9 3.8   

性
別 

男性 
407 32 17 118 42 7 20 15   

100.0 7.9 4.2 29.0 10.3 1.7 4.9 3.7   

女性 
486 46 33 167 91 8 24 14   

100.0 9.5 6.8 34.4 18.7 1.6 4.9 2.9   

年
齢
別 

20 歳代 
57 3 5 23 22 0 6 0   

100.0 5.3 8.8 40.4 38.6 0.0 10.5 0.0   

30 歳代 
77 3 4 33 28 1 0 0   

100.0 3.9 5.2 42.9 36.4 1.3 0.0 0.0   

40 歳代 
153 11 6 48 32 5 5 5   

100.0 7.2 3.9 31.4 20.9 3.3 3.3 3.3   

50 歳代 
136 10 7 43 22 2 13 0   

100.0 7.4 5.1 31.6 16.2 1.5 9.6 0.0   

60 歳代 
188 16 14 53 19 6 10 3   

100.0 8.5 7.4 28.2 10.1 3.2 5.3 1.6   

70 歳以上 
347 43 18 101 18 1 12 28   

100.0 12.4 5.2 29.1 5.2 0.3 3.5 8.1   

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 16 7 55 28 3 12 12   

100.0 8.1 3.5 27.8 14.1 1.5 6.1 6.1   

第２ブロック 
316 29 12 112 45 6 14 10   

100.0 9.2 3.8 35.4 14.2 1.9 4.4 3.2   

第３ブロック 
150 14 10 50 22 3 9 4   

100.0 9.3 6.7 33.3 14.7 2.0 6.0 2.7   

第４ブロック 
140 9 6 35 18 1 8 7   

100.0 6.4 4.3 25.0 12.9 0.7 5.7 5.0   

第５ブロック 
129 14 16 45 23 2 5 3   

100.0 10.9 12.4 34.9 17.8 1.6 3.9 2.3   

第６ブロック 
33 4 3 6 4 0 0 0   

100.0 12.1 9.1 18.2 12.1 0.0 0.0 0.0   

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 10 7 32 10 0 12 6   

100.0 8.5 6.0 27.4 8.5 0.0 10.3 5.1   

夫婦のみ 
302 31 14 102 24 8 10 12   

100.0 10.3 4.6 33.8 7.9 2.6 3.3 4.0   

二世代家族 
439 36 26 137 89 6 22 17   

100.0 8.2 5.9 31.2 20.3 1.4 5.0 3.9   

三世代家族 
85 8 6 26 17 0 3 1   

100.0 9.4 7.1 30.6 20.0 0.0 3.5 1.2   

その他 
22 1 1 8 1 1 1 0   

100.0 4.5 4.5 36.4 4.5 4.5 4.5 0.0   

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 14 13 87 53 6 10 3   

100.0 5.2 4.9 32.5 19.8 2.2 3.7 1.1   

パート・アルバイト 
175 13 8 60 31 3 9 1   

100.0 7.4 4.6 34.3 17.7 1.7 5.1 0.6   

自営業・家事手伝い 
72 5 4 19 9 0 3 4   

100.0 6.9 5.6 26.4 12.5 0.0 4.2 5.6   

専業主婦（夫） 
136 20 9 43 22 2 5 6   

100.0 14.7 6.6 31.6 16.2 1.5 3.7 4.4   

学生 
17 1 3 8 7 0 2 0   

100.0 5.9 17.6 47.1 41.2 0.0 11.8 0.0   

無職 
285 32 15 88 21 2 18 20   

100.0 11.2 5.3 30.9 7.4 0.7 6.3 7.0   

その他 
15 2 2 2 0 2 1 1   

100.0 13.3 13.3 13.3 0.0 13.3 6.7 6.7   

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（２）まちづくりにおいて重要なこと 

問 20 高齢者や障がいのある人､妊婦、子ども連れなどを含めたすべての

人々が外出しやすいまちづくりのためには、どのようなことが必

要だと思いますか。（○は３つまで） 

図表２－52 まちづくりにおいて重要なこと（複数回答） 

 

※「誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助け合いの意識を高める」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「わからない」＝今回調査で新たに追加した選択肢 

※「歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放置自転車など）を取り除く」＝前回調査の選択肢は「歩きやす

いように、歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放置自転車、電柱など）を取り除く」 

※「まちの中に、障がいのある人も含めて、誰でも利用できるトイレを増やす」＝前回調査の選択肢は「まちの中に、車いすの

人など障がいのある人も含めて、誰でも利用できるトイレを増やす」 

 

まちづくりにおいて重要なことは、「道路の段差を解消する」52.7％が最も高

く、次いで「歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放置自転車など）

を取り除く」35.8％、「公共施設や病院などにスロープ、エレベーターやエスカ

レーターを設置する」34.4％、今回調査で新たに追加した「誰もが気軽に手助け

61.4

37.6

55.1

16.5

29.9

11.7

3.8

26.4

4.3

3.8

52.7

34.4

35.8

18.9

24.7

11.3

8.0

20.4

33.5

8.4

4.9

3.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

道路の段差を解消する

公共施設や病院などにスロープ、エレベーターやエスカレーターを設置する

歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放置自転車など）を取り除く

車いすのまま乗降できる超低床バスやリフト付バスを運行する

まちの中に、障がいのある人も含めて、誰でも利用できるトイレを増やす

点字ブロックや視覚障害者用信号（音の出るものなど）の整備をすすめる

障がい者用の駐車場を確保する

外出を手助けするボランティア組織を支援する

誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助け合いの意識を高める

その他

わからない

無回答
前回調査：回答数394

今回調査：回答数972

外出を手助けするボランティア組織を支援す

る

道路の段差を解消する

公共施設や病院などにスロープ、エレベー
ターやエスカレーターを設置する

歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法
駐車、放置自転車など）を取り除く

車いすのまま乗降できる超低床バスやリフト
付バスを運行する

まちの中に、障がいのある人も含めて、誰で
も利用できるトイレを増やす

点字ブロックや視覚障害者用信号（音の出る
ものなど）の整備をすすめる

障がい者用の駐車場を確保する

誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助
け合いの意識を高める

その他

わからない

無回答
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ができるよう、市民の助け合いの意識を高める」33.5％と続いています。 

