
６　地域でのつながり・地域活動について

６-１　あいさつなどで近所の人に声をかける頻度

　◎　「よくある」が６割半ば、『日常的にあいさつをしていない人』が３割半ば

問 24 あなたは近所の人に対して あいさつなどで声をかけることはありますか （○は1つ）
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 問 24 あなたは近所の人に対して、あいさつなどで声をかけることはありますか。（○は1つ）

図表6-1　　あいさつなどで近所の人に声をかける頻度
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《全体》 ４項目を上位から並べると以下となる。(図表6-1)

・「よくある」(63.7％)

・「ときどきある」(27 9％)

1.2 

『日常的にあいさつをしていない人』

(35.0%)

　　　　

・「ときどきある」(27.9％)

・「あまりない」(5.8％)

・「まったくない 」(1.3％)
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・「ときどきある」は、男性(32.9％)で女性より8.4ポイント高い。

・『日常的にあいさつをしていない人』は、男性(42.9％)で女性より13.2ポイント高い。

《前回調査（平成21年度）との比較》 大きな差はみられない。(図表6-2)

《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-2)

・「よくある」は、女性(69.7％)で男性より14.0ポイント高い。
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図表6-2　　あいさつなどで近所の人に声をかける頻度（性別・地域別・家族構成別）
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《地域別》 地域別にみて、大きな差はみられない。(図表6-2)
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《家族構成別》　家族構成別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-3)

・「よくある」は、親と子と孫(3世代世帯)(77.3％)で高く、一人暮らし(50.8％)で低い。

・「ときどきある」は、親と子と孫(3世代世帯)(14.4％)で低い。

・『日常的にあいさつをしていない人』は、一人暮らし(47.6％)で高く、親と子と孫(3世代世帯)(22.6％)で

　　低い。
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図表6-3　　あいさつなどで近所の人に声をかける頻度（性別・地域別・家族構成別）
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《性×年齢別》 性別及び年齢別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-4)

・男女とも「よくある」で18歳～29歳で特に低く、70歳以上で特に高い。

・男女とも「ときどきある」と『あいさつを日常的にしていない人』で18歳～29歳で高く、70歳以上で低い。
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図表6-4　　あいさつなどで近所の人に声をかける頻度（性×年齢別）
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６-２　近所づきあいの程度

　◎　「顔を合わせたらあいさつをする」が４割半ばで特に高い

　問 25　　あなたと近所の人との付き合いは、次のうち、どれに最も近いですか。（○は１つ）

図表6-5 近所づきあいの程度
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図表6-5 近所づきあいの程度

全 体 n＝1,693

(%)

お
互
い
の
家
を

行
き
来
す
る

困
っ

た
と
き
に

相
談
す
る

そ
の
他

無
回
答

た
ま
に
立
ち
話

す
る

顔
を
合
わ
せ
た
ら

あ
い
さ
つ
を
す

顔
は
知
っ

て
い

ほ
と
ん
ど
付
き
合

な
い

誰
が
住
ん
で
い

知
ら
な
い

留
守
の
と
き
は

頼
み
合
う

冠
婚
葬
祭
時
な

助
け
合
う

6.7 
3.0 3.7 

1.4 

11.5 

5.1 
0.3 1.5 

0

10

20

・「顔を合わせたらあいさつする」(45.8％)

・「たまに立ち話をする」(21.0％)

《全体》 上位５項目は以下となる。(図表6-5)
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・「顔は知っているが、ほとんど付き合いがない 」(5.1％)

《前回調査（平成21年度）との比較》  大きな差はみられない。(図表6-6)《前回調査（平成21年度）との比較》  大きな差はみられない。(図表6 6)
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《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-7)

・「たまに立ち話をする」は、女性(27.2％)で男性より14.8ポイント高い。

・「顔を合わせたらあいさつをする」は、男性(51.4％)で女性より9.0ポイント高い。

《地域別》 地域別にみて、大きな差はみられない。(図表6-7)

《あいさつの頻度別》 あいさつの頻度別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-7)

・「顔は知っているが、ほとんど付き合いがない」は、男性(17.7％)で女性より10.8ポイント高い。
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《あ さ 頻度別》 あ 頻度別 み 、以下 うな傾向 あ 。(図表 )

・あいさつがまったくない人は、「誰が住んでいるか知らない」が特に高い。

・あいさつをすることがよくある人は、「お互いの家を行き来する」や「たまに立ち話をする」が高い。

・あいさつがあまりない人は、「顔は知っているが、ほとんど付き合いがない」が特に高い。

・あいさつの頻度が高いほど付き合いの程度が深く、あいさつの頻度が低いほど付き合いの程度が浅い

　傾向がある。

図表6-7　　近所づきあいの程度（性別・地域別・問22あいさつの頻度別）
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《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-8)

・近所づきあいの程度は女性の40歳以上で深く 男女の18歳～29歳以上で浅い傾向である

・「お互いの家を行き来する」は、女性60歳～69歳(14.4％)で高く、男女とも18歳～29歳で特に低い。

・「たまに立ち話をする」は、女性40歳以上で高い。

・「顔を合わせたらあいさつをする」は、女性18歳～29歳(59.3％)と、男性50歳以上で高い。

・「顔は知っているが、ほとんど付き合いがない」は、女性18歳～39歳と、男性18歳～59歳で高い。

・「誰が住んでいるか知らない」は、男女とも18歳～29歳で特に高い。
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図表6-8　　近所づきあいの程度（性×年齢別）
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9.8 

12.4 

46.9 

48.8 

51.4 

26.0 

23.2 

17.7 

6 1

11.5 

15.9 

5.9 

0.1 

1.0 

1.2 

2.3 

男
性
／
年
齢
別

6.9 9.7 
4.2 

1.4 

38.9 34.7 4.2 

1.3 

(96) 

40歳～49歳 (99) 

50歳～59歳 (112) 

60歳～69歳 (133) 

5 7

2.3 

1.8 

5.1 

4.2 

2.3 

0.9 

2.0 

2.1 

3.0 

0.9 

3.0 

2.1 

3.0 

1.8 

15.8 

11.6 

11.1 

6.3 

51.9 

54.5 

50.5 

46.9 

15.8 

24.1 

20.2 

26.0 

1 6

3.0 

3.6 

6.1 

11.5 

0.9 

3.0 

2.0 

1.0 

齢
別

70歳～79歳 (123) 

80歳以上 (54) 5.6 

5.7 

2.3 

9.3 

1.6 

2.3 

5.6 

8.1 

3.0 

1.9 

0.8 

3.0 

9.3 

18.7 

15.8 

55.6 

52.8 

51.9 

5.6 

7.3 

15.8 

1.9 

1.6 

3.0 

5.6 

3.3 

3.0 
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６-３　近所づきあいを始めたきっかけ

　◎　「日頃のあいさつ」が約７割半ばで極端に高い

　問 25-1 問25で「1～6」のいずれかに答えた方にうかがいます。
あなたが、近所の人との付き合いを始めたきっかけは何ですか。 （○は1つ）
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図表6-9　　近所づきあいを始めたきっかけ
75.4 

40

60

80

全 体 n＝1,383

(%)

n

3.5 4.8 
8.0 

- 0.2 0.1 1.2 0.4 
4.8 
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20

40

日
頃
の
あ

ご
み
捨
て

地
域
の
行

物

子
育
て

介
護

防
犯

防
災

趣
味
な
ど

冠
婚
葬
祭

そ
の
他

無
回
答

全 体 n＝1,383

《全体》 上位３項目は以下となる。(図表6-9)

・「日頃のあいさつ」(75 4％)

頃
の
あ
い
さ
つ

み
捨
て

域
の
行
事
・
催
し

物

育
て

護 犯 災 味
な
ど
余
暇
活
動

婚
葬
祭

の
他

回
答

　

《前回調査（平成21年度）との比較》 大きな差はみられない (図表6-10)

・「日頃のあいさつ」(75.4％)

・「子育て」(8.0％)

・「地域の行事・催し物」(4.8％)

図表6-10　　近所づきあいを始めたきっかけ(前回調査との比較)

《前回調査（平成21年度）との比較》  大きな差はみられない。(図表6-10)

75.4 73.5

40

60

80

(%)

3.5 4.8 8.0 
- 0.2 0.1 1.2 0.4 

4.8 1.5 2.7
6.9 8.5
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0.4
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40
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事
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介
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災
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ど
余

冠
婚
葬
祭

そ
の
他

無
回
答

今回調査 n＝1,383

前回調査 n＝1,398

の
あ
い
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つ

捨
て

の
行
事
・
催
し
物

て な
ど
余
暇
活
動

葬
祭

他 答
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・「ごみ捨て」は、星川・桜ケ丘・月見台(6.2％)で高い。

・「地域の行事・催し物」は、仏向・川島(7.7％)で高い。

《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-11)

・「日頃のあいさつ」は、男性(78.2％)で女性より4.4ポイント高い。

・「子育て」は、女性(10.8％)で男性より7.5ポイント高い。

《地域別》 地域別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-11)
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図表6-11　　近所づきあいを始めたきっかけ（性別・地域別）
( 　）内は件数

 
基
数
（

n

 
日
頃
の
あ

 
ご
み
捨
て

 
地
域
の
行

 
子
育
て

 
介
護

 
防
犯

 
防
災

 
趣
味
な
ど

 
冠
婚
葬
祭

 
そ
の
他

 
無
回
答

n
）

あ
い
さ
つ

て 行
事
・
催
し
物

ど
余
暇
活
動

祭

75.4 3.5 4.8 8.0  - 0.2 0.1 1.2 0.4 4.8 1.5 

(1,043) (48) (67) (111) (-) (3) (2) (16) (5) (67) (21) 

