
 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 泉区区民意識調査 

 

 

調査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12 月 

 

横浜市泉区 

  



 

 

 

 

目   次 

 

 

Ⅰ．調査概要 ......................................................................... 1 

 

Ⅱ．回答者の属性 ..................................................................... 2 

 

Ⅲ．集計分析結果 ..................................................................... 6 

１．生活環境全般について ........................................................... 6 

２．買い物や飲食について .......................................................... 32 

３．日常の交通行動について ........................................................ 53 

４．泉区の魅力・定住意向について .................................................. 66 

５．防災について .................................................................. 80 

６．防犯について .................................................................. 89 

７．地域での支え合いについて ...................................................... 94 

８．健康づくりについて ........................................................... 102 

９．高齢者福祉について ........................................................... 105 

10．子育て支援・青少年育成について ............................................... 115 

 

＜資料＞ 

調査票 

  



 1 

Ⅰ．調査概要 

 
◆調査対象：泉区内在住の 18歳以上の男女無作為抽出 3,000人 

 

◆抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出 

 

◆調査方法：郵送によるアンケート形式 

 

◆調査期間：令和元年７月１日～７月 16日 

 

◆回収数 ：1,753 通（回収率 58.4％） 

 

◆集計結果の見方 

① 図（グラフ）の中で使用されているアルファベットｎは、その設問に対する回答者数をあ

らわす。 

② 回答の比率（すべて百分率（％）で表示）は、その設問の回答者数を基数（件数）として

算出している。したがって、複数回答の設問の場合、すべての比率を合計すると 100％を超

える場合がある。 

③ 小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が 100％にならない場合がある。 

④ 回答の比率を足し合わせた数値については、小数点以下第２位を四捨五入した数値を基に

算出したものである。 

⑤ クロス集計の場合、無回答数を有効回答数から除外しているため、クロス集計の有効回答

数の合計と単純集計（全体）の有効回答数が合致しない場合がある。 

 

※概要数値の見方 

 数値はそれぞれ割合(％)を表示。基数の記述があるもの以外は有効回収数を基本としている 

（ｎ=1,753）。 

 

※クロス集計表の見方 

濃いグレーの塗りつぶし：選択肢の中で、第１位の項目については濃いグレーで塗りつぶし、白抜

き文字にしている。 

薄いグレーの塗りつぶし：属性別にみて、区全体の数値と比べて 10 ポイント以上高い数値の項目

については、薄いグレーで塗りつぶして特記している。 
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Ⅱ．回答者の属性 
 

F１ 性別（○は１つ） 

・女性 56.6％、男性 40.4％で、女性が 16.2 ポイント多い。 

 

 

F２ 年齢 

・多いのは 70 歳代以上の 28.7％、少ないのは 20 歳代以下の 8.6％である。 

・年齢層別では、60 歳以上が 45.6％、40 歳以上 60 歳未満が 30.9％、40 歳未満が 18.9％であ

る。 

・泉区の人口構成と比較すると、60 歳以上の割合が高く、40 歳未満の割合が低い。 

 

 

 

 

出所）横浜市ポータルサイト 横浜市・各区別 年齢別男女別人口（住民基本台帳） 

注） 泉区人口は平成 31 年 3 月末日現在  18歳以上人口を抽出（130,225 人） 

 

男性

708

40 .4%女性

992

56 .6%

無回答

53

3 .0%

n=1,753

8.6

13.6

10.3

12.2

16.1

18.4

14.8

16.5

16.9

14.2

28.7

25.2

4.6

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

今回調査

(n=1,753）

泉区人口構成

（ｎ=130,225)

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 無回答

18.9

25.8

30.9

34.8

45.6

39.4

4.6

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

今回調査

(n=1,753）

泉区人口構成

（ｎ=130,225)

若年層（18～39歳） 中年層（40～59歳） 高年層（60歳以上） 無回答

35.0

44.1

22.2

22.9

19.3

15.7

18.9

17.3

4.6

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

今回調査

(n=1,753）

泉区人口構成

（ｎ=130,225)

若年層（18～49歳） 熟年層（50～64歳） 前期高齢者（65～74歳） 後期高齢者（75歳以上） 無回答
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F３ 居住エリア 

・「中田エリア」が 18.8％、次いで「中川エリア」（16.5％）、「和泉中央エリア」（15.6％）

などの順である。少ないのは「上飯田団地エリア」（1.2％）である。 

  
 

  

  

16.5

9.8

4.7

5.9

15.6

4.1

6.6

8.2

1.2

1.4

18.8

3.0

4.3

0% 10% 20%

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

無回答
n=1,753

289

171

83

103

274

71

116

144

21

24

329

53

75 

エリア名 町　名

中川エリア

岡津町1～2000番、岡津町2001番～、桂坂、
西が岡一丁目、西が岡二丁目、西が岡三丁目、
弥生台、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、
領家四丁目

緑園エリア
緑園一丁目、緑園二丁目、緑園三丁目、
緑園四丁目、緑園五丁目、緑園六丁目、
緑園七丁目、池の谷

新橋エリア 新橋町

和泉北部エリア 和泉町6000番～

和泉中央エリア

和泉町3500～4999番、和泉町5000～5999番、
和泉中央南一丁目、和泉中央南二丁目、
和泉中央南三丁目、和泉中央南四丁目、
和泉中央南五丁目、和泉中央北一丁目、
和泉中央北二丁目、和泉中央北三丁目、
和泉中央北四丁目、和泉中央北五丁目、
和泉中央北六丁目

下和泉エリア
和泉が丘一丁目、和泉が丘二丁目、
和泉が丘三丁目、下和泉四丁目、下和泉五丁目

富士見が丘エリア
和泉町1～3499番、下飯田町、下和泉一丁目、
下和泉二丁目、下和泉三丁目

上飯田エリア
上飯田町1～2000番、上飯田町2001～4000番、
上飯田町4001番～

上飯田団地エリア
上飯田１～2000のうち、
居住形態が「賃貸物件（県営・市営）」

いちょう団地エリア
上飯田2001～4000のうち、
居住形態が「賃貸物件（県営・市営）」

中田エリア

中田町、中田北一丁目、中田北二丁目、
中田北三丁目、中田西一丁目、中田西二丁目、
中田西三丁目、中田西四丁目、中田東一丁目、
中田東三丁目、中田東四丁目、中田南一丁目、
中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目、
中田南五丁目

しらゆりエリア
白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目、
中田東二丁目

※F11 の回答に自治会･町内会名の記載がある場合は、自

治会･町内会を基にエリアを割り振っている。 
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F４ 家族構成（○は１つ） 

・「親と子（二世代）」が 49.8％で、次いで「夫婦

だけ」が 27.1％、「親と子と孫（三世代）」（7.8％）、

「ひとり暮らし」（8.3％）、「その他」（3.9％）

の順である。 

 

 

 

F５ 配偶者の有無（○は１つ） 

・配偶者「あり」が 68.2％、「なし（離婚・死別を 

含む）」が 28.5％である。 

 

 

 

 

F６ 自身と配偶者は、２人とも働いているか（○は１つ） 

・自身と配偶者は、２人とも「働いていない」が 

56.2％、２人とも「働いている」が 42.2％である。 

 

 

 

 

 

F７ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無（○はいくつ

でも） 

・「65 歳以上の高齢者」が 27.4％と

多く、「要介護など支援を要する

人」は 6.7％と少ない。 

・「乳幼児・未就学児」は 8.9％、「小

学生・中学生」は 13.8％、「高校

生・専門学校生・大学生」は 12.9％

である。 

・「１～５に当てはまる同居者はい

ない」は 27.4％である。 

 