「その他」では、「交通手段の確保・充実」「授乳、オムツかえができる設備、

子ども連れ OKな飲食店の充実」「歩道の整備」などの記載がありました。 

前回調査と比較すると、「歩道や道路上の障害物（商品や看板、違法駐車、放

置自転車など）を取り除く」は 19.3ポイント減少し、「車いすのまま乗降できる

超低床バスやリフト付バスを運行する」が 2.4ポイント、「障がい者用の駐車場

を確保する」が 4.2ポイント増加しています。 

「道路の段差を解消する」割合が高いのは、性別では女性、年齢別では 50歳

代以上、「公共施設や病院などにスロープ、エレベーターやエスカレーターを設

置する」割合が高いのは、年齢別で 20歳代と 30歳代となっています。 

「誰もが気軽に手助けができるよう、市民の助け合いの意識を高める」におい

ては、年齢別では 20歳代、職業別では学生で他より割合が低くなっています。 

 

  



88 

図表２－53 まちづくりにおいて重要なこと（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

道
路
の
段
差
を
解
消
す
る 

公
共
施
設
や
病
院
な
ど
に
ス

ロ
ー
プ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
や
エ

ス
カ
レ
ー
タ
ー
を
設
置
す
る 

歩
道
や
道
路
上
の
障
害
物

（商
品
や
看
板
、
違
法
駐
車
、

放
置
自
転
車
な
ど
）を
取
り

除
く 

車
い
す
の
ま
ま
乗
降
で
き
る

超
低
床
バ
ス
や
リ
フ
ト
付
バ

ス
を
運
行
す
る 

ま
ち
の
中
に
、
障
が
い
の
あ

る
人
も
含
め
て
、
誰
で
も
利

用
で
き
る
ト
イ
レ
を
増
や
す 

点
字
ブ
ロ
ッ
ク
や
視
覚
障
が

い
者
用
信
号
（音
の
出
る
も

の
な
ど
）の
整
備
を
す
す
め

る 障
が
い
者
用
の
駐
車
場
を
確

保
す
る 

外
出
を
手
助
け
す
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
組
織
を
支
援
す
る 

誰
も
が
気
軽
に
手
助
け
が
で

き
る
よ
う
、
市
民
の
助
け
合

い
の
意
識
を
高
め
る 

全 体 
972 512 334 348 184 240 110 78 198 326 

100.0 52.7 34.4 35.8 18.9 24.7 11.3 8.0 20.4 33.5 

性
別 

男性 
407 203 131 143 71 119 38 37 90 128 

100.0 49.9 32.2 35.1 17.4 29.2 9.3 9.1 22.1 31.4 

女性 
486 272 176 177 90 98 63 35 94 178 

100.0 56.0 36.2 36.4 18.5 20.2 13.0 7.2 19.3 36.6 

年
齢
別 

20 歳代 
57 27 23 21 8 20 8 1 10 11 

100.0 47.4 40.4 36.8 14.0 35.1 14.0 1.8 17.5 19.3 

30 歳代 
77 32 32 21 21 17 11 4 14 27 

100.0 41.6 41.6 27.3 27.3 22.1 14.3 5.2 18.2 35.1 

40 歳代 
153 76 55 45 34 31 22 9 37 52 

100.0 49.7 35.9 29.4 22.2 20.3 14.4 5.9 24.2 34.0 

50 歳代 
136 80 52 53 21 20 19 10 27 41 

100.0 58.8 38.2 39.0 15.4 14.7 14.0 7.4 19.9 30.1 

60 歳代 
188 105 59 74 38 44 22 17 41 55 

100.0 55.9 31.4 39.4 20.2 23.4 11.7 9.0 21.8 29.3 

70 歳以上 
347 187 109 130 60 104 27 36 67 134 

100.0 53.9 31.4 37.5 17.3 30.0 7.8 10.4 19.3 38.6 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 108 62 66 40 48 19 19 40 68 

100.0 54.5 31.3 33.3 20.2 24.2 9.6 9.6 20.2 34.3 

第２ブロック 
316 171 117 111 50 74 37 23 56 103 

100.0 54.1 37.0 35.1 15.8 23.4 11.7 7.3 17.7 32.6 

第３ブロック 
150 88 53 65 23 44 17 13 23 54 

100.0 58.7 35.3 43.3 15.3 29.3 11.3 8.7 15.3 36.0 

第４ブロック 
140 71 35 55 37 26 13 12 35 41 

100.0 50.7 25.0 39.3 26.4 18.6 9.3 8.6 25.0 29.3 

第５ブロック 
129 58 54 42 23 42 19 7 36 44 

100.0 45.0 41.9 32.6 17.8 32.6 14.7 5.4 27.9 34.1 

第６ブロック 
33 13 10 8 8 5 5 4 8 15 

100.0 39.4 30.3 24.2 24.2 15.2 15.2 12.1 24.2 45.5 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 58 32 42 20 26 11 10 27 41 

100.0 49.6 27.4 35.9 17.1 22.2 9.4 8.5 23.1 35.0 

夫婦のみ 
302 164 96 108 61 75 31 28 75 102 

100.0 54.3 31.8 35.8 20.2 24.8 10.3 9.3 24.8 33.8 

二世代家族 
439 227 157 151 80 109 55 34 76 145 

100.0 51.7 35.8 34.4 18.2 24.8 12.5 7.7 17.3 33.0 

三世代家族 
85 51 36 39 18 24 8 4 11 29 

100.0 60.0 42.4 45.9 21.2 28.2 9.4 4.7 12.9 34.1 

その他 
22 10 11 7 4 5 5 1 8 7 

100.0 45.5 50.0 31.8 18.2 22.7 22.7 4.5 36.4 31.8 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 140 94 93 51 64 37 18 61 86 