73.8 3.4 4.2 10.8 - 0.1 - 1.1 0.5 4.6 1.4 

1,383 

848

全　体

女性
73.8 3.4 4.2 10.8  0.1  1.1 0.5 4.6 1.4 

(626) (29) (36) (92) (-) (1) (-) (9) (4) (39) (12) 

78.2 3.7 5.8 3.3  - 0.4 0.4 1.4 0.2 5.2 1.5 

(405) (19) (30) (17) (-) (2) (2) (7) (1) (27) (8) 

75.8 2.6 4.8 8.2  - 0.4  - 0.4 0.4 5.6 1.9 

(204) (7) (13) (22) (-)  (1) (-) (1) (1) (15) (5) 

73.8 6.2 5.1 7.2  -  -  - 0.5  - 5.1 2.1 

(144) (12) (10) (14) (-) (-) (-) (1) (-) (10)  (4)

73 7 3 3 4 3 9 6 0 5 1 9 6 2 0 5

男性

性
別

518 

848 

269 

女性

今井 権太坂

天王町・峰岡・
常盤台

星川・桜ケ丘・
月見台

195 

73.7 3.3 4.3 9.6 - 0.5 - 1.9  - 6.2 0.5 

(154) (7) (9) (20) (-)  (1) (-) (4) (-) (13) (1) 

75.5 4.4 5.0 7.5  - 0.6 1.3 1.9  - 3.8  - 

(120) (7) (8) (12) (-) (1)  (2) (3) (-) (6) (-)

76.2 2.6 3.0 9.3  -  -  - 1.9 0.7 5.2 1.1 

(205) (7) (8) (25) (-) (-) (-) (5) (2) (14) (3) 

75.7 3.0 7.7 6.5  -  -  - 0.6 0.6 3.0 3.0 

(128) (5) (13) (11) (-) (-) (-) (1)  (1) (5) (5) 

地
域
別

今井・権太坂・
境木

狩場・瀬戸ケ谷・
岩井

169 

上新・西谷・
上星川

仏向・川島

209 

159 

269 

：全体より2.5ポイント以上高いもの

●上新・西
●上新・西谷・上星川地域

●天王

町 峰

●上新・西

●仏

●今

●狩

●星

桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・

●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

●今井・

権太坂・

境木地域

月見台地域

●上新 西谷 上星川地域

●今

●狩●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

権太坂・

境木地域
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図表6-12　　近所づきあいを始めたきっかけ（性×年齢別）

《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-12)

・「日頃のあいさつ」は、男性18歳～29歳(85.7％)と男性50歳～59歳(86.3％)で高く、女性30歳～49歳で

・「子育て」は、男女とも30歳～49歳で高い。

　　低い。
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表 あ （性 年齢 ）
( 　）内は件数

 
基
数
（

n
）

 
日
頃
の
あ
い
さ
つ

 
ご
み
捨
て

 
地
域
の
行
事
・
催
し

 
子
育
て

 
介
護
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災
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味
な
ど
余
暇
活
動

 
冠
婚
葬
祭

 
そ
の
他

 
無
回
答

し
物

動

75.4 3.5 4.8 8.0  - 0.2 0.1 1.2 0.4 4.8 1.5 

(1,043) (48) (67) (111) (-) (3) (2) (16) (5) (67) (21) 

73.8 3.4 4.2 10.8  - 0.1  - 1.1 0.5 4.6 1.4 

(626) (29) (36) (92) (-) (1) (-) (9) (4) (39) (12) 

77.9 1.3 1.3 5.2  -  -  -  -  - 14.3  - 

(60) (1) (1) (4) (-) (-) (-) (-) (-) (11) (-)

1,383 全　体

女性全体

18歳～29歳

848 

77 
(60) (1) (1) (4) (-) (-) (-) (-) (-) (11) (-)

65.0 1.7 4.2 22.5  - 0.8  -  -  - 4.2 1.7 

 (78) (2) (5) (27) (-)  (1) (-) (-) (-) (5) (2) 

66.7 3.3 1.3 20.9  -  -  - 0.7  - 4.6 2.6 

 (102) (5) (2) (32) (-) (-) (-) (1) (-) (7)  (4)

75.8 3.1 7.8 7.8  -  -  -  - 0.8 3.1 1.6 

(97)  (4) (10) (10) (-) (-) (-) (-)  (1) (4)  (2)

74.8 5.2 3.9 7.7  -  -  - 2.6 0.6 4.5 0.6 

(116) (8) (6) (12) ( ) ( ) ( ) (4) (1) (7) (1)

50歳～59歳

60歳～69歳

30歳～39歳

40歳～49歳

120 

153 

128 

155 

女
性

(116) (8) (6) (12) (-) (-) (-) (4)  (1) (7) (1)

80.0 4.8 6.2 3.4  -  -  - 1.4 0.7 2.1 1.4 

(116) (7) (9) (5) (-) (-) (-) (2)  (1) (3)  (2)

81.2 2.9 4.3 2.9  -  -  - 2.9 1.4 2.9 1.4 

(56) (2)  (3) (2) (-) (-) (-)  (2)  (1)  (2)  (1)

78.2 3.7 5.8 3.3  - 0.4 0.4 1.4 0.2 5.2 1.5 

(405) (19) (30) (17) (-) (2) (2) (7) (1) (27) (8) 

85.7  -  - 2.0  -  -  -  -  - 8.2 4.1 

80歳以上

70歳～79歳

男性全体

18歳～29歳 49

145 

性
／
年
齢
別

69 

518 

(42) (-) (-) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (4)  (2)

74.6 5.1 3.4 11.9  -  -  -  -  - 5.1  - 

 (44) (3) (2) (7) (-) (-) (-) (-) (-) (3) (-)

73.2 1.4 5.6 11.3  -  -  - 1.4 1.4 5.6  - 

(52) (1) (4) (8) (-) (-) (-) (1)  (1) (4) (-)

86.3 5.0 5.0 1.3  -  -  -  -  - 1.3 1.3 

(69) (4) (4) (1) (-) (-) (-) (-) (-) (1) (1) 

77.9 2.9 6.7  -  - 1.0 1.0 1.0  - 8.7 1.0 

50歳～59歳

60歳～69歳

18歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

49 

59 

男
性

71 

80 

104
 (81) (3) (7) (-) (-)  (1) (1) (1) (-) (9)  (1)

76.9 3.7 9.3  -  -  - 0.9 3.7  - 2.8 2.8 

(83) (4) (10) (-) (-) (-)  (1) (4) (-) (3)  (3)

72.3 8.5 6.4  -  - 2.1  - 2.1  - 6.4 2.1 

 (34) (4) (3) (-) (-) (1) (-) (1) (-)  (3)  (1)

：全体より3ポイント以上高いもの

60歳～69歳

70歳～79歳

80歳以上 47 

104 

108 
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６-４　地域に期待することや役割
　◎ 「災害時の援助・助け合い」が６割前半

 問 26　　全員の方へうかがいます。
　あなたが地域に期待することや役割はどれですか。（○は３つまで）
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図表6-13　地域に期待することや役割（複数回答）

災害時の援助・助け合い

声かけや安否の確認

61.3 

51.4 

45 6

0 10 20 30 40 50 60 70 (%)

ごみ出し、庭の手入れ、
外出時の付き添いなど日常的な手助け

趣味など余暇活動の仲間づくり

防犯に関する協力・気配り

話し相手・相談相手になること

51.4 

45.6 

13.2 

11.7 

11.4 

11 3

持っている知識や技術、
経験を生かせる場を作る

子育てに対する支援

冠婚葬祭時などの手伝い

家族の介護に対する支援

11.4 

11.3 

6.9 

6.9 

2.8 

2 7

全 体 n＝1,693

家族のような付き合い

その他

無回答

2.8 

2.7 

1.9 

3.5 

・「災害時の援助・助け合い」(61.3％)

・「声かけや安否の確認」(51.4％)

・「防犯に関する協力・気配り」(45.6％)

「話し相手 相談相手になること (13 2％)

《全体》 上位６項目は以下となる。(図表6-13)

　

・「話し相手・相談相手になること」(13.2％)

・「ごみ出し、庭の手入れ、外出時の付き添いなど日常的な手助け」(11.7％)

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」(11.4％)
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下がった

《前回調査（平成21年度）との比較》  差があるのは以下の箇所となる。(図表6-14)

・「災害時の援助・助け合い」は、13.2ポイント増加し、３番目(48.1％)から１番目(61.3％)に上がった。

・「防犯に関する協力・気配り」は、10.7ポイント減少し、１番目(56.3％)から３番目(45.6％)に下がった。

・「話し相手・相談相手になること」は、7.9ポイント減少している。

・「日常的な手助け」は、順位が７番目(11.8％)から５番目(11.7％)に上がった。

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は、2.9ポイント減少し、５番目(14.3％)から６番目(11.4％)に
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　　下がった。

・「冠婚葬祭時などの手伝い」は、5.6ポイント減少し、８番目(8.4％)から１０番目(2.8％)に下がった。

・「家族のような付き合い」は、2.7ポイント減少し、９番目(5.4％)から１１番目(2.7％)に下がった。

※「子育てに対する支援」と「家族の介護に対する支援」は、前回調査の「家族の介護・子育ての支援」が

　　２つの項目に分かれたため比較の出来ない。

※「持っている知識や技術、経験を生かせる場を作る」は、今回調査で新たに追加された項目のため、

　　比較出来ない。

図表6-14　地域に期待することや役割(前回調査との比較)