ひとり暮らし

146

8 .3%

夫婦だけ

475

27 .1%
親と子

（二世代）

873

49 .8%

親と子と孫

（三世代）

136

7 .8%

その他

68

3 .9%

無回答

55

3 .1%

n=1,753

8.9

13.8

12.9

27.4

6.7

27.4

17.2

0% 10% 20% 30%

乳幼児・未就学児

小学生・中学生

高校生・専門学校生・大学生

65歳以上の高齢者

要介護など支援を要する人

１～５に当てはまる同居者はいない

無回答
n=1,753

複数回答
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F８ 居住形態（○は１つ） 

・「持ち家（戸建て）」が 64.1％、

次いで「持ち家(マンション・共

同住宅等)」が 14.4％で、これ

らを合わせると『持ち家比率』

は 78.5％である。『借家比率』

は 17.9％である。 

 

 

F９ 居住年数（○は１つ） 

・「30 年以上」が 29.3％で、次 

いで「0～4 年」と「20～24 年」 

が共に 13.1％である。居住年 

数 10 年未満は 24.5％である。 

 

 

 

F10 就労状況（○は１つ） 

・「正社員・正職員」が 26.8％、

次いで「就業していない」が

18.2％である。以下「専業主婦・

専業主夫」（17.3％）、「パー

ト・アルバイト等」（16.3％）、

「契約社員・委託社員・派遣社

員・嘱託員等」（5.5％）、「自

営業」（5.3％）、「学生」（3.0％）

の順である。 

 

Ｆ11 自治会町内会への加入状況

（○は１つ） 

・「加入している」が 80.1％で、 

 「加入していない」の 16.0％を 

 64.1 ポイント上回っている。  

加入している

1 ,405

80 .1%

加入していない

281

16 .0%

無回答

67

3 .8%

n=1,753

64.1

14.4

3.3

1.3

12.3

0.6

0.2

0.2

0.8

2.9

0% 20% 40% 60% 80%

持ち家（戸建て）

持ち家(マンション・共同住宅等)

賃貸物件（県営・市営）

賃貸物件（ＵＲ・公社等）

賃貸物件（民間）

社宅・公務員住宅等

住宅に間借り

会社等の独身寮・寄宿舎

その他

無回答 n=1,753

13.1

11.4

10.0

12.0

13.1

8.2

29.3

3.0

0% 10% 20% 30% 40%

0～4年

5～9年

10～14年

15～19年

20～24年

25～29年

30年以上

無回答 n=1,753

5 .3

26 .8

5 .5

16 .3

17 .3

3 .0

18 .2

2 .6

5 .0

0% 10% 20% 30%

自営業

正社員・正職員

契約社員・委託社員・派遣社員・嘱託員等

パート・アルバイト等

専業主婦・専業主夫

学生

就業していない

その他

無回答 n=1,753

持ち家 

借家 
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Ⅲ．集計分析結果 
 

１．生活環境全般について 

 

問１ お住まいの地域について、現在どのように感じていますか。（それぞれに○は１つ） 

  

70.2 

43.1 

62.7 

60.9 

33.4 

52.5 

72.4 

16.0 

20.9 

26.2 

60.6 

15.1 

74.3 

62.9 

32.5 

15.3 

47.1 

28.4 

29.9 

22.0 

8.1 

25.3 

46.9 

42.6 

18.5 

21.1 

18.2 

32.2 

14.3 

25.8 

15.6

22.3

19.1

14.8

30.2

16.9

10.8

18.9

22.6

23.0

20.2

33.4

13.0

14.0

25.7

29.7

26.5

29.8

26.3

27.2

25.7

25.8

21.3

26.6

30.4

26.4

21.5

30.1

30.5

28.5

10.0 

28.7 

11.1 

20.6 

26.1 

26.6 

14.1 

61.6 

52.6 

32.1 

13.9 

21.6 

8.4 

19.3 

10.3 

11.4 

17.7 

11.9 

10.3 

9.5 

12.9 

10.7 

10.8 

16.7 

18.7 

16.8 

18.3 

17.4 

13.0 

15.2 

1.8

3.5

3.8

1.1

7.1

1.1

0.4

1.0

1.3

15.5

2.9

26.8

2.4

1.3

28.2

40.4

6.0

27.2

30.9

38.2

50.2

34.8

18.1

11.4

29.1

32.9

38.6

17.5

39.4

28.0

2.5

2.5

3.2

2.6

3.1

2.9

2.2

2.5

2.5

3.1

2.5

3.1

1.9

2.6

3.3

3.2

2.7

2.7

2.6

3.1

3.1

3.4

2.9

2.7

3.3

2.9

3.4

2.8

2.8

2.5

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

住宅地の良好な環境が維持されている

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

幹線道路が整備されている

鉄道やバスの利便性が高い

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

飲食をする場所が充実している

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

ごみの分別排出がしっかり行われている

不快に感じる悪臭がない

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

病院や救急医療などの地域医療が充実している

健康づくり活動の取組が進んでいる

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

スポーツ活動が盛んである

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

防犯に関する取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

そう思う＋どちらかといえばそう思う どちらともいえない そう思わない＋どちらかといえばそう思わない わからない 無回答

n=1,753
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＜全項目比較＞「肯定感」(「そう思う」+「どちらかといえばそう思う」)、「どちらともいえない」、

「否定感」(「そう思わない」+「どちらかといえばそう思わない」)、「わからない」の 

4 つの区分で検討した。 

・「肯定感」は、上位から「ごみの分別排出がしっかり行われている」（74.3％）、「食料品や

日用品などの買い物をする場所が近くにある」（72.4％）、「住宅地の良好な環境が維持され

ている」（70.2％）、「不快に感じる悪臭がない」（62.9％）、「幹線道路が整備されている」

（62.7％）、「鉄道やバスの利便性が高い」（60.9％）、「公園・緑地・親水施設が多く、緑

環境や水辺環境に恵まれている」（60.6％）、「最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろってい

る」（52.5％）、「病院や救急医療などの地域医療が充実している」（47.1％）、「地区セン

ターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している」（46.9％）、「交通安全に関する取組

が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である」（43.1％）、「自治会・町内会活

動など、地域のつながりが深い」（42.6％）、「道路・公共交通・公共施設などのバリアフリ

ー化が進んでいる」（33.4％）、 「保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる」

（32.5％）、「防犯に関する取組が進んでいる」（32.2％）の順（30％以上）である。 

 

 

  
74.3

72.4

70.2

62.9

62.7

60.9

60.6

52.5

47.1

46.9

43.1

42.6

33.4

32.5

32.2

29.9

28.4

26.2

25.8

25.3

22.0

21.1

20.9

18.5

18.2

16.0

15.3

15.1

14.3

8.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ごみの分別排出がしっかり行われている

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

住宅地の良好な環境が維持されている

不快に感じる悪臭がない

幹線道路が整備されている

鉄道やバスの利便性が高い

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

病院や救急医療などの地域医療が充実している

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

防犯に関する取組が進んでいる

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

健康づくり活動の取組が進んでいる

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

飲食をする場所が充実している

スポーツ活動が盛んである

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

肯定感（そう思う＋どちらかといえばそう思う）
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・「どちらともいえない」は、上位から「CO2削減や省エネの取組が進んでいる」（33.4％）、「食

中毒予防など、食の安全対策が進んでいる」（30.5％）、「スポーツ活動が盛んである」（30.4％）、

「道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる」（30.2％）、「防犯に関す

る取組が進んでいる」（30.1％）の順（30％以上）である。 

 

 

  