100.0 52.2 35.1 34.7 19.0 23.9 13.8 6.7 22.8 32.1 

パート・アルバイト 
175 89 65 60 34 34 22 12 40 56 

100.0 50.9 37.1 34.3 19.4 19.4 12.6 6.9 22.9 32.0 

自営業・家事手伝い 
72 32 21 27 13 18 7 8 10 24 

100.0 44.4 29.2 37.5 18.1 25.0 9.7 11.1 13.9 33.3 

専業主婦（夫） 
136 81 54 58 30 22 19 8 29 55 

100.0 59.6 39.7 42.6 22.1 16.2 14.0 5.9 21.3 40.4 

学生 
17 7 7 6 3 6 2 0 4 3 

100.0 41.2 41.2 35.3 17.6 35.3 11.8 0.0 23.5 17.6 

無職 
285 151 86 99 50 92 22 29 49 97 

100.0 53.0 30.2 34.7 17.5 32.3 7.7 10.2 17.2 34.0 

その他 
15 10 6 4 3 4 1 3 5 5 

100.0 66.7 40.0 26.7 20.0 26.7 6.7 20.0 33.3 33.3 
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回
答
数
（人
） 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

      

全 体 
972 82 48 37       

100.0 8.4 4.9 3.8       

性
別 

男性 
407 41 21 13       

100.0 10.1 5.2 3.2       

女性 
486 35 24 16       

100.0 7.2 4.9 3.3       

年
齢
別 

20 歳代 
57 7 3 0       

100.0 12.3 5.3 0.0       

30 歳代 
77 8 4 0       

100.0 10.4 5.2 0.0       

40 歳代 
153 19 7 2       

100.0 12.4 4.6 1.3       

50 歳代 
136 17 7 2       

100.0 12.5 5.1 1.5       

60 歳代 
188 9 11 5       

100.0 4.8 5.9 2.7       

70 歳以上 
347 22 14 27       

100.0 6.3 4.0 7.8       

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 15 7 7       

100.0 7.6 3.5 3.5       

第２ブロック 
316 36 18 12       

100.0 11.4 5.7 3.8       

第３ブロック 
150 9 6 8       

100.0 6.0 4.0 5.3       

第４ブロック 
140 12 10 3       

100.0 8.6 7.1 2.1       

第５ブロック 
129 8 5 3       

100.0 6.2 3.9 2.3       

第６ブロック 
33 2 2 2       

100.0 6.1 6.1 6.1       

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 7 7 7       

100.0 6.0 6.0 6.0       

夫婦のみ 
302 23 10 14       

100.0 7.6 3.3 4.6       

二世代家族 
439 42 27 12       

100.0 9.6 6.2 2.7       

三世代家族 
85 7 1 3       

100.0 8.2 1.2 3.5       

その他 
22 1 3 0       

100.0 4.5 13.6 0.0       

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 35 13 4       

100.0 13.1 4.9 1.5       

パート・アルバイト 
175 17 9 3       

100.0 9.7 5.1 1.7       

自営業・家事手伝い 
72 5 3 3       

100.0 6.9 4.2 4.2       

専業主婦（夫） 
136 6 2 6       

100.0 4.4 1.5 4.4       

学生 
17 1 0 0       

100.0 5.9 0.0 0.0       

無職 
285 17 20 20       

100.0 6.0 7.0 7.0       

その他 
15 0 1 0       

100.0 0.0 6.7 0.0       

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（３）あきる野市の施策について 

問 21 以下の①～⑮について、あきる野市はすすんで（充実して）いる

と思いますか。（それぞれあてはまるもの１つに○） 

図表２－54 あきる野市の施策について（各単数回答） 

  

とても

そう思う

5.2

2.5

4.1

4.8

1.7

1.5

4.8

1.3

2.0

3.1

3.4

4.5

2.4

2.0

2.1

そう思う

44.2 

30.5 

32.5 

41.5 

16.9 

24.3 

36.6 

15.9 

21.1 

31.0 

30.6 

34.9 

32.3 

21.1 

24.9 

あまり

思わない

32.2 

45.4 

41.3 

35.1 

53.3 

48.9 

38.0 

53.3 

47.5 

40.6 

41.6 

39.5 

39.1 

49.1 

47.6 

思わない

5.3

6.8

6.8

5.9

14.7

11.2

7.3

10.9

9.5

6.2

5.8

6.3

8.8

9.6

7.8

無回答

13.0

14.9

15.3

12.8

13.4

14.1

13.3

18.5

20.0

19.1

18.7

14.8

17.4

18.3

17.6

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

①.健康づくり、介護予防

②.社会参加・生きがいづくり

③.地域における医療体制、医療と介護の連携

④.防災・防犯の取り組み

⑤.道路や建物のバリアフリー化など誰もが暮らしやすいまちづくり

⑥.住民同士で支えあう仕組みづくり

⑦.地域における見守りの取り組み

⑧.判断能力に不安がある者等への権利擁護、虐待防止の取り組み

⑨.生活困窮者への支援

⑩.子ども・子育て世帯への支援、サービス

⑪.障がい者（児）への支援、サービス

⑫.高齢者への支援、サービス

⑬.差別・偏見のないまちづくり

⑭.福祉人材の育成

⑮.ボランティアの支援

回答数＝972人

①.健康づくり、介護予防

②.社会参加・生きがいづくり

③.地域における医療体制、医療と介護の

連携

④.防災・防犯の取り組み

⑤.道路や建物のバリアフリー化など誰もが

暮らしやすいまちづくり

⑥.住民同士で支えあう仕組みづくり

⑦.地域における見守りの取り組み

⑧.判断能力に不安がある者等への権利擁
護、虐待防止の取り組み

⑨.生活困窮者への支援

⑩.子ども・子育て世帯への支援、サービス

⑪.障がい者（児）への支援、サービス

⑫.高齢者への支援、サービス

⑬.差別・偏見のないまちづくり

⑭.福祉人材の育成

⑮.ボランティアの支援
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あきる野市の施策はすすんで（充実して）いるかについて、『そう思う』割合

が最も高いのは、①健康づくり、介護予防 49.4％、次いで④防災・防犯の取り

組み 46.3％、⑦地域における見守りの取り組み 41.4％、⑫高齢者への支援、サ

ービス 39.4％、③地域における医療体制、医療と介護の連携 36.6％、⑬差別・

偏見のないまちづくり 34.7％ 

⑩子ども・子育て世帯への支援、サービス 34.1％、⑪障がい者（児）への支

援、サービス 34.0％となっています。 

一方、『そう思わない』割合が最も高いのは、⑤道路や建物のバリアフリー化

など誰もが暮らしやすいまちづくり 68.0％、次いで⑧判断能力に不安がある者

等への権利擁護、虐待防止の取り組み 64.2％、⑥住民同士で支えあう仕組みづ

くり 60.1％、⑭福祉人材の育成 58.7％、⑨生活困窮者への支援 57.0％、⑮ボラ

ンティアの支援 55.4％、②社会参加・生きがいづくり 52.2％となっています。 
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（４）今後充実すべき保健福祉施策 