災害時の援助・助け合い
61.3 

51.4 

48.1

0 10 20 30 40 50 60 70(%)

ごみ出し、庭の手入れ、
外出時の付き添いなど日常的な手助け

声かけや安否の確認

防犯に関する協力・気配り

話し相手・相談相手になること

51.4 

45.6 

13.2 

11.7 

48.1

52.1

56.3

21.1

11.8

※子育てに対する支援

※持っている知識や技術、
経験を生かせる場を作る

※家族の介護に対する支援

趣味など余暇活動の仲間づくり

11.7 

11.4 

11.3 

6.9 

6.9 

11.8

14.3

冠婚葬祭時などの手伝い

家族のような付き合い

その他

無回答

6.9 

2.8 

2.7 

1.9 

3.5 

8.4

5.4

0.7

2.8

今回調査 n＝1,693

前回調査 n＝1,681

3.5 
2.8
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図表6-15　地域に期待することや役割（性別、上位6項目）

◇災害時の援助・助け合い ◇声かけや安否の確認 ◇防犯に関する協力・気配り

《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-15）

・「声かけや安否の確認」は、女性(54.8％)で男性より7.5ポイント高い。

(%)

上位6項目について

(%) (%)
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ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の
付き添いなど日常的な手助け

性
別

62.9 

60.6 

0 20 40 60 80 

46.6 

44.9 

0 20 40 60 80 

54.8 

47.3 

0 20 40 60 80 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 (%)

(%)

(%) (%)

(%) (%)

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

《地域別》 地域別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-16）

・「防犯に関する協力・気配り」は、狩場・瀬戸ケ谷・岩井(38.6％)で低い。

性
別
性
別

14.0 

11.9 

0 20 40 60 80 

10.4 

13.0 

0 20 40 60 80 

10.7 

13.0 

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

図表6-16　地域に期待することや役割（地域別、上位6項目）

◇災害時の援助・助け合い ◇声かけや安否の確認 ◇防犯に関する協力・気配り

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

防犯に関する協力 気配り」は、狩場 瀬戸ケ谷 岩井( ％)で低 。

地
域

61.6

66.0

0 20 40 60 80 

53.8 

53.1 

0 20 40 60 80 

49.5 

49.8 

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の
付き添いなど日常的な手助け

地
域
別

61.6

66.0

63.7

60.0

60.5

62.6

53.8 

53.1 

47.8 

48.8 

55.0 

50.0 

49.5 

49.8 

50.2 

38.6 

46.9 

42.7 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 (%) (%) (%)
ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

地
域
別

10.5

12.0

8.6

12.6

18.3

16.0

0 20 40 60 80 

9.9 

9.5 

13.9 
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《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-17)

・「災害時の援助・助け合い」は、男女とも70歳以上で特に低い。

・「声かけや安否の確認」は、男女とも70歳～79歳で高く、女性18歳～39歳と男性40歳～49歳(39.4％)で低い。

・「防犯に関する協力・気配り」は、男女とも70歳以上で低い。

・男女とも70歳以上で自ら援助や協力は難しく 地域から期待する傾向である

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は、男女とも18歳～29歳で低い。

・「話し相手・相談相手になること」は、男女とも70歳以上で高い。
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図表6-17　地域に期待することや役割（性×年齢別、上位6項目）

◇災害時の援助・助け合い ◇声かけや安否の確認 ◇防犯に関する協力・気配り
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46.6

0 20 40 60 80 

54.8

0 20 40 60 80 

女 62.9

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

46.6

49.1

45.0

52.6

56.3

49.1

33.8

33.3

0 20 40 60 80 

54.8

48.1

46.3

50.9

61.1

59.3

62.3

54.2

0 20 40 60 80 

女
性
/
年
齢
別

62.9

67.6

64.4

71.4

75.0

69.5

41.7

36.1

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

歳以 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

33.354.2

男
性
/
年
齢
別

36.1

60.6

73.2

65.6

65.7

73.2

60.2

47.3

50.0

47.9

39.4

42.9

47.4

44.9

48.8

51.0

48.5

46.4

45.960歳 69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり

女性全体 (967)

◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の付
き添いなど日常的な手助け

10.7

0 20 40 60 80 

10.4

0 20 40 60 80 

齢
別

(%) (%)

女
14.0

0 20 40 60 80 (%)

73.2

60.2

43.9

37.0

42.9

47.4

56.1

46.3

46.4

45.9

38.2

31.5

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

10.7

15.7

6.7

6.3

5.6

13.8

16.6

12.5

0 20 40 60 80 

10.4

5.6

6.7

11.4

6.9

12.0

17.9

9.7

0 20 40 60 80 (%) (%)

女
性
/
年
齢
別

14.0

7.4

11.4

7.4

12.5

14.4

25.8

22.2

0 20 40 60 80 (%)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

70歳 79歳 (123)

12.5 9.722.2

男
性
/
年
齢
別

11.9

7.3

10.4

12.1

2.7

11.3

18.7

13.0

9.8

13.5

7.1

11.6

11.3

18.7

13.0

6.1

8.3

11.1

10.7

17.3

18.770歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

別
11.3

18.7

25.9

11.3

18.7

22.2

17.3

18.7

16.7

-　148　-



《あいさつの頻度別》 あいさつの頻度別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-18)

・「災害時の援助・助け合い」は、あいさつの頻度が「まったくない」(54.5％)で期待度が低い。

・「声かけや安否の確認」は、あいさつの頻度が低いほど期待度も低くなる傾向がある。

・「防犯に関する協力・気配り」は、あいさつの頻度が「まったくない」(31.8％)で期待度が低い。

・「日常的な手助け」は、あいさつの頻度が「まったくない」(4.5％)で期待度が低い。
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図表6-18　地域に期待することや役割（問24あいさつの頻度別、上位6項目）

◇災害時の援助・助け合い ◇声かけや安否の確認 ◇防犯に関する協力・気配り
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図表6-19　地域に期待することや役割（問27地域に対してできそうなこと別、上位6項目）

◇災害時の援助・助け合い ◇声かけや安否の確認 ◇防犯に関する協力・気配り
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一致する傾向がある。(図表6-19)
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６-５　地域に対してできそうなこと
　◎ 「声かけや安否の確認」が６割半ば

 問 27　　あなたが地域に対してできそうなことはどれですか。（○は３つまで）
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災害時の援助・助け合い

図表6-20　地域に対してできそうなこと（複数回答）

声かけや安否の確認 66.3 

49.9 

36 7
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防犯に関する協力・気配り

話し相手・相談相手になること

ごみ出し、庭の手入れ、
外出時の付き添いなど日常的な手助け

趣味など余暇活動の仲間づくり

持 ている知識や技術

49.9 

36.7 

20.3 

13.5 

9.2 

6 0

子育てに対する支援

冠婚葬祭時などの手伝い

持っている知識や技術、
経験を生かせる場を作る

家族の介護に対する支援

9.2 

6.0 

5.3 

5.1 

2.7 

2 1

全 体 n＝1,693

その他

無回答

家族のような付き合い

2.7 

2.1 

1.7 

5.6 

・「災害時の援助・助け合い」(49.9％)

・「防犯に関する協力・気配り」(36.7％)

「話し相手 相談相手になること (20 3％)

《全体》 上位６項目は以下となる。(図表6-20)

・「声かけや安否の確認」(66.3％)

　

・「話し相手・相談相手になること」(20.3％)

・「ごみ出し、庭の手入れ、外出時の付き添いなど日常的な手助け」(13.5％)

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」(9.2％)
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・「防犯に関する協力・気配り」は、10.7ポイント減少し、２番目(47.4％)から３番目(36.7％)に下がった。

《前回調査（平成21年度）との比較》  差があるのは以下の箇所となる。(図表6-21)

・「災害時の援助・助け合い」は、8.3ポイント増加し、３番目(41.6％)から２番目(49.9％)に上がった。

・「話し相手・相談相手になること」は、5.9ポイント減少している。

・「日常的な手助け」は、4.5ポイント減少している。

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は、3.5ポイント減少し、７番目(12.7％)から６番目(9.2％)に

下がった
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・「冠婚葬祭時などの手伝い」は、8.1ポイント減少し、６番目(13.2％)から９番目(5.1％)に下がった。

・「家族のような付き合い」は、3.4ポイント減少し、９番目(5.5％)から１１番目(2.1％)に下がった。

※「子育てに対する支援」と「家族の介護に対する支援」は、前回調査の「家族の介護・子育ての支援」が

　　２つの項目に分かれたため比較の出来ない。

※「持っている知識や技術、経験を生かせる場を作る」は、今回調査で新たに追加された項目のため、

　　比較出来ない。

　　下がった。

声かけや安否の確認

図表6-21　地域に対してできそうなこと(前回調査との比較)
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《地域に期待することや役割と、地域に対してできそうなこととの比較》

　・「声かけや安否の確認」は、“できそうなこと”が14.9ポイント高い。

“できそうなこと”と、“期待することや役割”で、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-22)

　・「災害時の援助・助け合い」は、“期待することや役割”が14.4ポイント高い。

　・「防犯に関する協力・気配り」は、“期待することや役割”が8.9ポイント高い。

　・「話し相手・相談相手になること」は、“できそうなこと”が7.1ポイント高い。

・「子育てに対する支援」は “期待することや役割”が6 0ポイント高い
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　・「家族の介護に対する支援」は、“期待することや役割”が4.2ポイント高い。