33.4

30.5

30.4

30.2

30.1

29.8

29.7

28.5

27.2

26.6

26.5

26.4

26.3

25.8

25.7

25.7

23.0

22.6

22.3

21.5

21.3

20.2

19.1

18.9

16.9

15.6

14.8

14.0

13.0

10.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

スポーツ活動が盛んである

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

防犯に関する取組が進んでいる

健康づくり活動の取組が進んでいる

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

病院や救急医療などの地域医療が充実している

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

飲食をする場所が充実している

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

幹線道路が整備されている

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

住宅地の良好な環境が維持されている

鉄道やバスの利便性が高い

不快に感じる悪臭がない

ごみの分別排出がしっかり行われている

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

どちらともいえない
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・「否定感」は「洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実

している」（61.6％）、「飲食をする場所が充実している」（52.6％）、「農業の振興、農に

触れられる機会が充実している」（32.1％）の順（30％以上）である。 

 

 

 

  

61.6

52.6

32.1

28.7

26.6

26.1

21.6

20.6

19.3

18.7

18.3

17.7

17.4

16.8

16.7

15.2

14.1

13.9

13.0

12.9

11.9

11.4

11.1

10.8

10.7

10.3

10.3

10.0

9.5

8.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

飲食をする場所が充実している

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

鉄道やバスの利便性が高い

不快に感じる悪臭がない

スポーツ活動が盛んである

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

病院や救急医療などの地域医療が充実している

防犯に関する取組が進んでいる

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

健康づくり活動の取組が進んでいる

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

幹線道路が整備されている

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

住宅地の良好な環境が維持されている

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

ごみの分別排出がしっかり行われている

否定感（そう思わない＋どちらかといえばそう思わない）
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・「わからない」は、「生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している」

（50.2％）、「青少年健全育成に関する取組が進んでいる」（40.4％）、「食中毒予防など、

食の安全対策が進んでいる」（39.4％）、「地域に伝わる伝統文化などが継承されている」

（38.6％）、「障害者福祉保健に関する取組が進んでいる」（38.2％）、「地域でのサークル

など、団体活動への支援が充実している」（34.8％）、「趣味の講座や生涯学習講座が盛んで

ある」（32.9％）、「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」（30.9％）の順（30％以上）

である。 

 

 

  

50.2

40.4

39.4

38.6

38.2

34.8

32.9

30.9

29.1

28.2

28.0

27.2

26.8

18.1

17.5

15.5

11.4

7.1

6.0

3.8

3.5

2.9

2.4

1.8

1.3

1.3

1.1

1.1

1.0

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

スポーツ活動が盛んである

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

健康づくり活動の取組が進んでいる

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

防犯に関する取組が進んでいる

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

病院や救急医療などの地域医療が充実している

幹線道路が整備されている

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

ごみの分別排出がしっかり行われている

住宅地の良好な環境が維持されている

飲食をする場所が充実している

不快に感じる悪臭がない

鉄道やバスの利便性が高い

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

わからない
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■ 居住地区別 生活環境全般について（問１(満足度)×Ｆ３） 

 

１ 住宅地の良好な環境が維持されている 

・いずれの地区も「そう思う」が多く、緑園エリア（以下、「エリア」を省略）は 87.7％と高い。

また下和泉で「どちらともいえない」、いちょう団地では「そう思わない」が全体値に比べて

10 ポイント以上高い。 

２ 交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である 

・中田、しらゆりでは「そう思わない」が多く、新橋、下和泉では「そう思う」と「そう思わな

い」が同率、それ以外では「そう思う」が多い。上飯田団地では「そう思う」が 71.4％と高い。 

３ 幹線道路が整備されている 

・いずれの地区も「そう思う」が多く、緑園では 74.9％、上飯田団地では 71.4％と高い。また、

下和泉では「どちらともいえない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

４ 鉄道やバスの利便性が高い 

・いずれの地区も「そう思う」が多く、和泉中央では 74.5％、中田では 71.4％と高い。富士見が

丘、上飯田では「そう思わない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

１ 住宅地の良好な環境が維持されている ２ 交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、
道路の歩行空間が安全である 

３ 幹線道路が整備されている ４ 鉄道やバスの利便性が高い 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

70.2

75.8

87.7

66.3

75.7

68.2

53.5

65.5

59.7

71.4

41.7

71.4

75.5

15.6

12.1

5.3

16.9

9.7

19.0

28.2

17.2

22.2

23.8

20.8

14.0

18.9

10.0

10.7

4.1

9.6

7.8

8.4

15.5

15.5

13.2

29.2

9.7

3.8

1.8

0.7

0.6

6.0

3.9
3.3

0.9

2.1

1.5

2.5

0.7

2.3

1.2

2.9

1.1

2.8

0.9

2.8

4.8

8.3

3.3

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

43.1

46.7

64.9

36.1

63.1

40.9

36.6

44.0

36.1

71.4

45.8

31.3

30.2

22.3

23.5

18.7

24.1

17.5

20.1

21.1

19.8

25.7

14.3

25.0

26.1

30.2

28.7

24.2

11.7

36.1

12.6

33.9

36.6

32.8

32.6

16.7

36.5

35.8

3.5

5.2
2.3

2.4

2.9

3.6

1.4

2.6

3.5

4.8

4.2
3.6

1.9

2.5

0.3

2.3

1.2

3.9

1.5

4.2

0.9

2.1

9.5

8.3

2.4

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

62.7

59.5

74.9

45.8

62.1

67.5

49.3

62.9

63.2

71.4

62.5

62.9

66.0

19.1

20.8

11.1

28.9

20.4

14.6

32.4

23.3

18.1

9.5

25.0

19.8

18.9

11.1

14.9

10.5

18.1

4.9

10.9

12.7

6.9

13.2

4.8

4.2

9.4

7.5

3.8

3.1

1.2

6.0

8.7
3.6

1.4

3.4

3.5

4.8

4.2

4.3

5.7

3.2

1.7

2.3

1.2

3.9

3.3

4.2

3.4

2.1

9.5

4.2

3.6

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

60.9

58.1

64.9

55.4

60.2

74.5

45.1

45.7

40.3

57.1

41.7

71.4

66.0

14.8

16.6

17.0

16.9

13.6

11.3

22.5

15.5

23.6

9.5

12.5

10.9

11.3

20.6

24.2

14.0

24.1

21.4

11.7

29.6

37.9

34.0

19.0

29.2

13.7

18.9

1.1

0.7

0.6

2.4

1.9

1.1

0.7

4.8

8.3
0.9

2.6

0.3

3.5

1.2

2.9

1.5

2.8

0.9

1.4

9.5

8.3

3.0

3.8

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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５ 道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる 

・中川、緑園、和泉北部、和泉中央、いちょう団地では「そう思う」、下和泉、上飯田、上飯田

団地、中田、しらゆりでは「どちらともいえない」、新橋、富士見が丘では「そう思わない」

が多い。 

６ 最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている 

・富士見が丘で「そう思わない」が 69.0％と高い。それ以外は「そう思う」が多く、和泉北部で

66.0％、和泉中央で 60.6％と高い。また、下和泉では「どちらともいえない」が全体値に比べ

て 10ポイント以上高い。 

７ 食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある 

・富士見が丘で「そう思わない」が多いが、それ以外は「そう思う」が多く、中川で 82.0％、和

泉中央で 81.8％、和泉北部で 81.6％と高い。また、下和泉と上飯田団地では「どちらともいえ

ない」、新橋で「そう思わない」が全体値に比べて 10ポイント以上高い。 

８ 洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している 

・いずれの地区でも「そう思わない」が多く、新橋では 78.3％と高い。下和泉、いちょう団地で

は「そう思う」が全体値に比べて 10ポイント以上高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化

が進んでいる 

６ 最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている 

７ 食料品や日用品などの買い物をする場所が近く
にある 

８ 洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等
の買い物をする場所が充実している 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