問 22 あなたが考える、あきる野市において、今後充実すべき保健福祉

施策はどれですか。（あてはまるものすべてに○） 

図表２－55 今後充実すべき保健福祉施策（複数回答） 

 

  

43.8

31.2

54.9

45.1

38.6

30.1

29.4

23.4

26.1

37.1

32.4

47.9

27.3

26.7

20.3

26.9

14.3

32.0

14.2

10.0

2.1

5.9

3.1

0% 20% 40% 60%

健康づくり、介護予防

社会参加・生きがいづくり

地域における医療体制、医療と介護の連携

防災・防犯の取り組み

道路や建物のバリアフリー化など誰もが暮らしやすいまちづくり

住民同士で支えあう仕組みづくり

地域における見守りの取り組み

判断能力に不安がある人等への権利擁護、虐待防止の取り組み

生活困窮者への支援

子ども・子育て世帯への支援、サービス

障がい者（児）への支援、サービス

高齢者への支援、サービス

差別・偏見のないまちづくり

福祉人材の育成

ボランティアの支援

就労に困難を抱える人への支援

居住に課題を抱える（住宅確保要配慮者等）人・世帯への支援

社会的孤立、ひきこもり者等への支援

自殺防止に関する対策

罪を犯した人の立ち直りを支える取り組み

その他

わからない

無回答 回答数＝972

道路や建物のバリアフリー化など誰もが暮らしや
すいまちづくり

健康づくり、介護予防

社会参加・生きがいづくり

地域における医療体制、医療と介護の連携

防災・防犯の取り組み

住民同士で支えあう仕組みづくり

地域における見守りの取り組み

判断能力に不安がある人等への権利擁護、虐待
防止の取り組み

生活困窮者への支援

子ども・子育て世帯への支援、サービス

障がい者（児）への支援、サービス

高齢者への支援、サービス

差別・偏見のないまちづくり

福祉人材の育成

ボランティアの支援

就労に困難を抱える人への支援

居住に課題を抱える（住宅確保要配慮者等）人・世
帯への支援

社会的孤立、ひきこもり者等への支援

自殺防止に関する対策

罪を犯した人の立ち直りを支える取り組み

その他

わからない

無回答
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今後充実すべき保健福祉施策は、「地域における医療体制、医療と介護の連携」

54.9％が最も高く、次いで「高齢者への支援、サービス」47.9％、「防災・防犯

の取り組み」45.1％、「健康づくり、介護予防」43.8％、「道路や建物のバリアフ

リー化など誰もが暮らしやすいまちづくり」38.6％、「子ども・子育て世帯への

支援、サービス」37.1％、「障がい者（児）への支援、サービス」32.4％、「社会

的孤立、ひきこもり者等への支援」32.0％、「社会参加・生きがいづくり」31.2％

「住民同士で支えあう仕組みづくり」30.1％と続いています。 

今後充実すべき保健福祉施策を年齢別にみると、「健康づくり、介護予防」と

「地域における医療体制、医療と介護の連携」「高齢者への支援、サービス」は

年代が高くなるほど割合が高くなっています。「子ども・子育て世帯への支援、

サービス」は 20歳代と 30歳代で他の割合より高くなっています。「自殺防止に

関する対策」は 20歳代、30歳代、40歳代で全体の割合を上回っています。 
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図表２－56 今後充実すべき保健福祉施策（複数回答） 

    

回
答
数
（人
） 

健
康
づ
く
り
、
介
護
予
防 

社
会
参
加
・
生
き
が
い
づ

く
り 

地
域
に
お
け
る
医
療
体

制
、
医
療
と
介
護
の
連
携 

防
災
・防
犯
の
取
り
組
み 

道
路
や
建
物
の
バ
リ
ア
フ
リ

ー
化
な
ど
誰
も
が
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
づ
く
り 

住
民
同
士
で
支
え
あ
う
仕

組
み
づ
く
り 

地
域
に
お
け
る
見
守
り
の

取
り
組
み 

判
断
能
力
に
不
安
が
あ
る

人
等
へ
の
権
利
擁
護
、
虐
待

防
止
の
取
り
組
み 

生
活
困
窮
者
へ
の
支
援 

全 体 
972 426 303 534 438 375 293 286 227 254 

100.0 43.8 31.2 54.9 45.1 38.6 30.1 29.4 23.4 26.1 

性
別 

男性 
407 174 125 221 178 144 127 118 86 104 

100.0 42.8 30.7 54.3 43.7 35.4 31.2 29.0 21.1 25.6 

女性 
486 220 150 275 226 198 145 145 121 132 

100.0 45.3 30.9 56.6 46.5 40.7 29.8 29.8 24.9 27.2 

年
齢
別 

20 歳代 
57 20 23 25 24 20 17 16 12 18 

100.0 35.1 40.4 43.9 42.1 35.1 29.8 28.1 21.1 31.6 

30 歳代 
77 22 15 37 37 25 13 20 22 27 

100.0 28.6 19.5 48.1 48.1 32.5 16.9 26.0 28.6 35.1 

40 歳代 
153 57 45 68 74 54 30 32 37 27 

100.0 37.3 29.4 44.4 48.4 35.3 19.6 20.9 24.2 17.6 

50 歳代 
136 52 32 72 61 46 35 39 29 28 

100.0 38.2 23.5 52.9 44.9 33.8 25.7 28.7 21.3 20.6 

60 歳代 
188 84 56 113 70 77 61 52 37 36 

100.0 44.7 29.8 60.1 37.2 41.0 32.4 27.7 19.7 19.1 

70 歳以上 
347 186 126 210 164 146 131 121 84 115 

100.0 53.6 36.3 60.5 47.3 42.1 37.8 34.9 24.2 33.1 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 73 70 98 87 66 61 54 47 48 