図表6-22　地域に期待することや役割と、地域に対してできそうなこととの比較
（問26と問27の比較）

　

　・「子育てに対する支援」は、 期待することや役割 が6.0ポイント高い。
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図表6-23　地域に対してできそうなこと（性別、上位6項目）

・「話し相手・相談相手になること」は、女性(23.5％)で男性より7.9ポイント高い。

《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-23）

・「声かけや安否の確認」は、女性(70.4％)で男性より9.1ポイント高い。

上位6項目について

-　154　-

◇声かけや安否の確認 ◇災害時の援助・助け合い ◇防犯に関する協力・気配り

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の
付き添 など 常的な手助け
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《地域別》 地域別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-24)
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図表6-24　地域に対してできそうなこと（地域別、上位6項目）

◇声かけや安否の確認 ◇災害時の援助・助け合い ◇防犯に関する協力・気配り
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・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は、狩場・瀬戸ケ谷・岩井(15.3％)で高い。

・「災害時の援助・助け合い」は、星川・桜ケ丘・月見台(58.1％)で高い。
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39.6 

36.5 

41.6 

32.6 

36.7 

35.9 

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向 島 ( )

◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の
付き添いなど日常的な手助け

地
域
別

18.6

18.7

18.8

16.7

23.5

24.8

0 20 40 60 80 

12.9 

12.0 

14.3 

13.5 

15.1 

12.6 

0 20 40 60 80 

9.6 

5.4 

7.8 

15.3 

8.7 

8.7 

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

仏向・川島 (206)

23.5

24.8

15.1 

12.6 

8.7 

8.7 

●天王

町 峰

●上新・西

●仏

●今

●星

桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・
●今井・ 月見台地域

●上新・西谷・上星川地域

●天王

町 峰

●仏

●今

●狩

●星

桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・

●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

●今井・

権太坂・

境木地域

月見台地域
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・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は 男女とも60歳以上で高い

《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-25)

・「災害時の援助・助け合い」は、男女とも50歳～59歳がピークで、70歳以上が特に低い。

・「声かけや安否の確認」は、女性80歳以上(56.9％)で低い。

・「防犯に関する協力・気配り」は、男女とも80歳以上で特に低い。

・「話し相手・相談相手になること」は、男女とも18歳～29歳と70歳以上で高い。

・「日常的な手助け」は、女性18歳～29歳(24.1％)と男性70歳以上で高く、女性80歳以上(4.2％)で低い。

-　155　-

図表6-25　地域に対してできそうなこと（性×年齢別、上位6項目）

◇声かけや安否の確認 ◇災害時の援助・助け合い ◇防犯に関する協力・気配り

・「趣味など余暇活動の仲間づくり」は、男女とも60歳以上で高い。

　

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 (%) (%)(%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 ( )

37.0

38.9

44.3

38.9

41.0

39.5

29.8

15.3

0 20 40 60 80 

50.1

55.6

58.4

58.9

61.1

50.3

29.1

25.0

0 20 40 60 80 

女
性
/
年
齢
別

70.4

68.5

67.1

74.3

76.4

71.3

70.2

56.9

0 20 40 60 80 (%) (%)(%)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

29.8

15.3

29.1

25.0

男
性
/
年
齢
別

70.2

56.9

61.3

64.6

62.5

59.6

57.1

62.4

51.0

53.7

57.3

57.6

61.6

53.4

37.1

30.5

46.9

34.3

40.2

42.960歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり

女性全体 (967)

◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の付
き添いなど日常的な手助け

13.8

0 20 40 60 80 

7.9

0 20 40 60 80 

齢
別

女
23.5

0 20 40 60 80 (%)

57.1

62.4

61.0

64.8

61.6

53.4

40.7

20.4

40.2

42.9

31.7

27.8

(%) (%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

13.8

24.1

9.4

11.4

13.9

15.6

15.9

4.2

0 20 40 60 80 

7.9

2.8

7.4

6.3

2.8

8.4

15.2

13.9

0 20 40 60 80 

女
性
/
年
齢
別

23.5

28.7

19.5

23.4

18.1

17.4

31.8

31.9

0 20 40 60 80 (%) (%) (%)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

4.2 13.931.9

男
性
/
年
齢
別

15.6

24.4

15.6

9.1

5.4

12.8

20.3

13.0

11.0

15.6

8.1

8.9

9.8

19.5

10.7

4.9

5.2

7.1

7.1

18.0

16.370歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

別
12.8

20.3

31.5

9.8

19.5

22.2

18.0

16.3

13.0
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図表6-26　地域に対してできそうなこと（問24あいさつの頻度別、上位6項目）

《あいさつの頻度別》 あいさつの頻度別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-26)

・「災害時の援助・助け合い」は、あいさつの頻度が高いほど、できそうだと答える傾向がある。

・「声かけや安否の確認」は、あいさつの頻度が高いほど、できそうだと答える傾向がある。

・「日常的な手助け」は、あいさつの頻度が高いほど、できそうだと答える傾向がある。
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表 そう （問 頻 、 位 目）

◇声かけや安否の確認 ◇災害時の援助・助け合い ◇防犯に関する協力・気配り

ｎ

よくある (1,079) 

ときどきある (473) 

あまりない (99) 

ま たくない (22)

73.5 

60.5 

36.4 

18.2 

0 20 40 60 80 

50.2 

53.5 

43.4 

22.7 

0 20 40 60 80 

38.5 

36.6 

25.3 

31.8 

0 20 40 60 80 (%) (%)(%)問

あ
い
さ
つ
の

24

まったくない (22) 

◇話し相手・相談相手になること ◇趣味など余暇活動の仲間づくり

ｎ

◇ごみ出し、庭の手入れ、外出時の
付き添いなど日常的な手助け

36.4 

18.2 

43.4 

22.7 

25.3 

31.8 

0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 (%) (%)(%)

さ
つ
の
頻
度
別

問

24
ｎ

よくある (1,079) 

ときどきある (473) 

あまりない (99) 

まったくない (22) 

24.1

14.6

9.1

22.7

0 20 40 60 80 

14.7 

12.1 

11.1 

4.5 

0 20 40 60 80 

9.7 

7.4 

12.1 

13.6 

0 20 40 60 80 (%) (%)(%)問

あ
い
さ
つ
の
頻
度
別

24
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６-６　地域団体・委員の認知度

　◎　「自治会・町内会」が９割前半とほとんどの方が認知している。

　　　 次いで「民生委員・児童委員」が５割前半、「消防団員」が４割前半と認知度が高い

 問 28　　　あなたが、地域の団体・委員のうちで知っているものは、次のうちどれですか。（○はいくつでも）
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図表6-27 地域団体・委員の認知度（複数回答）

自治会・町内会

民生委員・児童委員

92.9 

52.0 

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

消防団員

青少年指導員

地区社会福祉協議会

スポーツ推進委員（体育指導委員）

家庭防災員

52.0 

41.6 

27.8 

26.9 

24.6 

22.2 家庭防災員

区民会議

母子訪問指導員

防犯指導員

子育て支援者

22.2 

11.2 

11.2 

10.9 

9.0 

消費生活推進員

保健活動推進員

環境事業推進委員

こんにちは赤ちゃん訪問員

明るい選挙推進協議会推進委員・推進員

9.0 

9.0 

8.8 

8.6 

8.5 

8.0 こんにちは赤ちゃん訪問員

あんしん訪問員

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）

主任児童委員

友愛活動員

8.0 

7.2 

6.7 

5.4 

3.4 

全 体 n＝1,693

無回答

《全体》 上位６項目は以下となる。(図表6-27)
・「自治会・町内会」(92.9％)
・「民生委員・児童委員」(52.0％)
・「消防団員」(41 6％)

3.4 

5.1 

・「地区社会福祉協議会」(26.9％)
・「スポーツ推進委員（体育指導委員）」(24.6％)

　

・「消防団員」(41.6％)
・「青少年指導員」(27.8％)
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《性別》 性別にみて、女性の方が認知度が高い。差があるのは以下の箇所となる。(図表6-28）

・「民生委員・児童委員」は、女性(60.0％)で男性より18.7ポイント高い。

・「地区社会福祉協議会」は、女性(30.4％)で男性より8.4ポイント高い。

・「消防団員」は、女性(45.1％)で男性より7.7ポイント高い。

・「青少年指導員」は、女性(33.3％)で男性より12.6ポイント高い。

「スポ ツ推進委員（体育指導委員）」は 女性(28 1％)で男性より8 1ポイント高い

上位6項目について
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図表6-28　地域団体・委員の認知度（性別、上位6項目）

◇自治会・町内会 ◇民生委員・児童委員 ◇消防団員

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

・「スポーツ推進委員（体育指導委員）」は、女性(28.1％)で男性より8.1ポイント高い。

性
別

94.6 

91.6 

0 20 40 60 80 100 

45.1 

37.4 

0 20 40 60 80 100 

60.0 

41.3 

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

男性 ( )

◇青少年指導員 ◇地区社会福祉協議会

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇スポーツ推進委員
（体育指導委員）

性
別

別
91.6 37.4 41.3 

性
別

33.3 

20.7 

0 20 40 60 80 100 

28.1 

20.0 

0 20 40 60 80 100 

30.4 

22.0 

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

図表6-29　地域団体・委員の認知度（地域別、上位6項目）

◇自治会・町内会 ◇民生委員・児童委員 ◇消防団員

ｎ

《地域別》 地域別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-29)