52.5

55.4

55.0

47.0

66.0

60.6

45.1

16.4

46.5

38.1

45.8

56.8

54.7

16.9

14.9

13.5

16.9

15.5

18.6

31.0

12.1

21.5

23.8

12.5

15.5

22.6

26.6

28.0

29.8

31.3

12.6

18.2

18.3

69.0

29.2

19.0

29.2

22.5

20.8

1.1

0.7

0.6

1.2

1.9

1.5

1.7

0.7

4.8

1.2

2.9

1.0

1.2

3.6

3.9

1.1

5.6

0.9

2.1

14.3

12.5

4.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

16.0

14.2

8.8

3.6

10.7

17.9

29.6

9.5

11.8

14.3

29.2

21.9

20.8

18.9

16.3

18.7

14.5

13.6

21.9

21.1

14.7

18.8

28.6

25.0

21.0

26.4

61.6

68.2

70.2

78.3

70.9

58.0

46.5

74.1

67.4

42.9

33.3

53.2

49.1

1.0

0.3

0.6

2.4

1.0

1.5

0.9

1.4

0.9

1.9

2.5

1.0

1.8

1.2

3.9

0.7

2.8

0.9

0.7

14.3

12.5

3.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

72.4

82.0

77.2

56.6

81.6

81.8

52.1

38.8

70.8

47.6

75.0

75.7

75.5

10.8

5.5

13.5

13.3

10.7

6.9

23.9

11.2

16.7

23.8

10.3

13.2

14.1

11.8

7.0

27.7

5.8

10.2

21.1

47.4

11.1

19.0

12.5

11.6

9.4

0.4

1.2

0.4

0.9

0.7

0.3

2.2

0.7

2.3

1.2

1.9

0.7

2.8

1.7

0.7

9.5

12.5

2.1

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

33.4

31.1

46.8

32.5

41.7

34.7

23.9

28.4

29.2

38.1

37.5

29.5

28.3

30.2

30.1

28.1

22.9

24.3

31.8

32.4

28.4

31.9

42.9

12.5

35.3

39.6

26.1

30.4

15.8

33.7

24.3

23.4

31.0

35.3

28.5

29.2

25.8

24.5

7.1

6.2

6.4

8.4

6.8

8.4

9.9

4.3

8.3

9.5

12.5

6.4

5.7

3.1

2.1

2.9

2.4

2.9

1.8

2.8

3.4

2.1

9.5

8.3

3.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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９ 飲食をする場所が充実している 

・いずれの地区も「そう思わない」が多く、新橋で 67.5％、富士見が丘で 67.2％と高い。また、

下和泉で「そう思う」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

10 農業の振興、農に触れられる機会が充実している 

・和泉北部、和泉中央、富士見が丘、上飯田では「そう思う」、下和泉では「どちらともいえな

い」、中川、緑園、新橋、いちょう団地、中田、しらゆりで「そう思わない」、上飯田団地で

「わからない」が多い。また、しらゆり、上飯田団地では「わからない」が全体値に比べて 10

ポイント以上高い。 

11 公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている 

・いずれの地区でも「そう思う」が多く、緑園で 78.9％、富士見が丘で 74.1％と高い。いちょう

団地では「そう思わない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

12 CO2削減や省エネの取組が進んでいる 

・富士見が丘、上飯田団地では「わからない」が多く、それ以外は「どちらともいえない」が多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９ 飲食をする場所が充実している 10 農業の振興、農に触れられる機会が充実している 

11 公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境
に恵まれている 

12 CO2削減や省エネの取組が進んでいる 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

20.9

18.7

24.0

13.3

14.6

20.1

33.8

16.4

12.5

14.3

16.7

27.4

18.9

22.6

26.0

25.1

15.7

27.2

20.1

28.2

14.7

22.2

14.3

20.8

24.0

26.4

52.6

53.3

48.5

67.5

52.4

56.6

35.2

67.2

63.9

57.1

58.3

43.8

52.8

1.3

0.3

0.6

1.2

1.9

1.5

0.9

0.7

4.8

2.4

2.5

1.7

1.8

2.4

3.9

1.8

2.8

0.9

0.7

9.5

4.2

2.4

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

60.6

65.7

78.9

61.4

64.1

59.5

57.7

74.1

47.9

42.9

58.3

51.4

64.2

20.2

17.6

11.1

20.5

19.4

24.5

26.8

14.7

25.0

23.8

4.2

21.9

24.5

13.9

13.5

7.0

13.3

8.7

10.2

9.9

7.8

21.5

19.0

33.3

21.3

9.4

2.9

1.7

1.2

3.6

4.9

4.7
1.4

1.7

4.2

4.8

2.1

1.9

2.5

1.4

1.8

1.2

2.9

1.1

4.2

1.7

1.4

9.5

4.2

3.3

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

26.2

20.4

10.5

20.5

41.7

33.2

23.9

35.3

34.0

19.0

12.5

28.6

15.1

23.0

21.5

25.7

18.1

18.4

25.9

31.0

20.7

26.4

14.3

25.0

22.8

22.6

32.1

40.1

49.1

41.0

20.4

23.4

29.6

20.7

27.8

23.8

33.3

33.1

34.0

15.5

16.6

12.9

19.3

14.6

14.6

12.7

21.6

10.4

33.3

16.7

12.2

26.4

3.1

1.4

1.8

1.2

4.9

2.9

2.8

1.7

1.4

9.5

12.5

3.3

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

15.1

16.6

18.1

14.5

19.4

12.8

8.5

9.5

13.9

4.8

20.8

16.1

11.3

33.4

30.1

43.3

30.1

35.0

33.6

43.7

30.2

29.9

28.6

25.0

35.0

35.8

21.6

23.9

14.0

25.3

18.4

23.0

23.9

23.3

26.4

9.5

20.8

19.8

17.0

26.8

28.4

22.2

27.7

22.3

28.1

21.1

36.2

27.1

33.3

20.8

26.1

34.0

3.1

1.0

2.3

2.4

4.9

2.6

2.8

0.9

2.8

23.8

12.5

3.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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13 ごみの分別排出がしっかり行われている 

・いずれの地区も「そう思う」が多く、緑園で 81.9％、和泉北部で 81.6％、中川で 79.2％、富

士見が丘で 79.3％、しらゆりで 79.2％と高い。いちょう団地では「そう思わない」が全体値に

比べて 10ポイント以上高い。 

14 不快に感じる悪臭がない 

・いずれの地区も「そう思う」が多く、緑園で 86.0％と高い。和泉北部、和泉中央、上飯田では

「そう思わない」が全体値に比べて 10ポイント以上高い。 

15 保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる 

・緑園、新橋、和泉中央、いちょう団地、中田では「そう思う」、下和泉では「どちらともいえ

ない」が多く、上飯田では「そう思う」「どちらともいえない」が同率、和泉北部では「そう

思う」「わからない」が同率、中川、富士見が丘、上飯田団地、しらゆりでは「わからない」

が多い。 

16 青少年健全育成に関する取組が進んでいる 

・下和泉で「どちらともいえない」が多く、それ以外では「わからない」が多い。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 保育施設の整備や子育て支援に関する取組が
進んでいる 

16 青少年健全育成に関する取組が進んでいる 

13 ごみの分別排出がしっかり行われている 14 不快に感じる悪臭がない 
 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