100.0 36.9 35.4 49.5 43.9 33.3 30.8 27.3 23.7 24.2 

第２ブロック 
316 139 94 175 149 118 81 78 70 72 

100.0 44.0 29.7 55.4 47.2 37.3 25.6 24.7 22.2 22.8 

第３ブロック 
150 70 37 79 67 67 43 46 34 38 

100.0 46.7 24.7 52.7 44.7 44.7 28.7 30.7 22.7 25.3 

第４ブロック 
140 63 47 81 65 65 44 40 35 44 

100.0 45.0 33.6 57.9 46.4 46.4 31.4 28.6 25.0 31.4 

第５ブロック 
129 64 43 76 55 49 51 48 31 43 

100.0 49.6 33.3 58.9 42.6 38.0 39.5 37.2 24.0 33.3 

第６ブロック 
33 14 8 20 11 8 10 16 7 7 

100.0 42.4 24.2 60.6 33.3 24.2 30.3 48.5 21.2 21.2 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 43 24 54 45 41 28 32 23 29 

100.0 36.8 20.5 46.2 38.5 35.0 23.9 27.4 19.7 24.8 

夫婦のみ 
302 155 100 184 127 118 107 82 59 78 

100.0 51.3 33.1 60.9 42.1 39.1 35.4 27.2 19.5 25.8 

二世代家族 
439 175 139 238 212 166 118 140 117 108 

100.0 39.9 31.7 54.2 48.3 37.8 26.9 31.9 26.7 24.6 

三世代家族 
85 44 28 44 42 37 28 25 21 26 

100.0 51.8 32.9 51.8 49.4 43.5 32.9 29.4 24.7 30.6 

その他 
22 7 8 10 9 9 10 5 6 11 

100.0 31.8 36.4 45.5 40.9 40.9 45.5 22.7 27.3 50.0 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 95 78 134 124 98 68 73 63 57 

100.0 35.4 29.1 50.0 46.3 36.6 25.4 27.2 23.5 21.3 

パート・アルバイト 
175 72 53 90 76 54 46 49 35 43 

100.0 41.1 30.3 51.4 43.4 30.9 26.3 28.0 20.0 24.6 

自営業・家事手伝い 
72 33 24 39 37 32 22 19 17 18 

100.0 45.8 33.3 54.2 51.4 44.4 30.6 26.4 23.6 25.0 

専業主婦（夫） 
136 69 44 89 65 64 50 50 36 38 

100.0 50.7 32.4 65.4 47.8 47.1 36.8 36.8 26.5 27.9 

学生 
17 7 7 7 7 6 5 7 4 5 

100.0 41.2 41.2 41.2 41.2 35.3 29.4 41.2 23.5 29.4 

無職 
285 146 90 167 121 113 97 82 67 88 

100.0 51.2 31.6 58.6 42.5 39.6 34.0 28.8 23.5 30.9 

その他 
15 4 4 6 7 6 4 5 5 5 

100.0 26.7 26.7 40.0 46.7 40.0 26.7 33.3 33.3 33.3 
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回
答
数
（人
） 

子
ど
も
・
子
育
て
世
帯
へ
の

支
援
、
サ
ー
ビ
ス 

障
が
い
者
（児
）
へ
の
支
援
、

サ
ー
ビ
ス 

高
齢
者
へ
の
支
援
、
サ
ー

ビ
ス 

差
別
・偏
見
の
な
い
ま
ち
づ

く
り 

福
祉
人
材
の
育
成 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援 

就
労
に
困
難
を
抱
え
る
人

へ
の
支
援 

居
住
に
課
題
を
抱
え
る

（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
等
）

人
・世
帯
へ
の
支
援 

社
会
的
孤
立
、
ひ
き
こ
も

り
者
等
へ
の
支
援 

全 体 
972 361 315 466 265 260 197 261 139 311 

100.0 37.1 32.4 47.9 27.3 26.7 20.3 26.9 14.3 32.0 

性
別 

男性 
407 159 138 195 108 102 81 106 57 135 

100.0 39.1 33.9 47.9 26.5 25.1 19.9 26.0 14.0 33.2 

女性 
486 180 153 236 131 136 104 135 69 148 

100.0 37.0 31.5 48.6 27.0 28.0 21.4 27.8 14.2 30.5 

年
齢
別 

20 歳代 
57 35 18 22 18 19 16 22 14 21 

100.0 61.4 31.6 38.6 31.6 33.3 28.1 38.6 24.6 36.8 

30 歳代 
77 46 29 35 22 13 8 23 9 26 

100.0 59.7 37.7 45.5 28.6 16.9 10.4 29.9 11.7 33.8 

40 歳代 
153 61 43 62 29 29 21 38 21 50 

100.0 39.9 28.1 40.5 19.0 19.0 13.7 24.8 13.7 32.7 

50 歳代 
136 45 49 62 32 37 25 33 14 41 

100.0 33.1 36.0 45.6 23.5 27.2 18.4 24.3 10.3 30.1 

60 歳代 
188 60 54 83 46 48 40 47 28 52 

100.0 31.9 28.7 44.1 24.5 25.5 21.3 25.0 14.9 27.7 

70 歳以上 
347 107 115 194 111 110 84 92 49 118 

100.0 30.8 33.1 55.9 32.0 31.7 24.2 26.5 14.1 34.0 

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 76 63 92 52 51 43 44 27 59 

100.0 38.4 31.8 46.5 26.3 25.8 21.7 22.2 13.6 29.8 

第２ブロック 
316 117 89 146 73 73 56 83 47 98 

100.0 37.0 28.2 46.2 23.1 23.1 17.7 26.3 14.9 31.0 

第３ブロック 
150 52 47 64 48 39 23 39 20 39 

100.0 34.7 31.3 42.7 32.0 26.0 15.3 26.0 13.3 26.0 

第４ブロック 
140 52 48 73 42 44 26 46 19 49 

100.0 37.1 34.3 52.1 30.0 31.4 18.6 32.9 13.6 35.0 

第５ブロック 
129 50 52 70 37 39 40 38 18 58 

100.0 38.8 40.3 54.3 28.7 30.2 31.0 29.5 14.0 45.0 

第６ブロック 
33 10 12 17 8 11 7 8 6 6 

100.0 30.3 36.4 51.5 24.2 33.3 21.2 24.2 18.2 18.2 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 30 35 52 33 33 18 25 11 36 