・「消防団員」は、天王町・峰岡・常盤台(47.1％)で高く、狩場・瀬戸ケ谷・岩井(34.9％)で低い。

20.7 20.0 22.0 

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)
ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

青 指 福 協議 ◇スポ ツ推進委員

地
域
別

92.8

92.1

95.9

90.2

93.6

94.7

0 20 40 60 80 100 

53.5 

50.2 

55.9 

51.6 

52.4 

50.5 

0 20 40 60 80 100 

47.1 

41.5 

39.2 

34.9 

46.6 

39.8 

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

◇青少年指導員 ◇地区社会福祉協議会

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

◇スポーツ推進委員
（体育指導委員）

地
域
別

28.5

27.4

27.8

26.0

28.0

0 20 40 60 80 100 

24.6 

28.2 

27.8 

23.7 

27.7 

0 20 40 60 80 100 

21.9 

26.1 

20.0 

22.8 

28.9 

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

上新 西谷 上星川 (311)

仏向・川島 (206)

別
26.0

28.0

30.6

23.7 

27.7 

30.1 

22.8 

28.9 

28.6 

●天王

町 峰

●上新・西

●仏

●今

●星

桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・
●今井・ 月見台地域

●上新・西谷・上星川地域

●天王

町 峰

●仏

●今

●狩

●星

桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・

●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

●今井・

権太坂・

境木地域

月見台地域
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《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-30)

・「民生委員・児童委員」は、女性50歳～69歳と男性70歳以上で高く、男女とも18歳～29歳で特に低い。

・「消防団員」は、女性80歳以上(25.0％)で特に低い。

・「青少年指導員」は、女性50歳～59歳(56.3％)で特に高く、女性18歳～29歳(13.9％)と

・「地区社会福祉協議会」は、男女とも18歳～29歳で低く、50歳以上で高い傾向がある。

・「スポーツ推進委員（体育指導委員）」は 女性50歳～69歳で特に高く 女性18歳～39歳と女性80歳以上

　　女性80歳以上(12.5％)で低い。
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図表6-30　地域団体・委員の認知度（性×年齢別、上位6項目）

◇自治会・町内会 ◇民生委員・児童委員 ◇消防団員

　　で低い。

・「スポーツ推進委員（体育指導委員）」は、女性50歳～69歳で特に高く、女性18歳～39歳と女性80歳以上

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 ( )

45.1

49.1

43.6

54.9

50.7

42.5

39.1

25.0

0 20 40 60 80 100 

女
性
/
年
齢
別

94.6

88.9

91.9

96.6

95.8

97.6

95.4

93.1

0 20 40 60 80 100 

60.0

27.8

38.9

64.0

76.4

71.9

66.2

68.1

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

39.1

25.0

男
性
/
年
齢
別

95.4

93.1

66.2

68.1

91.6

87.8

91.7

88.9

92.9

90.2

41.3

23.2

35.4

32.3

45.5

39.8

37.4

39.0

39.6

43.4

34.8

32.360歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇青少年指導員 ◇地区社会福祉協議会

女性全体 (967)

◇スポーツ推進委員
（体育指導委員）

28.1

0 20 40 60 80 100 

齢
別

女
33.3

0 20 40 60 80 100 

30.4

0 20 40 60 80 100 (%)

92.9

90.2

95.1

96.3

45.5

39.8

54.5

61.1

34.8

32.3

39.8

33.3

(%) (%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

28.1

10.2

10.7

35.4

50.0

33.5

29.8

13.9

0 20 40 60 80 100 

女
性
/
年
齢
別

33.3

13.9

16.1

38.9

56.3

41.9

36.4

12.5

0 20 40 60 80 100 

30.4

9.3

14.8

25.7

43.8

41.3

43.0

26.4

0 20 40 60 80 100 (%) (%) (%)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

13.912.5 26.4

男
性
/
年
齢
別

20.7

13.4

16.7

14.1

24.1

18.8

30.9

22.0

11.0

15.6

11.1

25.0

24.8

32.5

20.0

12.2

17.7

12.1

28.6

19.5

26.070歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

別
18.8

30.9

25.9

24.8

32.5

33.3

19.5

26.0

20.4
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６-７　参加したことがある地域活動

　◎　「お祭りなどの行事や催し物」、「自治会・町内会活動」がそれぞれ５割半ば

 問 29　　地域で行われている活動のうち、あなたが参加したことがある活動はどれですか。（○はいくつでも）

図表6-31　参加したことがある地域活動(複数回答)

お祭りなどの行事や催し物

自治会・町内会活動

こども会・ＰＴＡ・学校関係団体活動

趣味・生涯学習に関わる活動

ボランティア・市民活動・ＮＰＯ団体活動

行政関連団体（民生委員、青少年指導員など）活動

その他

参加したことがない

無回答

53.5 

53.4 

27.3 

7.6 

6.7 

3.5 

1.0 

24.7 

2.0 

0 10 20 30 40 50 60

全 体 n＝1,693

(%)
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・「こども会・PTA・学校関係団体活動」(27.3％)

・「趣味・生涯学習に関わる活動」(7.6％)

・「ボランティア・市民活動・NPO団体活動」(6.7％)

また、「参加したことがない」は、24.7％である。

《全体》 上位５項目は以下となる。(図表6-31)

・「お祭りなどの行事や催し物」(53.5％)

・「自治会・町内会活動」(53.4％)
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図表6-32　参加したことがある地域活動(前回調査との比較)

お祭りなどの行事や催し物

自治会・町内会活動

こども会・ＰＴＡ・学校関係団体活動

趣味・生涯学習に関わる活動

ボランティア・市民活動・ＮＰＯ団体活動

行政関連団体（民生委員、青少年指導員など）活動

その他

参加したことがない

無回答

《前回調査（平成21年度）との比較》  大きな差はみられない。(図表6-32)

53.5 

53.4 

27.3 

7.6 

6.7 

3.5 

1.0 

24.7 

2.0 

50.7

50.4

25.2

8.7

7.3

2.7

1.0

27.9

1.4

0 10 20 30 40 50 60

今回調査 n＝1,693

前回調査 n＝1,681

(%)
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図表6-33　参加したことがある地域活動（性別、上位5項目、「参加したことがない」）

◇お祭りなどの行事や催し物 ◇自治会・町内会活動

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇趣味・生涯学習に関わる活動 ◇参加したことがない

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

図表6-34　参加したことがある地域活動（地域別、上位5項目、「参加したことがない」）

・「お祭りなどの行事や催し物」は、狩場・瀬戸ケ谷・岩井(45.6％)で低い。
・「参加したことがない」は、狩場・瀬戸ケ谷・岩井(32.6％)で高い。

◇こども会・ＰＴＡ・
　学校関係団体活動

◇ボランティア・市民活動・
　ＮＰＯ団体活動

箇所となる。(図表6-35)

《性別》 上位５項目と「参加したことがない」を性別にみると、いずれの項目も女性の方が高く、

《地域別》 上位５項目と「参加したことがない」を地域別にみると、差があるのは以下の

差があるのは以下の箇所となる。(図表6-33)

・「お祭りなどの行事や催し物」は、女性(61.2％)で男性より17.9ポイント高い。

・「自治会・町内会活動」は、女性(59.7％)で男性より14.4ポイント高い。

・「こども会・ＰＴＡ・学校関係団体活動」は、女性(36.1％)で男性より20.7ポイント高い。

・「参加したことがない」は、男性(33.7％)で女性より15.3ポイント高い。

性
別

性
別

61.2 

43.3 

0 20 40 60 

36.1 

15.4 

0 20 40 60 

59.7 

45.3 

0 20 40 60 

性
別

9.0 

5.6 

0 20 40 60 

18.4 

33.7 

0 20 40 60 

8.0 

4.7 

0 20 40 60 (%)

(%)

上位5項目と「参加したことがない」について

(%) (%)

(%) (%)
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◇お祭りなどの行事や催し物 ◇自治会・町内会活動

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

◇趣味・生涯学習に関わる活動 ◇参加したことがない

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

◇こども会・ＰＴＡ・
　学校関係団体活動

◇ボランティア・市民活動・
　ＮＰＯ団体活動

地
域
別

58.0 

50.2 

58.8 

45.6 

52.1 

56.8 

0 20 40 60 

48.6 

49.8 

56.3 

47.4 

59.2 

57.3 

0 20 40 60 

30.9 

24.9 

28.6 

20.9 

33.1 

24.8 

0 20 40 60 

地
域
別

7.5

6.6

7.8

8.4

8.4

6.8

0 20 40 60 

6.9 

8.7 

6.5 

5.1 

6.8 

6.3 

0 20 40 60 

27.3 

29.5 

18.0 

32.6 

21.9 

24.3 

0 20 40 60 

(%)

(%)

●天王

町 峰

●上新・西

●仏

●今

●狩

●星
桜

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・

●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

●今井・

権太坂・

境木地域

月見台地域

●上新・西谷・上星川地域

(%) (%)

(%) (%)
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図表6-35　参加したことがある地域活動（性×年齢別、上位5項目、「参加したことがない」）

◇お祭りなどの行事や催し物 ◇自治会・町内会活動

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

・「趣味・生涯学習に関わる活動」は、女性50歳～79歳と男性70歳以上で高く、それ以外は低い。

傾向がある。(図表6-35)