74.3

79.2

81.9

71.1

81.6

68.2

67.6

79.3

66.0

71.4

50.0

73.9

79.2

13.0

10.7

10.5

10.8

12.6

18.2

19.7

9.5

16.0

14.3

16.7

11.2

18.9

8.4

6.6

4.1

10.8
1.9

8.8

8.5

8.6

14.6

29.2

11.2

1.9

2.4

2.1

2.9

6.0
1.9

4.0

1.4

0.9

2.1

4.8

1.5

1.9

1.4

0.6

1.2

1.9

0.7

2.8

1.7

1.4

9.5

4.2

2.1

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

32.5

27.3

39.2

42.2

30.1

36.1

32.4

30.2

29.2

14.3

41.7

32.8

28.3

25.7

27.7

22.2

26.5

25.2

25.5

35.2

20.7

29.2

23.8

20.8

24.9

28.3

10.3

12.5

9.4

4.8

9.7

9.5

5.6

12.1

15.3

8.3

9.7

9.4

28.2

31.1

28.1

24.1

30.1

26.6

22.5

34.5

24.3

47.6

16.7

28.6

32.1

3.3

1.4

1.2

2.4

4.9

2.2

4.2

2.6

2.1

14.3

12.5

4.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

15.3

15.9

15.8

18.1

15.5

14.2

18.3

12.1

19.4

14.3

20.8

12.8

7.5

29.7

30.1

32.7

28.9

25.2

31.0

42.3

23.3

31.3

14.3

25.0

28.9

32.1

11.4

11.8

9.9

8.4

10.7

11.7

5.6

17.2

11.1

9.5

12.5

12.5

7.5

40.4

40.8

40.4

42.2

43.7

40.9

31.0

44.8

36.8

47.6

33.3

41.3

50.9

3.2

1.4

1.2

2.4

4.9

2.2

2.8

2.6

1.4

14.3

8.3

4.6

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

62.9

75.4

86.0

69.9

42.7

38.3

60.6

72.4

42.4

52.4

54.2

71.7

75.5

14.0

10.0

7.6

14.5

19.4

21.9

18.3

10.3

18.1

14.3

8.3

11.6

11.3

19.3

12.8

4.1

12.0

34.0

35.8

18.3

16.4

37.5

19.0

29.2

11.6

7.5

1.3

0.7

1.2

1.2

1.8

1.4

4.2
1.5

3.8

2.6

1.0

1.2

2.4

3.9

2.2

2.8

0.9

0.7

14.3

4.2

3.6

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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17 病院や救急医療などの地域医療が充実している 

・いずれの地区でも「そう思う」が多く、新橋で 63.9％、中川で 60.9％と高い。また、富士見が丘、

上飯田では「そう思わない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

18 健康づくり活動の取組が進んでいる 

・中川、緑園、下和泉、上飯田団地、いちょう団地では「そう思う」、和泉北部、和泉中央、上

飯田、中田では「どちらともいえない」、新橋、富士見が丘、しらゆりでは「わからない」が

多い。 

19 高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる 

・新橋、和泉北部、富士見が丘、いちょう団地では「そう思う」、下和泉では「どちらともいえ

ない」、上飯田、上飯田団地では「そう思う」「わからない」が同率、それ以外は「わからな

い」が多い。 

20 障害者福祉保健に関する取組が進んでいる 

・下和泉で「どちらともいえない」が多く、それ以外は「わからない」が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

17 病院や救急医療などの地域医療が充実している 18 健康づくり活動の取組が進んでいる 

 

19 高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる 20 障害者福祉保健に関する取組が進んでいる 
 

47.1

60.9

39.8

63.9

43.7

46.7

39.4

33.6

35.4

52.4

45.8

47.4

54.7

26.5

20.4

31.6

19.3

35.0

26.6

33.8

28.4

28.5

14.3

16.7

27.1

28.3

17.7

11.8

20.5

8.4

13.6

17.2

19.7

31.0

29.2

14.3

25.0

16.7

11.3

6.0

5.5

7.0

6.0

3.9

8.0

4.2

5.2

5.6

9.5

4.2

5.8

3.8

2.7

1.4

1.2

2.4

3.9

1.5

2.8

1.7

1.4

9.5

8.3

3.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

28.4

30.8

33.9

26.5

30.1

21.9

38.0

30.2

25.0

42.9

50.0

25.8

20.8

29.8

29.8

30.4

27.7

31.1

32.5

36.6

25.9

29.2

19.0

8.3

31.9

24.5

11.9

9.3

9.4

14.5

9.7

15.3

8.5

10.3

18.1

9.5

20.8

10.9

5.7

27.2

28.7

24.6

28.9

26.2

28.5

14.1

31.0

26.4

19.0

12.5

28.0

47.2

2.7

1.4

1.8

2.4

2.9

1.8

2.8

2.6

1.4

9.5

8.3

3.3

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

29.9

26.3

30.4

34.9

34.0

26.6

33.8

35.3

30.6

28.6

54.2

28.9

28.3

26.3

29.4

25.7

22.9

24.3

26.3

38.0

26.7

27.1

23.8

4.2

23.7

26.4

10.3

9.0

9.4

9.6

10.7

11.3

11.3

8.6

10.4

9.5

12.5

11.9

3.8

30.9

33.6

32.2

30.1

29.1

34.7

14.1

27.6

30.6

28.6

20.8

32.2

41.5

2.6

1.7

2.3

2.4

1.9

1.1

2.8

1.7

1.4

9.5

8.3

3.3

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

22.0

20.1

22.8

31.3

15.5

22.6

21.1

24.1

20.1

28.6

25.0

22.5

15.1

27.2

29.1

25.7

22.9

27.2

28.8

35.2

26.7

32.6

9.5

16.7

23.4

28.3

9.5

8.7

7.6

8.4

9.7

8.8

8.5

9.5

11.1

19.0

12.5

11.2

5.7

38.2

40.1

40.4

34.9

43.7

38.0

32.4

37.1

34.7

38.1

37.5

38.9

49.1

3.1

2.1

3.5

2.4

3.9

1.8

2.8

2.6

1.4

4.8

8.3

4.0

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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21 生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している 

・いずれの地区でも「わからない」が多い。上飯田団地では「そう思う」が全体値に比べて 10ポ

イント以上高い。 

22 地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している 

・富士見が丘、上飯田団地、いちょう団地で「そう思う」、下和泉で「どちらともいえない」が

多い以外は、「わからない」が多い。 

23 地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している 

・いずれの地区でも「そう思う」が多く、下和泉では「どちらともいえない」が全体値に比べて

10 ポイント以上高い。 

24 自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い 

・いずれの地区でも「そう思う」が多く、上飯田団地で 61.9％と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

21 生活困窮者の自立のための家計や就労等に関す
る支援が充実している 

 

22 地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実
している 

 

23 地区センターやケアプラザなど、区民利用施設
が充実している 

 

24 自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い 

 