100.0 25.6 29.9 44.4 28.2 28.2 15.4 21.4 9.4 30.8 

夫婦のみ 
302 98 88 151 73 73 63 69 36 90 

100.0 32.5 29.1 50.0 24.2 24.2 20.9 22.8 11.9 29.8 

二世代家族 
439 174 147 204 118 116 85 127 66 145 

100.0 39.6 33.5 46.5 26.9 26.4 19.4 28.9 15.0 33.0 

三世代家族 
85 46 30 43 28 27 24 26 20 35 

100.0 54.1 35.3 50.6 32.9 31.8 28.2 30.6 23.5 41.2 

その他 
22 9 9 12 9 7 6 10 5 5 

100.0 40.9 40.9 54.5 40.9 31.8 27.3 45.5 22.7 22.7 

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 115 92 133 69 74 46 70 33 73 

100.0 42.9 34.3 49.6 25.7 27.6 17.2 26.1 12.3 27.2 

パート・アルバイト 
175 64 45 74 39 38 28 43 22 54 

100.0 36.6 25.7 42.3 22.3 21.7 16.0 24.6 12.6 30.9 

自営業・家事手伝い 
72 32 27 27 22 22 11 20 15 29 

100.0 44.4 37.5 37.5 30.6 30.6 15.3 27.8 20.8 40.3 

専業主婦（夫） 
136 53 45 70 39 49 37 46 26 51 

100.0 39.0 33.1 51.5 28.7 36.0 27.2 33.8 19.1 37.5 

学生 
17 8 5 6 4 4 5 5 4 7 

100.0 47.1 29.4 35.3 23.5 23.5 29.4 29.4 23.5 41.2 

無職 
285 84 91 148 85 69 65 72 36 92 

100.0 29.5 31.9 51.9 29.8 24.2 22.8 25.3 12.6 32.3 

その他 
15 4 8 6 5 3 5 4 3 5 

100.0 26.7 53.3 40.0 33.3 20.0 33.3 26.7 20.0 33.3 
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回
答
数
（人
） 

自
殺
防
止
に
関
す
る
対
策 

罪
を
犯
し
た
人
の
立
ち
直

り
を
支
え
る
取
り
組
み 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

    

全 体 
972 138 97 20 57 30     

100.0 14.2 10.0 2.1 5.9 3.1     

性
別 

男性 
407 62 39 7 19 16     

100.0 15.2 9.6 1.7 4.7 3.9     

女性 
486 61 49 11 31 11     

100.0 12.6 10.1 2.3 6.4 2.3     

年
齢
別 

20 歳代 
57 15 10 1 6 0     

100.0 26.3 17.5 1.8 10.5 0.0     

30 歳代 
77 19 7 1 3 0     

100.0 24.7 9.1 1.3 3.9 0.0     

40 歳代 
153 23 9 3 6 6     

100.0 15.0 5.9 2.0 3.9 3.9     

50 歳代 
136 10 6 1 13 1     

100.0 7.4 4.4 0.7 9.6 0.7     

60 歳代 
188 21 15 4 9 6     

100.0 11.2 8.0 2.1 4.8 3.2     

70 歳以上 
347 48 48 10 18 17     

100.0 13.8 13.8 2.9 5.2 4.9     

ブ
ロ
ッ
ク
別 

第１ブロック 
198 30 27 6 9 8     

100.0 15.2 13.6 3.0 4.5 4.0     

第２ブロック 
316 34 25 4 21 11     

100.0 10.8 7.9 1.3 6.6 3.5     

第３ブロック 
150 22 11 4 11 3     

100.0 14.7 7.3 2.7 7.3 2.0     

第４ブロック 
140 24 14 1 8 4     

100.0 17.1 10.0 0.7 5.7 2.9     

第５ブロック 
129 24 16 4 7 1     

100.0 18.6 12.4 3.1 5.4 0.8     

第６ブロック 
33 3 3 1 1 2     

100.0 9.1 9.1 3.0 3.0 6.1     

家
族
構
成
別 

一人暮らし 
117 14 10 1 12 6     

100.0 12.0 8.5 0.9 10.3 5.1     

夫婦のみ 
302 33 25 8 12 8     

100.0 10.9 8.3 2.6 4.0 2.6     

二世代家族 
439 67 44 6 28 15     

100.0 15.3 10.0 1.4 6.4 3.4     

三世代家族 
85 20 14 4 3 1     

100.0 23.5 16.5 4.7 3.5 1.2     

その他 
22 4 3 1 2 0     

100.0 18.2 13.6 4.5 9.1 0.0     

職
業
別 

勤め人（常勤） 
268 39 21 5 11 4     

100.0 14.6 7.8 1.9 4.1 1.5     

パート・アルバイト 
175 18 8 2 12 4     

100.0 10.3 4.6 1.1 6.9 2.3     

自営業・家事手伝い 
72 10 4 3 4 4     

100.0 13.9 5.6 4.2 5.6 5.6     

専業主婦（夫） 
136 18 20 4 5 2     

100.0 13.2 14.7 2.9 3.7 1.5     

学生 
17 5 2 0 2 0     

100.0 29.4 11.8 0.0 11.8 0.0     

無職 
285 43 37 5 19 15     

100.0 15.1 13.0 1.8 6.7 5.3     

その他 
15 5 4 1 4 1     

100.0 33.3 26.7 6.7 26.7 6.7     

※上段は人数・下段は％、網掛けはコメントに関するデータ 
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（５）地域福祉の推進、市民活動、ボランティア活動への支援策など
について 

問 23 あきる野市の地域福祉の推進、市民活動、ボランティア活動、こ

れらへの支援策などについて、ご意見がございましたらご記入く

ださい。 

図表２－57 地域福祉の推進、市民活動、ボランティア活動への支援策などについて 
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10
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8