　　男性30歳～39歳(36.5％)で低い。

　　高くなる傾向がある。

・「ボランティア・市民活動・ＮＰＯ団体活動」は、女性60歳～79歳で高い。

◇こども会・ＰＴＡ・
　学校関係団体活動

・「参加したことがない」は、女性18歳～29歳(31.5％)と男性30歳～39歳(52.1％)で高く、
　　女性50歳～59歳(9.0％)と男性70歳～79歳(20.3％)で低い。

《性×年齢別》 上位５項目と「参加したことがない」を性別及び年齢別にみると、以下のような

・「お祭りなどの行事や催し物」は、男性80歳以上(50.0％)で高く、女性80歳以上(45.8％)と

・「自治会・町内会活動」は、男女とも18歳～29歳で特に低く、70歳～79歳がピークで年齢が上がるにつれ

・「こども会・ＰＴＡ・学校関係団体活動」は、女性は40歳～59歳で高く、18歳～39歳と60歳以上で低い。
　　男性は18歳～29歳(28.0％)で高く、70歳～79歳(8.9％)で低い。
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30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇趣味・生涯学習に関わる活動 ◇参加したことがない

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇ボランティア・市民活動・
　ＮＰＯ団体活動

8.0

5.6

3.4

4.6

8.3

12.6

13.9

5.6

0 20 40 60 80 

18.4
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男
性
/
年
齢
別

女
性
/
年
齢
別

9.0
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2.0

7.4
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46.3

36.5

46.5

43.8

39.1

45.5

50.0

17.1

24.0

42.4

47.3
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64.2

61.1

28.0
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20.2
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11.3

8.9

13.0

男
性
/
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齢
別

5.6

2.4 

1.0

3.0

0.9

2.3

16.3

16.7

4.7
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2.1

2.0

4.5

6.0

8.1

7.4 

33.7

37.8

52.1

36.4

31.3

33.1

20.3

27.8

(%) (%)
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図表6-36　参加したことがある地域活動（問24あいさつの頻度別、上位5項目、「参加したことがない」）

《あいさつの頻度別》 上位５項目と「参加したことがない」をあいさつの頻度別にみると、あいさつの頻度が

高いほど、地域活動の参加が高くなる傾向がある。(図表6-36)
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◇お祭りなどの行事や催し物 ◇自治会・町内会活動

ｎ

よくある (1,079) 

ときどきある (473) 

あまりない (99) 

まったくない (22) 

◇こども会・ＰＴＡ・
　学校関係団体活動

60.0 

45.7 

38.4 

13.6 

0 20 40 60 80 

64.4 

37.6 

26.3 

13.6 

0 20 40 60 80 

31.4 

22.4 

13.1 

13.6 

0 20 40 60 80 (%)

問

あ
い
さ
つ
の
頻
度
別

24
(%) (%)

◇趣味・生涯学習に関わる活動 ◇参加したことがない

ｎ

よくある (1,079) 

ときどきある (473) 

◇ボランティア・市民活動・
　ＮＰＯ団体活動

13.6 13.6 13.6 

9.9

3.2

6.1

0 20 40 60 80 
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2.0 

0 20 40 60 80 

17.4 

36.2 

40.4 
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頻
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別

問

あ
い
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つ
の
頻

24
(%) (%)

あまりない (99) 

まったくない (22) 

3.2

6.1

-

3.4 

2.0 

-

36.2 

40.4 

77.3 

さ
つ
の
頻
度
別

-　164　-



６-８　地域活動に参加したことがない理由

　◎　「時間がとれない」が３割後半、「活動の内容がわからない、情報がない」が３割半ばと高く、

　　 　「特に理由はない」が２割後半

 問 29-1　　問29で、「8.参加したことがない」と答えた方にうかがいます。
活動に参加したことがない理由は何ですか （○は3つまで）
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活動に参加したことがない理由は何ですか。（○は3つまで）

図表6-37　地域活動に参加したことがない理由(複数回答)

時間がとれない 37.2 

0 10 20 30 40 50(%)

活動の内容がわからない、情報がない

知らない人ばかりの中に入っていくことが不安

参加する必要性を感じない

身近に参加したい活動がない

37.2 

36.0 

19.3 

12.6 

10.3 

グループ行動やご近所付き合いを好まない、苦手である

地域以外のところで活動している

その他

特にない

10.3 

9.5 

4.5 

7.6 

27.4 

全 体 n＝419

無回答

《全体》 上位５項目は以下となる。(図表6-37)

・「時間がとれない」(37.2％)

27.4 

0.5 

・「知らない人ばかりの中に入っていくことが不安」(19.3％)

・「参加する必要性を感じない」(12.6％)

・「身近に参加したい活動がない」(10.3％)

また、「特に理由はない」は、27.4％である。

　

時間がとれない」(37.2％)

・「活動の内容がわからない、情報がない」(36.0％)
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《前回調査（平成21年度）との比較》  差があるのは以下の箇所となる。(図表6-38)

・「時間がとれない」は、2.9ポイント減少したが、２番目(40.1％)から１番目(37.2％)に上がった。

・「活動の内容がわからない、情報がない」は、8.3ポイント減少し、１番目(44.3％)から２番目(36.0％)

・「参加する必要性を感じない」は、６番目(11.5％)から４番目(12.6％)に上がった。

・「グループ行動やご近所付き合いを好まない、苦手である」は、3.5ポイント減少し、４番目(13.6％)から

６番目(9 5％)に下がった

　　に下がった。
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図表6-38　地域活動に参加したことがない理由(前回調査との比較)

　　６番目(9.5％)に下がった。

・「特に理由はない」は、18.0ポイント増加した。

0 10 20 30 40 50 (%)

時間がとれない

活動の内容がわからない、情報がない

知らない人ばかりの中に入っていくことが不安

参加する必要性を感じない

37.2 

36.0 

19.3 

12.6 

40.1

44.3

19.6

11 5

0 10 20 30 40 50 (%)

参加する必要性を感じない

身近に参加したい活動がない

グループ行動やご近所付き合いを好まない、苦手である

地域以外のところで活動している

その他

12.6 

10.3 

9.5 

4.5 

7.6 

19.6

11.5

13.0

13.6

6.2

7 0

今回調査 n＝419

前回調査 n＝469
その他

特に理由はない

無回答

7.6 

27.4 

0.5 

6.2

7.0

9.4

0.4

今回調査 n＝419

前回調査 n＝469
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図表6-39　地域活動に参加したことがない理由(性別、上位5項目、「特に理由はない」）

◇知らない人ばかりの中に◇時間がとれない ◇活動の内容がわからない、

・「特に理由はない」は、男性(31.8％)で女性より10.5ポイント高い。

《性別》 上位５項目と「特に理由はない」を性別にみると、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-39）

・「身近に参加したい活動がない」は、男性(12.7％)で女性より5.4ポイント高い。

上位5項目と「特に理由はない」について
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ｎ

女性 (178)

男性 (236)

◇参加する必要性を感じない ◇身近に参加したい活動がない ◇特に理由はない

◇知らない人ばかりの中に
入っていくのが不安

◇時間がとれない ◇活動の内容がわからない、
情報がない

0 20 40 60 0 20 40 60 0 20 40 60 

性
別

37.1 

37.3 

0 20 40 60 

21.9 

17.4 

0 20 40 60 

38.8 

34.3 

0 20 40 60 

(%)

(%)

(%)(%)

(%)(%)

ｎ

女性 (178)

男性 (236)

《地域別》 上位５項目と「特に理由はない」を地域別にみると、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-40)

・「時間がとれない」は、星川・桜ケ丘・月見台(50.7％)で高く、上新・西谷・上星川(26.5％)で低い。

・「活動の内容がわからない、情報がない」は、天王町・峰岡・常盤台(27.5％)で低い。

12.9 

12.3 

0 20 40 60 

7.3 

12.7 

0 20 40 60 

21.3 

31.8 

0 20 40 60 

性
別

(%)(%)(%)

図表6-40　地域活動に参加したことがない理由(地域別、上位5項目、「特に理由はない」）

◇時間がとれない ◇活動の内容がわからない、
情報がない

◇知らない人ばかりの中に
入っていくのが不安

　

・「身近に参加したい活動がない」は、天王町・峰岡・常盤台(17.6％)で高く、仏向・川島(4.0％)で低い。

「活動の内容がわからない、情報がない」は、天王町 峰岡 常盤台(27.5％)で低い。

・「参加する必要性を感じない」は、仏向・川島(20.0％)で高い。

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (91)

星川・桜ケ丘・月見台 (71)

今井・権太坂・境木 (44)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (70)

上新・西谷・上星川 (68)

仏向・川島 (50)

地
域
別

38.5 

50.7 

36.4 

42.9 

26.5 

32.0 

0 20 40 60 

27.5 

39.4 

36.4 

37.1 

41.2 

34.0 

0 20 40 60 

19.8 

15.5 

25.0 

15.7 

23.5 

20.0 

0 20 40 60 (%)(%)(%)

◇参加する必要性を感じない ◇身近に参加したい活動がない ◇特に理由はない

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (91)

星川・桜ケ丘・月見台 (71)

今井・権太坂・境木 (44)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (70)

新

地
域
別

26.4 

28.2 

27.3 

25.7 

29.4 

0 20 40 60 

32.0 34.0 20.0 

12.1 

11.3 

11.4 

11.4 

11.8 

0 20 40 60 

17.6 

11.3 

4.5 

11.4 

5.9 

0 20 40 60 (%)(%)(%)

上新・西谷・上星川 (68)