8.1

7.3

6.4

12.0

3.9

6.9

15.5

6.9

6.9

19.0

16.7

7.0

7.5

25.7

23.2

25.7

25.3

27.2

30.3

28.2

22.4

29.2

23.8

29.2

23.4

22.6

12.9

13.5

11.7

9.6

10.7

10.9

12.7

13.8

16.0

9.5

12.5

15.2

7.5

50.2

54.3

54.4

50.6

53.4

49.6

40.8

53.4

46.5

38.1

33.3

50.8

60.4

3.1

1.7

1.8

2.4

4.9

2.2

2.8

3.4

1.4

9.5

8.3

3.6

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

25.3

27.7

25.7

25.3

23.3

23.4

32.4

37.9

25.0

38.1

37.5

17.9

28.3

25.8

24.9

25.1

20.5

31.1

26.6

33.8

22.4

27.8

23.8

12.5

27.1

20.8

10.7

10.7

12.3

18.1

3.9

12.8

7.0

7.8

10.4

12.5

10.6

5.7

34.8

34.9

34.5

33.7

38.8

34.3

22.5

30.2

35.4

23.8

25.0

40.1

43.4

3.4

1.7

2.3

2.4

2.9

2.9

4.2

1.7

1.4

14.3

12.5

4.3

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

46.9

55.0

37.4

48.2

54.4

47.4

50.7

54.3

45.8

38.1

50.0

41.6

41.5

21.3

18.0

20.5

19.3

20.4

21.9

32.4

20.7

22.2

23.8

4.2

24.3

20.8

10.8

11.1

19.3

9.6

2.9

12.0

5.6

9.5

12.5

8.3

9.1

11.3

18.1

14.5

21.6

20.5

18.4

16.8

7.0

14.7

18.1

19.0

25.0

22.2

24.5

2.9

1.4

1.2

2.4

3.9

1.8

4.2

0.9

1.4

19.0

12.5

2.7

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

42.6

42.6

49.7

44.6

47.6

32.1

52.1

52.6

39.6

61.9

37.5

41.3

41.5

26.6

26.3

25.7

27.7

25.2

29.2

31.0

21.6

30.6

4.8

16.7

28.6

20.8

16.7

19.0

14.6

14.5

13.6

23.4

7.0

13.8

19.4

9.5

20.8

12.8

24.5

11.4

10.7

8.2

10.8

11.7

13.9

7.0

10.3

9.0

9.5

12.5

13.7

11.3

2.7

1.4

1.8

2.4

1.9

1.5

2.8

1.7

1.4

14.3

12.5

3.6

1.9

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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25 スポーツ活動が盛んである  

・上飯田団地では「そう思う」「わからない」が同率、上飯田では「どちらともいえない」「そ

う思わない」が同率、緑園、新橋、富士見が丘、中田では「わからない」が多く、それ以外で

は「どちらともいえない」が多い。 

26 趣味の講座や生涯学習講座が盛んである 

・しらゆりでは「どちらともいえない」「わからない」が同率、中川では「そう思う」、下和泉、

いちょう団地では「どちらともいえない」、それ以外では「わからない」が多い。 

27 地域に伝わる伝統文化などが継承されている 

・いずれの地区でも「わからない」が多い。 

28 防犯に関する取組が進んでいる 

・緑園、新橋、和泉北部、富士見が丘、上飯田、上飯田団地、いちょう団地エリアでは「そう思

う」が多く、下和泉では「そう思う」「どちらともいえない」が同率、それ以外では「どちら

ともいえない」が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25 スポーツ活動が盛んである 
 

26 趣味の講座や生涯学習講座が盛んである 
 

27 地域に伝わる伝統文化などが継承されている 

 

28 防犯に関する取組が進んでいる 
 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

18.5

19.0

17.0

25.3

15.5

16.8

26.8

18.1

18.1

23.8

12.5

21.0

13.2

30.4

32.5

29.8

21.7

34.0

31.4

39.4

28.4

29.2

19.0

29.2

30.1

30.2

18.7

16.3

18.7

20.5

14.6

20.1

15.5

16.4

29.2

19.0

20.8

14.6

24.5

29.1

30.4

31.6

28.9

33.0

29.9

15.5

35.3

22.2

23.8

20.8

30.4

28.3

3.3

1.7

2.9

3.6

2.9

1.8

2.8

1.7

1.4

14.3

16.7

4.0

3.8

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

全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

21.1

29.4

25.7

26.5

20.4

15.3

19.7

25.0

16.7

23.8

16.7

16.4

18.9

26.4

25.6

21.6

18.1

31.1

25.2

36.6

25.0

27.1

14.3

33.3

28.6

34.0

16.8

15.2

19.3

25.3

12.6

20.1

14.1

14.7

20.8

14.3

20.8

12.8

11.3

32.9

28.0

31.6

27.7

33.0

37.6

25.4

33.6

34.7

38.1

16.7

38.6

34.0

2.9

1.7

1.8

2.4

2.9

1.8

4.2

1.7

0.7

9.5

12.5

3.6

1.9
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全体

中川エリア

緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

18.2

14.9

7.0

25.3

16.5

20.1

26.8

25.0

23.6

14.3

12.5

20.7

11.3

21.5

22.5

22.2

16.9

24.3

22.3

22.5

19.0

21.5

23.8

8.3

21.0

26.4

18.3

21.1

25.1

14.5

15.5

18.2

16.9

14.7

16.7

9.5

12.5

16.1

17.0

38.6

39.8

42.7

41.0

39.8

37.2

29.6

39.7

36.8

38.1

54.2

38.0

43.4

3.4

1.7

2.9

2.4

3.9

2.2

4.2

1.7

1.4

14.3

12.5

4.3

1.9
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全体
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緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

32.2

31.5

45.0

43.4

34.0

21.9

35.2

37.1

31.9

57.1

58.3

26.1

28.3

30.1

34.3

25.1

19.3

30.1

34.3

35.2

26.7

29.9

23.8

12.5

31.0

35.8

17.4

17.3

14.0

13.3

14.6

18.2

22.5

18.1

21.5

8.3

19.5

15.1

17.5

14.9

14.0

21.7

19.4

23.7

4.2

15.5

15.3

9.5

8.3

20.4

18.9

2.8

2.1

1.8

2.4

1.9

1.8
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2.6

1.4

9.5

12.5

3.0

1.9
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全体
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緑園エリア

新橋エリア

和泉北部エリア

和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答



 18 

29 食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる 

・いちょう団地では「そう思う」、下和泉では「どちらともいえない」、それ以外では「わから

ない」が多い。 

30 地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる 

・和泉北部、下和泉、上飯田団地、いちょう団地では「そう思う」、中川、和泉中央、上飯田で

は「どちらともいえない」、富士見が丘、中田、しらゆりでは「わからない」が多く、緑園で

は「そう思う」「わからない」、新橋では「そう思う」「どちらともいえない」が同率である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる 

 

30 地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んで
いる 

※「そう思う」＝「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計 

 「そう思わない」＝「そう思わない」「どちらかというとそう思わない」の合計 

 

14.3

12.8
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そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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和泉中央エリア

下和泉エリア

富士見が丘エリア

上飯田エリア

上飯田団地エリア

いちょう団地エリア

中田エリア

しらゆりエリア

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答
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問１ 以前(４～５年前)と比べてどのように変わったと思いますか。（それぞれに○は１つ） 

・「よくなった」が「悪くなった」より多い（15 ポイント以上）項目は、「幹線道路が整備され

ている」（27.4 ポイント）、「ごみの分別排出がしっかり行われている」（19.2 ポイント） 、

「食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある」（17.9 ポイント）、 「最寄駅周辺

に生活に必要な施設がそろっている」（17.1 ポイント）、「道路・公共交通・公共施設などの

バリアフリー化が進んでいる 」（17.0 ポイント）、「地区センターやケアプラザなど、区民利

用施設が充実している」（15.4 ポイント）、「鉄道やバスの利便性が高い」（15.2 ポイント）

である。 

・「悪くなった」が「よくなった」より多い項目は、「農業の振興、農に触れられる機会が充実

している」（0.5 ポイント）、「飲食をする場所が充実している」（0.2 ポイント）である。そ

の他の項目は、「悪くなった」より「よくなった」の割合が高い。 

 

生活環境全般について (以前との変化－全項目比較) 

 

 

  