5

5

3

3

3

3

2

8

23

0件 10件 20件 30件

市への意見・要望、感謝など

市民活動、ボランティア活動について

情報発信について

まちづくりについて

地域での支えあい・仲間づくりについて

交通機関について

アンケートについて

子ども・子育てについて

地域環境の整備について

自治会・町内会について

担い手・人材について

高齢者への支援について

健康づくりについて

介護・医療について

道路について

防犯・防災について

暮らしについて

相談の場について

防災行政無線放送について

その他

特にない・わからない

合計＝230件

地域での支えあい・仲間づくりについて

市への意見・要望、感謝など

市民活動、ボランティア活動について

情報発信について

まちづくりについて

交通機関について

アンケートについて

子ども・子育てについて

地域環境の整備について

自治会・町内会について

担い手・人材について

高齢者への支援について

健康づくりについて

介護・医療について

道路について

防犯・防災について

暮らしについて

相談の場について

防災行政無線放送について

その他

特にない・わからない
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以下では、自由意見についてキーワードをもとに分類し、分類ごとに主要な意

見を抜粋して、原則として記載されていた原文のとおり掲載しています。文末の

【 】内には、記載者の性別と年代を記しています。 

① 市への意見・要望、感謝など（29 件） 

⚫ 休日夜間窓口でできることを増やして下さい。【男性,40歳代】 

⚫ 高齢者の方と若者、市長や市議会の方と若者など、色々な世代間での綱領や話

し合いなど、書面や一方的な告知などだけでなく、顔を合わせ発言したり意見

を伝えあうことが大事だと思います。【女性,40歳代】 

⚫ ゴミ袋、手が不自由でもしばりやすい袋にして。【男性,60歳代】 

⚫ 市の積極的な取り組み。職員が地域に出ての対話が必要。【男性,60歳代】 

⚫ エンパワメントとしての支援をお願いします。また、支援策などは、立ち止ま

って冷静になって、もう一度考えることを望みます。【男性,60歳代】 

⚫ 基本的には、人の意識を高めることが課題であると考えるが、諸活動を支える

予算面の充実を図ることも重要だ。【男性,70歳代】 

② 市民活動、ボランティア活動について（27 件） 

⚫ 保育、介護、見守り等、ボランティアに日常的に参加したいです。夏のボラン

ティア以外の情報がホームページに載っていないと思いました。社協さんに行

けばいいのでしょうか。【女性,20歳代】 

⚫ 普段関わらない人達が年に 1回 2回でも関われる場があればいいと思う。日々

の生活でしっかり関われない人が「その時だけ」でも参加できればと思います。

【女性,20歳代】 

⚫ 高齢者が参加できる、参加したいと思える活動を多くし、広報に努めると良い

と思います。【女性,50歳代】 

⚫ 高齢者で元気に時間もたくさんある方が、これからはもっと多くなりますので、

負担にならずに自然の流れで皆で参加できるようなことがあればと思います。

【女性,60歳代】 

⚫ 活動が継続できるよう、市として賃金面の支援があれば良いのではと思う。【男

性,60歳代】 

⚫ ボランティア活動の組織の充実。【男性,70歳代】 
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⚫ 少子高齢化は現実ですので、両方を視野に入れて、参加したくなるようなプロ

グラムを提供し、人も一緒に育てていくことになればいい。【女性,70歳代】 

③ 情報発信について（20 件） 

⚫ 自分が知らないだけかもしれないが、もっとやっている活動を PR すると良い

と思う（SNS や回覧板など）。どのような活動をしているか、知る機会が少な

い。【女性,20歳代】 

⚫ 市役所や関連施設に行くか、市のホームページを見ないと、現在どのような活

動をしているか分からない。現状を把握してもらえるように、チラシを配った

り、スーパーのレジで渡すなど、まずは情報共有した方が良いと思います。【男

性,30歳代】 

⚫ 子ども、高齢者もいない家庭は市がどのような活動、支援を行っているのか、

調べることもしないので分からない。子どもが生まれてから、色々な施設があ

り、色々な活動を行っていることを知りました。【男性,40歳代】 

⚫ 住んでいる年数は長いのですが、仕事で近所の人達とも触れ合う時間がないの

で、はっきり言って地域福祉の情報が入ってこないのでわからない。【-,50歳

代】 

⚫ 情報を個々に届けることができるシステムづくりが必要。【男性,60歳代】 

④ まちづくりについて（16 件） 

⚫ 福祉や高齢者の支援ももちろん大切だが、一般の人ももっと住みやすいような

市にしてほしいです。【-,20歳代】 

⚫ 電車で新社会人くらいの男女が、「こんな不便なところすぐ出て行く！」と言

っていた。若い人がいなくなると、まち全体の活気がなくなるので、若い人を

引き付けることが大切なのかなと思った。高齢者が多いので、その対応で忙し

いかと思うが、新しい世代を取り込むことも大切だと思う。【女性,20歳代】 

⚫ あきる野市と森っこサンちゃんが大好きです。東京都内でありながら田舎の美

しく素朴な自然が残るこのまちが大好きです。これからも野と山と川の美しい

まちでいて下さい。【女性,30歳代】 

⚫ 高齢者はまだまだお元気だと思います。それよりも若い世代が「暮らしたい」

と思えるまちづくりをしないとダメだと思います。【女性,40歳代】 
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⚫ 何ごともお金がかかります。自治体だけでは限界があります。健康福祉関係に