仏向・川島 (50)

別
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29.4 

24.0 
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20.0 
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岩井地域
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月見台地域
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《年齢別》 上位５項目と「特に理由はない」を年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-41)

・「時間がとれない」は、30歳～59歳で高く、80歳以上(6.9％)で特に低い。

・「活動の内容がわからない、情報がない」は、30歳～39歳(46.7％)で高く、80歳以上(17.2％)で特に低い。

・「知らない人ばかりの中に入っていくのが不安」は、30歳～39歳(25.6％)で高く、80歳以上(6.9％)で低い。

・「参加する必要性を感じない」は、80歳以上(6.9％)で低い。

・「身近に参加したい活動がない」は、60歳～69歳(19.7％)で高く、18歳～29歳(1.5％)で低い。

・「特に理由はない」は 80歳以上(48 3％)で特に高く 30歳～39歳(10 0％)で特に低い
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図表6-41　地域活動に参加したことがない理由(年齢別、上位5項目、「特に理由はない」）

・「特に理由はない」は、80歳以上(48.3％)で特に高く、30歳～39歳(10.0％)で特に低い。

　

◇知らない人ばかりの中に
入っていくのが不安

◇時間がとれない ◇活動の内容がわからない、
情報がない

n

全体 (419)

18歳～29歳 (65)

30歳～39歳 (90)

40歳～49歳 (73)

50歳～59歳 (48)

60歳～69歳 (66)

19.3

20.0

25.6

19.2

16.7

18.2

17.8

0 20 40 60 

36.0

40.0

46.7

39.7

27.1

36.4

24.4

0 20 40 60 

年
齢
別

37.2

33.8

46.7

46.6

47.9

33.3

24.4

0 20 40 60 (%)(%)(%)

( )

70歳～79歳 (45)

80歳以上 (29)

◇参加する必要性を感じない ◇身近に参加したい活動がない ◇特に理由はない

n

全体 (419) 27.4

0 20 40 60 

10.3

0 20 40 60 

18.2

17.8

6.9

36.4

24.4

17.2

33.3

24.4

6.9

年
12.6

0 20 40 60 (%) (%) (%)

全体 (419)

18歳～29歳 (65)

30歳～39歳 (90)

40歳～49歳 (73)

50歳～59歳 (48)

60歳～69歳 (66)

70歳～79歳 (45)

80歳以上 (29)

27.4

23.1

10.0

24.7

37.5

37.9

31.1

48.3

0 20 40 60 

10.3

1.5

5.6

11.0

10.4

19.7

15.6

13.8

0 20 40 60 

年
齢
別

12.6

10.8

15.6

11.0

14.6

12.1

13.3

6.9

0 20 40 60 (%) (%) (%)

※対象者の基数が少ないため、分析を「性×年齢別」ではなく「年齢別」で行っている。

48.313.86.9
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６-９　今後参加したい地域活動

　◎　「地域に貢献できる活動」と「特にない」が２割後半

 問 30 全員の方へうかがいます。
地域で行われる活動のうち、あなたが今後、参加したい活動はどれですか。
（すでに参加しているもので、今後も続けたいものも含みます。）　　（○はいくつでも）
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図表6-42　今後参加したい地域活動(複数回答)

地域に貢献できる活動

趣味に関わる活動

27.2 

25.9 

0 10 20 30 40 (%)

すでに自分が持っている技術（職業上身につけた
スキルなど）を生かすことができる活動

趣味に関わる活動

地域の人と知り合うことができる活動

人の役に立っていることが実感できる活動

小額であっても金銭的な利益を得ることができる活動

25.9 

25.0 

21.1 

15.8 

9.0 
全 体 n＝1,693

特にない

無回答

小額であっても金銭的な利益を得ることができる活動

その他

9.0 

1.0 

28.8 

5.4 

全 体 n＝1,693

《全体》 上位５項目は以下となる。(図表6-42)

・「趣味に関わる活動」(25.9％)

・「地域に貢献できる活動」(27.2％)

　

・「地域の人と知り合うことができる活動」(25.0％)

・「人の役に立っていることが実感できる活動」(21.1％)

・「すでに自分が持っている技術（職業上身につけたスキルなど）を生かすことができる活動 」(15.8％)

また、「特にない」は、28.8％である。
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《前回調査（平成21年度）との比較》  差があるのは以下の箇所となる。(図表6-43)

・「地域に貢献できる活動」は、２番目(28.6％)から１番目(27.2％)に上がった。

・「趣味に関わる活動」は、３番目(27.9％)から２番目(25.9％)に上がった。

・「地域の人と知り合うことができる活動」は、5.3ポイント減少し、１番目(30.3％)から３番目(25.0％)

・「人の役に立っていることが実感できる活動」は、4.6ポイント減少した。

・「特にない」は 7 0ポイント増加した

　　に下がった。
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図表6-43　今後参加したい地域活動(前回調査との比較)

地域に貢献できる活動

・「特にない」は、7.0ポイント増加した。

27.2 
28.6

0 10 20 30 40 (%)

地域に貢献できる活動

趣味に関わる活動

地域の人と知り合うことができる活動

人の役に立っていることが実感できる活動

すでに自分が持っている技術（職業上身につけた
スキルなど）を生かすことができる活動

27.2 

25.9 

25.0 

21.1 

15.8 

28.6

27.9

30.3

25.7

17.4

無回答

特にない

小額であっても金銭的な利益を得ることができる活動

その他

スキルなど）を生かすことができる活動
15.8 

9.0 

1.0 

28.8 

5.4 

17.4

8.7

1.1

21.8

4.2

今回調査 n＝1,693
前回調査 n＝1,681

無回答
5.4 

4.2
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図表6-44　今後参加したい地域活動（性別、上位5項目、「特にない」）

《性別》 上位５項目と「特にない」を性別にみると、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-44）

・「地域に貢献できる活動」は、男性(30.9％)で女性より6.2ポイント高い。

・「地域の人と知り合いになれる活動」は、女性(27.0％)でより男性4.6ポイント高い。

・「持っている技術を生かすことができる活動」は、男性(18.9％)で女性より5.5ポイント高い。

上位5項目と「特にない」について
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図表6 44　今後参加したい地域活動（性別、上位5項目、 特にない」）

◇地域に貢献できる活動 ◇趣味に関わる活動

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇特にない◇人の役に立っていることが ◇すでに自分が持っている技術

◇地域の人と知り合いに
なれる活動

性
別

24.7 

30.9 

0 10 20 30 40 

27.0 

22.4 

0 10 20 30 40 

26.7 

25.1 

0 10 20 30 40 (%) (%) (%)

◇特 な

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

◇人 役 る
実感できる活動

◇す 自分 持 る技術
（職業上身につけたスキルなど）を
生かすことができる活動

《地域別》 上位５項目と「特にない」を地域別にみると、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-45)

・「地域の人と知り合いになれる活動」は 上新・西谷・上星川(31 5％)で高い

性
別

21.4 

20.9 

0 10 20 30 40 

13.4 

18.9 

0 10 20 30 40 (%)

28.4 

29.3 

0 10 20 30 40 (%) (%)

図表6-45　今後参加したい地域活動（地域別、上位5項目、「特にない」）

◇地域に貢献できる活動 ◇趣味に関わる活動

ｎ

◇地域の人と知り合いに
なれる活動

・「地域の人と知り合いになれる活動」は、上新・西谷・上星川(31.5％)で高い。

・「持っている技術を生かすことができる活動」は、星川・桜ケ丘・月見台(19.9％)で高い。

・「特にない」は、仏向・川島(32.5％)で高く、星川・桜ケ丘・月見台(23.2％)で低い。

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 (%) (%) (%)ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

◇特にない◇人の役に立っていることが ◇すでに自分が持っている技術

地
域
別

29.4 

31.5 

27.3 

27.0 

26.7 

23.3 

0 10 20 30 40 

28.5 

25.3 

27.8 

30.2 

23.8 

21.4 

0 10 20 30 40 

22.5 

24.9 

22.4 

22.3 

31.5 

25.2 

0 10 20 30 40 (%) (%) (%)

◇特にない

ｎ

天王町・峰岡・常盤台 (333)

星川・桜ケ丘・月見台 (241)

今井・権太坂・境木 (245)

狩場・瀬戸ケ谷・岩井 (215)

上新・西谷・上星川 (311)

◇人の役に立っていることが
実感できる活動

◇すでに自分が持っている技術
（職業上身につけたスキルなど）を
生かすことができる活動

28.8 

23.2 

29.0 

27.0 

29.6 

0 10 20 30 40 

地
域
別

22.8 

20.3 

19.6 

25.1 

22.2 

0 10 20 30 40 

16.2 

19.9 

12.7 

17.7 

13.2 

0 10 20 30 40 (%) (%) (%)

上新・西谷・上星川 (311)

仏向・川島 (206)

27.0 

29.6 

32.5 

別
25.1 

22.2 

19.4 

17.7 

13.2 

15.5 

●天王

町 峰

●上新・西

●仏

●天王町・峰岡・

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●上新・西谷・上星川地域

●天王

町 峰

●仏

●今

●狩

●星

桜

常盤台地域

 ●仏向・

川島地域

●星川・

桜ケ丘・

●狩場・瀬戸ケ谷・

岩井地域

●今井・

権太坂・

境木地域

月見台地域
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《性×年齢別》 上位５項目と「特にない」を性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-46)

・「地域に貢献できる活動」は、男女とも50歳～79歳で高く、女性18歳～39歳と男性18歳～29歳(17.1％)