17.2

15.6

28.8

20.5

17.9

21.6

21.4

5.3

9.0

3.4

13.5

5.6

22.5

13.8

14.2

3.9

13.5

11.1

13.6

8.4

2.9

8.2

15.9

8.3

4.1

6.0

2.4

11.3

4.6

11.5

53.7

54.5

45.1

52.0

50.4

52.1

54.9

68.3

59.6

53.9

58.9

46.5

50.5

61.3

35.6

37.2

55.6

41.5

34.2

32.6

28.4

36.1

44.3

53.2

45.3

40.8

39.3

46.9

37.4

41.4

7.0

4.4

1.4

5.3

0.9

4.5

3.5

4.8

9.2

3.9

2.7

2.1

3.3

2.4

0.9

1.3

1.9

0.5

1.0

0.8

1.7

1.0

0.5

4.7

1.5

0.7

1.5

2.2

0.7

0.8

8.0

10.3

9.1

7.4

15.3

6.7

5.5

7.0

7.3

23.2

9.8

30.3

8.7

7.9

34.2

42.3

14.4

31.7

36.2

43.0

51.6

39.0

24.3

18.6

34.0

37.4

41.4

23.9

42.2

31.3

14.1

15.1

15.6

14.8

15.5

15.0

14.7

14.6

15.0

15.6

15.2

15.4

14.9

14.6

15.1

15.3

14.7

15.2

15.0

15.2

15.5

15.7

15.0

15.2

15.2

14.9

15.4

15.6

15.1

15.1

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

住宅地の良好な環境が維持されている

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

幹線道路が整備されている

鉄道やバスの利便性が高い

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

飲食をする場所が充実している

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

ごみの分別排出がしっかり行われている

不快に感じる悪臭がない

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

病院や救急医療などの地域医療が充実している

健康づくり活動の取組が進んでいる

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

スポーツ活動が盛んである

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

防犯に関する取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

よくなった 変わらない 悪くなった 分からない 無回答

n=1,753
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問１ お住まいの地域について、「現在」の満足度と「以前」との変化について 

・住まいの地域の評価について、各項目ごとに、「よくなった」+1 点、「悪くなった」-1 点を与

え、加重平均を「無回答を除く回答数」で割って算出した。満足度については、「そう思う」

+2 点、「どちらかというとそう思う」+1 点、「そう思わない」-2 点、「どちらかというとそ

う思わない」-1 点、「わからない」0 点、「無回答」0 点を与え、加重平均を「無回答を除く

回答数」で割って算出した。 

・住まいの地域に関しては、ほとんどの項目で「よくなった」と評価されている（次頁グラフの

Ｘ軸より上に位置）。「悪くなった」と評価されたのは「農業の振興、農に触れられる機会が充

実している」「飲食をする場所が充実している」である（次頁グラフのＸ軸より下に位置）。 

・満足度では「洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実し

ている」「飲食をする場所が充実している」「農業の振興、農に触れられる機会が充実してい

る」「生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している」「CO2削減や省エ

ネの取組が進んでいる」「地域に伝わる伝統文化などが継承されている」「スポーツ活動が盛

んである」「食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる」「趣味の講座や生涯学習講座が盛

んである」が“不満”側に位置している（次頁グラフのＹ軸より左に位置）。 

 

＜生活環境評価項目の平均値との比較＞ 

・「満足度」が高く、以前より評価が「よくなった」項目（満足度、変化ともに平均より高いも

の）は、「ごみの分別排出がしっかり行われている」「食料品や日用品などの買い物をする場

所が近くにある」「住宅地の良好な環境が維持されている」「幹線道路が整備されている」「不

快に感じる悪臭がない」「公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている」

「鉄道やバスの利便性が高い」「地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実してい

る」「保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる」「病院や救急医療などの地域

医療が充実している」「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」「最寄駅周辺に生活に必

要な施設がそろっている」「地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している」「健

康づくり活動の取組が進んでいる」「障害者福祉保健に関する取組が進んでいる」である。 

・「満足度」が低く、以前より評価が「悪くなった」項目（満足度、変化ともに平均より低いも

の）は、「洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実して

いる」「飲食をする場所が充実している」「農業の振興、農に触れられる機会が充実している」

「生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している」「CO2 削減や省エネ

の取組が進んでいる」「地域に伝わる伝統文化などが継承されている」「スポーツ活動が盛ん

である」「食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる」「趣味の講座や生涯学習講座が盛ん

である」「青少年健全育成に関する取組が進んでいる」である。 
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住環境

交通安全

幹線道路

公共交通

バリアフリー

駅周辺施設
日用品買物

買回品買物
飲食場所

農業振興

公園緑地

省エネ取組

ごみ分別

悪臭

子育て支援

青少年育成

地域医療

健康づくり

高齢者福祉

障害者福祉

生活困窮対策

地域活動支援

区民利用施設

自治会活動スポーツ活動

生涯学習講座

伝統文化継承

防犯

食の安全

水害対策

平均

-0.2000

0.0000

0.2000

0.4000

-1.0000 0.0000 1.0000

満足不満

よくなった

悪くなった

設問 図中の表現 以前との変化 満足度
住宅地の良好な環境が維持されている 住環境 0.1319 0.8422
交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である 交通安全 0.1498 0.1237
幹線道路が整備されている 幹線道路 0.3639 0.7460
鉄道やバスの利便性が高い 公共交通 0.1957 0.5839
道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる バリアフリー 0.2448 0.0197
最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている 駅周辺施設 0.2187 0.3012
食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある 日用品買物 0.2237 0.9098
洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している 買回品買物 0.0066 -0.8676
飲食をする場所が充実している 飲食場所 -0.0029 -0.6026
農業の振興、農に触れられる機会が充実している 農業振興 -0.0084 -0.2207
公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている 公園緑地 0.1444 0.6401
CO2削減や省エネの取組が進んでいる 省エネ取組 0.0662 -0.1889
ごみの分別排出がしっかり行われている ごみ分別 0.2526 0.9559
不快に感じる悪臭がない 悪臭 0.1473 0.6584
保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる 子育て支援 0.2621 0.3797
青少年健全育成に関する取組が進んでいる 青少年育成 0.0618 0.0233
病院や救急医療などの地域医療が充実している 地域医療 0.1640 0.3581
健康づくり活動の取組が進んでいる 健康づくり 0.2009 0.2384
高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる 高齢者福祉 0.2593 0.3368
障害者福祉保健に関する取組が進んでいる 障害者福祉 0.1814 0.2305
生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している 生活困窮対策 0.0381 -0.1993
地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している 地域活動支援 0.1599 0.2465
地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している 区民利用施設 0.2538 0.5516
自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い 自治会活動 0.0543 0.3360
スポーツ活動が盛んである スポーツ活動 0.0505 -0.0886
趣味の講座や生涯学習講座が盛んである 生涯学習講座 0.1114 -0.0009
地域に伝わる伝統文化などが継承されている 伝統文化継承 0.0211 -0.0973
防犯に関する取組が進んでいる 防犯 0.1500 0.1682
食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる 食の安全 0.0909 -0.0415
地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる 災害対策 0.1989 0.1223

※満足度の「そう思う」+2点、「どちらかとい

うとそう思う」+1点、「そう思わない」-2点、

「どちらかというとそう思わない」-1点、「わ

からない」0点、「無回答」0点を与え、以前と

比べた変化の「よくなった」+1 点、「悪くなっ

た」-1点を与え、加重平均を「無回答を除く回

答数」で割ったもの。 

 