力を入れている企業と協力し合うことも必要ではないでしょうか。【男性,50

歳代】 

⚫ 地域的に市の中心部より遠くなっており、福祉施設、体育施設等に行くには、

バスを乗り継いでいかなければならないので、利用できない。これからの過疎

地域の住民対策に取り組んでほしい。【女性,70歳代】 

⑤ 地域での支えあい・仲間づくりについて（14 件） 

⚫ 一人ひとりの気持ちに余裕があればと思います。本当なら、人は人に助けられ

た時、人を助けた時が一番うれしいはずですから。【女性,40歳代】 

⚫ 人口減、少子高齢化の中で、新しい人、若者も巻き込んだ新しいコミュニティ

ーづくり。自然のある地域とまちの地域との交流。【男性,60歳代】 

⚫ 町内会の役員を利用し良い仲間づくりをしていくのが良いと思う。スポーツ、

趣味の会等を活用する、リーダーが大事です。【男性,70歳代】 

⑥ 交通機関について（12 件） 

⚫ 公共交通の本数が減ってしまってから、大変不便な思いをしているので、改善

して頂きたく思います。【男性,20歳代】 

⚫ 電車が 30 分に 1 本だったり公共交通手段が乏しく車がないと暮らせない。バ

ス路線の見直し、るのバスのコース検討・増発など、とりわけ通院者の足の確

保を配慮してほしい。【男性,60歳代】 

⑦ アンケートについて（11 件） 

⚫ アンケートの集計等は非常に大変かと思いますが、意見を参考にしていただけ

たら幸いです。【男性,20歳代】 

⚫ アンケート等活用し、優先度の高い物から実現をお願いします。【男性,40 歳

代】 

⚫ アンケートのためにかかった経費に見合うよう、見せかけだけでない結果を見

せてもらいたい。【女性,70歳代】 

⚫ 今回のアンケートの集計結果を活かして、更に住み良いあきる野市の実現をい

ただきたい。【男性,70歳代】 
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⑧ 子ども・子育てについて（10 件） 

⚫ 子どもたちが利用する習い事が都心よりあきらかに少ない。市として対策を講

じるべき。自然環境があり子育てのしやすい所だからこそ、教育のあきる野市

を目指すべき。【男性,30歳代】 

⚫ 子ども 110番の看板を付けている家と小・中学校へ通う子ども達が顔なじみと

なれるような行事等あれば良いと思います（知らない人の家へはいざという時

助けを求めることもできないと思うので）。【女性,50歳代】 

⚫ 子ども達の将来のためにできることは何？出発地点は子どもから考えた方が

良いと思う。【男性,50歳代】 

⚫ 子どもへの虐待を早期発見、早期対応できるような支援体制が大切。地域の見

守り、地域福祉、教育現場の連携等の強化。【女性,70歳代】 

⑨ 地域環境の整備について（10 件） 

⚫ 小さな楽しい公園の充実を心からお願いします。【女性,40歳代】 

⚫ バリアフリー整備をする際は、必ず障がいのある方の意見を聞いてから施行し

たほうが良いと思います。健常な方目線でつくると後々不都合な点が出てきま

す。【女性,40歳代】 

⚫ 空き家がどんどん劣化しています、早く取り組んでいただけたら。【女性,70歳

代】 

⑩ 自治会・町内会について（10 件） 

⚫ 町内会の高齢化が進んでおり、活動するのはとても大変そうだと思います。ま

た後任がおらず、同じ方が長く町内会長や町内副会長等をされており、個人へ

の負担が大きいのではないかと感じています。【-,30歳代】 

⚫ 各自治会からの、意見や要望を聞いて、自治会・町内会がリーダーになって行

える支援を市が行うとよいと思います。【男性,60歳代】 

⚫ 町内会を退会する人が増えていますが、基本は身近な活動が一番大切だと思い

ます。子どもから高齢者までお互いに良い関係をつくって行きたいと思います。

【女性,70歳代】 
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⑪ 担い手・人材について（8 件） 

⚫ 福祉施設の人材不足が否めない。市としても何らかのサポートが必要だと考え

る。【男性,50歳代】 

⚫ ボランティアの人を集める。ボランティアが動きやすいように大きく育てる。

【女性,60歳代】 

⚫ 市が中心になって人材確保に努めてもらいたいと思います。何十年も同じこと

の繰り返しでは、先が見えないと思います。【男性,70歳代】 

⚫ いずれにしても、支援者には行動パワー（精神的・肉体的）が必須条件となる

ため、「いかに支援者本人をその気にさせられるか」の支援策が必要と思われ

る。【男性,70歳代】 

⑫ 高齢者への支援について（8 件） 

⚫ 高齢者福祉の充実を望みます。福祉タクシー券や給食券などの支援があるとよ

いと思います。【女性,50歳代】 

⚫ これから高齢者が増えるため、若い人に助けてもらいたい。手助けをお願いし

たい。【女性,60歳代】 

⚫ 一人生活している高齢者をもっと訪問して体調など知ってほしい。【女性,60

歳代】 

⚫ 100歳時代なので、働きたい人に支援してほしいです。【女性,70歳代】 

⑬ 健康づくりについて（5 件） 

⚫ 健康寿命を延ばすために、より地域に入り込んだ事業を取り組んでほしい。例

えば、現在健康推進活動を月 1回行っているが、回数を増やして内容を充実さ

せてほしい。【女性,60歳代】 

⑭ 介護・医療について（5 件） 

⚫ 介護では住宅改修補助や器具のリースなどの充実。【男性,60歳代】 

⚫ 医療関係者等専門職の人々の協力を得られるような施策が大切ではないでし

ょうか。【男性,70歳代】 
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⑮ 道路について（3 件） 

⚫ 高齢者等が外出しやすいまちづくりのためには、歩いてみるとわかると思いま

すが、道路状況が非常に悪いので（段差等）すぐにでも改善してほしいです。

【男性,60歳代】 

⑯ 防犯・防災について（3 件） 

⚫ 災害時の避難場所や避難するタイミングが分かりません。避難場所の掲示だけ

でなく他の情報ももっと開示してほしいです。【女性,40歳代】 

⑰ 暮らしについて（3 件） 

⚫ 高齢者や障がい者の通勤やお買い物の支援をお願いします。【-,40歳代】 

⚫ スーパーがなくなり、毎日の買い物に不自由しています。【男性,70歳代】 

⑱ 相談の場について（3 件） 

⚫ 市民の一人ひとりの「悩みの声」を聞くことだと思います。【男性,20歳代】 

⚫ 市民への相談室の少なさ。土日も月に 1～2、もしくは夜の 19：00～21：00に

電話の相談室を開設。【男性,50歳代】 

⑲ 防災行政無線放送について（2 件） 

⚫ スピーカーによる公報が聞き取りにくい地域がある。【男性,70歳代】 

⑳ その他（8 件） 

⚫ 地域福祉の活動はかなり充実していると思います。提供される側は喜ばしいこ

とですが、個人のプライベートについて、従事される時は適切に人権を守るよ

うな方にお願いしたいと思います。【女性,70歳代】 
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調査票を掲載（本案では省略） 
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