・「趣味に関わる活動」は、男性70歳～79歳(33.3％)で高く、女性80歳以上(16.7％)で低い。

・「地域の人と知り合いになれる活動員」は、男女とも70歳～79歳で高く、女性18歳～29歳(15.7％)と

　　女性80歳以上(12.5％)と男性18歳～49歳で低い。

・「人の役に立っていることが実感できる活動）」は 男女とも80歳以上で低い

　　で低い。
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図表6-46　今後参加したい地域活動（性×年齢別、上位5項目、「特にない」）

◇地域に貢献できる活動 ◇趣味に関わる活動

・「人の役に立っていることが実感できる活動）」は、男女とも80歳以上で低い。

　　で高く、女性70歳以上と男性80歳以上(1.9％)で特に低い。

・「特にない」は、女性18歳～29歳(40.7％)と男性40歳～49歳(36.4％)と男女とも80歳以上で高い。

◇地域の人と知り合いに

・「持っている技術を生かすことができる活動」は、女性18歳～29歳(22.2％)と男性40歳～49歳(24.2％)

◇地域に貢献できる活動 ◇趣味に関わる活動

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

◇地域の人と知り合いに
なれる活動

26.7

27.8

30.2

25.1

26.4

30.5

0 10 20 30 40 50 

27.0

15.7

27.5

28.0

29.2

31.1

0 10 20 30 40 50 

女
性
/
年
齢
別

24.7

17.6

18.1

21.7

33.3

29.9

0 10 20 30 40 50 (%) (%) (%)

60歳～69歳 (167)

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

26.4

30.5

24.5

16.7

29.2

31.1

33.8

12.5

齢
別

男
性
/
年
齢

33.3

29.9

29.1

16.7

30.9

17.1

30.2

24.2

25.1

22.0

29.2

21.2

22.4

13.4

17.7

14.140歳～49歳 (99)

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

◇特にない◇人の役に立っていることが
実感できる活動

◇すでに自分が持っている技術
（職業上身につけたスキルなど）を
生かす とが きる活動

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

性
/
年
齢
別

30.2

24.2

36.6

40.6

33.3

24.1

0 10 20 30 40 50 (%)

29.2

21.2

19.6

25.6

33.3

22.2

17.7

14.1

20.5

29.3

33.3

22.2

(%) (%)

女性全体 (967)

18歳～29歳 (108)

30歳～39歳 (149)

40歳～49歳 (175)

50歳～59歳 (144)

60歳～69歳 (167)

生かすことができる活動

13.4

22.2

16.8

14.3

13.9

13.2

6.6

0 10 20 30 40 50 

28.4

40.7

27.5

25.7

23.6

23.4

25.2

0 10 20 30 40 50 

女
性
/
年
齢
別

21.4

19.4

20.8

25.7

20.8

24.0

22.5

0 10 20 30 40 50 (%) (%) (%)

歳 歳 ( )

70歳～79歳 (151)

80歳以上 (72)

男性全体 (700)

18歳～29歳 (82)

30歳～39歳 (96)

40歳～49歳 (99)

13.2

6.6

5.6

23.4

25.2

47.2

別

男
性
/
年
齢
別

24.0

22.5

8.3

20.9

20.7

19.8

19.2

21.4

18.9

22.0

18.8

24.2

19.6

29.3

31.7

30.2

36.4

28.6

歳 歳 ( )

50歳～59歳 (112)

60歳～69歳 (133)

70歳～79歳 (123)

80歳以上 (54)

年
齢
別

19.2

21.4

23.3

22.8

14.8

24.2

19.6

22.6

15.4

1.9

36.4

28.6

22.6

26.8

33.3
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６-１０　興味のある活動分野

　◎　「文化・芸術・音楽」、「スポーツ」が２割台で高い

 問 31 　あなたは、ご自身が参加するとしたら、どのような分野の活動に興味がありますか。
（○はいくつでも）
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図表6-47　興味のある活動分野(複数回答)

文化・芸術・音楽

スポーツ

22.6 

20.3 

17.7 

0 5 10 15 20 25 (%)

交通安全・防犯

リサイクル・街の美化

防災

子育て支援

17.7 

17.0 

16.5 

13.7 

13.4 高齢者・障害者福祉

自然環境の保全・地球温暖化対策

保健・医療

国際交流・国際支援

13.4 

13.1 

10.0 

8.8 

歴史

青少年の育成

その他

特にない

8.8 

8.3 

4.5 

1.3 

19.4 

全 体 n＝1,693

無回答

《全体》 上位６項目は以下となる。(図表6-47)

・「文化・芸術・音楽」(22 6％)

19.4 

4.4 

・「交通安全・防犯」(17.7％)

・「リサイクル・街の美化」(17.0％)

・「防災」(16.5％)

・「子育て支援」(13.7％)

　

・「文化・芸術・音楽」(22.6％)

・「スポーツ」(20.3％)
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《前回調査（平成21年度）との比較》  差があるのは以下の箇所となる。(図表6-48)

・「スポーツ」は、3.1ポイント減少した。

・「交通安全・防犯」は、５番目(17.7％)から３番目(17.7％)に上がった。

・「リサイクル・街の美化」は、5.7ポイント減少し、３番目(22.7％)から４番目(17.0％)に下がった。

・「防災」は、2.9ポイント増加し、８番目(13.6％)から５番目(16.5％)に上がった。

・「子育て支援」は、７番目(15.0％)から６番目(13.7％)に上がった。

・「高齢者・障害者福祉」は ６番目(15 2％)から７番目(13 4％)に下がった
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図表6-48　興味のある活動分野(前回調査との比較)

・「自然環境の保全・地球温暖化対策」は、5.5ポイント減少し、４番目(18.6％)から８番目(13.1％)

・「高齢者・障害者福祉」は、６番目(15.2％)から７番目(13.4％)に下がった。

　　に下がった。

・「特にない」は、4.5ポイント増加した。

文化・芸術・音楽

スポーツ

交通安全・防犯

22.6 

20.3 

17.7 

17 0

24.4

23.4

17.7

0 5 10 15 20 25 (%)

リサイクル・街の美化

防災

子育て支援

高齢者・障害者福祉

17.7 

17.0 

16.5 

13.7 

13.4 

13 1

17.7

22.7

13.6

15.0

15.2

自然環境の保全・地球温暖化対策

保健・医療

国際交流・国際支援

歴史

13.4 

13.1 

10.0 

8.8 

8.3 

15.2

18.6

10.8

10.1

8.4

青少年の育成

その他

特にない

無回答

8.3 

4.5 

1.3 

19.4 

4.4 

8.4

6.3

1.8

14.9

3.4

今回調査 n＝1,693

前回調査 n＝1,681

4.4 
3.4
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《性別》 性別にみて、差があるのは以下の箇所となる。(図表6-49）

・「文化・芸術・音楽」は、女性(27.3％)で男性より10.7ポイント高い。

・「スポーツ」は、男性(24.0％)で女性より6.5ポイント高い。

・「交通安全・防犯」は、男性(23.6％)で女性より10.2ポイント高い。

・「防災」は、男性(20.0％)で女性より5.9ポイント高い。

「子育て支援」は 女性(18 7％)で男性より11 6ポイント高い

上位6項目について
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図表6-49　興味のある活動分野(性別、上位6項目）

◇文化・芸術・音楽 ◇スポーツ ◇交通安全・防犯

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

・「子育て支援」は、女性(18.7％)で男性より11.6ポイント高い。

性
別

27.3 

16.6 

0 10 20 30 

13.4 

23.6 

0 10 20 30 

17.5 

24.0 

0 10 20 30 (%) (%) (%)

◇リサイクル・街の美化 ◇防災 ◇子育て支援

ｎ

女性 (967)

男性 (700)

性
別

別
16.6 23.6 24.0 

17.6 

15.9 

0 10 20 30 

14.1 

20.0 

0 10 20 30 (%) (%)

18.7 

7.1 

0 10 20 30 (%)

図表6-50　興味のある活動分野(地域別、上位6項目）

◇文化・芸術・音楽 ◇スポーツ ◇交通安全・防犯

ｎ

《地域別》 地域別にみて、大きな差はない。(図表6-50)
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　　で低い。

《性×年齢別》 性別及び年齢別にみると、以下のような傾向がある。(図表6-51)

・「文化・芸術・音楽」は、女性の18歳～29歳(35.2％)と50歳～59歳(36.8％)と、男性30歳～39歳(25.0％)

　　で高く、男女とも80歳以上で特に低い。

・「スポーツ」は、男女とも18歳～29歳が特に高く、年齢が上がるにつれ低くなる傾向がある。

・「交通安全・防犯」は、男性60歳～69歳(31.6％)で高く、女性80歳以上(8.3％)と男性18歳～29歳(12.2％)

・「リサイクル・街の美化」は、男性60歳～69歳(22.6％)で高く、女性18歳～29歳(8.3％)で低い。
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図表6-51　興味のある活動分野(性×年齢別、上位6項目）

◇文化・芸術・音楽 ◇スポーツ ◇交通安全・防犯

・「子育て支援」は、男女とも30歳～39歳が特に高く、年齢が上がるにつれ低くなる傾向がある。

　　傾向がある。

「リサイクル 街の美化」は、男性60歳 69歳(22.6％)で高く、女性18歳 29歳(8.3％)で低い。

・「防災」は、男性18歳～29歳(11.0％)で低く、男女とも30歳～39歳が高く年齢が上がるにつれ低くなる
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