「満足度」の平均（0.2155） 

「以前との変化」の平均（0.1464） 

「満足度」の軸 

「以前との変化」の軸 

道路･交通環境 

住環境 

生活環境 

商業環境 

農業環境 

福祉環境 

子育て環境 

安全･安心環境 

地域活動環境 

Ｘ 

Ｘ´ 

Ｙ´ Ｙ 
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問２ 問１の質問項目（１～30）のうち、ご自身の生活環境にとって、どれが特に重要だと思いますか。    

（該当する項目の番号を３つまで記入） 

問３ 問１の質問項目（１～30）のうち、区役所が取り組む課題として、どれが特に重要だと思いますか。        

（該当する項目の番号を３つまで記入） 

・生活環境にとって特に重要だと思う項目は、「鉄道やバスの利便性が高い」（35.8％）、「住

宅地の良好な環境が維持されている」（29.5％）、「病院や救急医療などの地域医療が充実し

ている」（29.2％）、「食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある」（26.6％）、

「最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている」（20.7％）、「地震、洪水や浸水などの水

害への対策が進んでいる」（17.4％）、「交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、

道路の歩行空間が安全である」（16.9％）、「防犯に関する取組が進んでいる」（15.3％）、

「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」（11.9％）、「飲食をする場所が充実している」

（10.2％）などの順である。 

・区役所が取り組む課題として特に重要だと思う項目は、「地震、洪水や浸水などの水害への対

策が進んでいる」（32.2％）、「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」（24.4％）、「交

通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である」（22.0％）、

「防犯に関する取組が進んでいる」（ 19.4％）、「病院や救急医療などの地域医療が充実して

いる」（18.9％）、「保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる」（17.7％）、

「道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる」（14.3％）、「住宅地の良

好な環境が維持されている」（13.3％）、「公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境

に恵まれている」（12.1％）などの順である。 
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16.9
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0.4

15.3
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13.3

22.0

5.8

8.8

14.3

5.2

2.2

1.4

1.8

2.6

12.1

7.4

9.1

5.0

17.7

4.3

18.9

5.2

24.4

8.2

9.9

1.7

5.8

2.4

1.0

2.2

1.7

19.4

2.1

32.2

6.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％

住宅地の良好な環境が維持されている

交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である

幹線道路が整備されている

鉄道やバスの利便性が高い

道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる

最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている

食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある

洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物をする場所が充実している

飲食をする場所が充実している

農業の振興、農に触れられる機会が充実している

公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている

CO2削減や省エネの取組が進んでいる

ごみの分別排出がしっかり行われている

不快に感じる悪臭がない

保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる

青少年健全育成に関する取組が進んでいる

病院や救急医療などの地域医療が充実している

健康づくり活動の取組が進んでいる

高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる

障害者福祉保健に関する取組が進んでいる

生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が充実している

地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している

地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している

自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い

スポーツ活動が盛んである

趣味の講座や生涯学習講座が盛んである

地域に伝わる伝統文化などが継承されている

防犯に関する取組が進んでいる

食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる

地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる

無回答

生活環境にとって特に重要（ｎ=1,753） 取り組む課題として特に重要（ｎ=1,753）

複数回答
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「生活環境にとって重要な項目」と「区役所が取り組む課題として重要な項目」の関係 

・「生活環境にとって重要」な項目は、交通、住環境、買い物など、民間(企業)の力を必要とする

ものが多く、「区役所が取り組む課題として重要」な項目は、安全・安心、福祉に関わるものが

多い。 

・「生活環境にとって重要」な項目の上位に位置する項目は必ずしも「区役所が取り組む課題とし

て重要」の上位には位置していない。 

 

  

住環境

交通安全

公共交通

バリアフリー

駅周辺施設

日用品買物飲食場所

公園緑地

省エネ取組

ごみ分別

子育て支援
地域医療

高齢者福祉

障害者福祉

生活困窮対策

防犯

災害対策

0%

10%

20%

30%

40%

0% 10% 20% 30% 40%

区
が
取
り
組
む
課
題
と
し
て
重
要

生活環境にとって重要

拡大 

道路･交通環境 

住環境 

生活環境 

商業環境 

農業環境 

福祉環境 

子育て環境 

安全･安心環境 

地域活動環境 
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■ 性別・年齢別 生活環境にとって、特に重要だと思う項目（問２×Ｆ１、２） 

・男女とも「鉄道やバスの利便性が高い」が多い。 

・年齢別では、50 歳代までで「鉄道やバスの利便性が高い」、60 歳代以上で「病院や救急医療な

どの地域医療が充実している」が多い。また、20 歳代以下で「飲食をする場所が充実している」、

30 歳代で「交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である」

「保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる」、40 歳代で「交通安全に関する取

組が進んでおり、通学路など、道路の歩行空間が安全である」、70 歳代以上で「高齢者福祉保

健に関する取組が進んでいる」が全体値より 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

  

  

問２ 生活環境にとって重要

合計 住
宅
地
の
良
好
な
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
る

交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
お
り
、

通
学
路

な
ど
、

道
路
の
歩
行
空
間
が
安
全
で
あ
る

幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る

鉄
道
や
バ
ス
の
利
便
性
が
高
い

道
路
・
公
共
交
通
・
公
共
施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー

化
が
進
ん
で
い
る

最
寄
駅
周
辺
に
生
活
に
必
要
な
施
設
が
そ
ろ
っ

て
い

る 食
料
品
や
日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
近

く
に
あ
る

洋
服
、

鞄
、

靴
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー

等
の
服
飾
品
、

贈

答
品
等
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

飲
食
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

農
業
の
振
興
、

農
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
充
実
し
て

い
る

公
園
・
緑
地
・
親
水
施
設
が
多
く
、

緑
環
境
や
水
辺

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る

C
O
2
削
減
や
省
エ
ネ
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

ご
み
の
分
別
排
出
が
し
っ

か
り
行
わ
れ
て
い
る

不
快
に
感
じ
る
悪
臭
が
な
い

保
育
施
設
の
整
備
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る
取
組
が

進
ん
で
い
る

全体 1753 29.5 16.9 5.8 35.8 6.7 20.7 26.6 6.1 10.2 1.7 5.8 1.9 5.9 5.7 5.3

男性 708 30.2 20.1 9.5 32.8 6.9 21.6 22.2 4.0 12.4 2.3 7.3 1.8 5.1 5.8 4.9

女性 992 29.3 15.4 3.2 38.3 6.4 20.6 30.2 7.9 8.9 1.4 4.7 2.0 6.6 5.5 5.7

20歳代以下 150 24.7 11.3 4.7 54.7 4.7 28.7 26.7 16.0 23.3 2.0 4.7 2.0 3.3 12.7 9.3

30歳代 181 27.6 29.8 7.2 39.8 5.0 26.0 31.5 7.2 10.5 2.8 5.5 1.1 2.8 5.0 21.5

40歳代 283 34.6 27.6 6.7 38.9 3.5 27.9 26.1 7.4 11.3 0.0 6.7 1.4 4.9 6.4 5.7

50歳代 259 34.0 16.6 7.7 40.9 5.4 22.4 27.4 6.2 8.9 1.5 4.6 2.3 5.8 8.9 2.3

60歳代 297 34.7 14.8 4.4 30.6 7.4 18.5 27.6 4.4 7.1 1.3 4.4 3.0 6.1 3.7 3.4

70歳代以上 503 24.3 10.5 4.4 28.2 10.1 13.1 25.0 3.6 8.3 2.8 7.6 1.6 8.5 3.0 1.6

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

病
院
や
救
急
医
療
な
ど
の
地
域
医
療
が
充
実
し
て
い

る 健
康
づ
く
り
活
動
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

高
齢
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

障
害
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

生
活
困
窮
者
の
自
立
の
た
め
の
家
計
や
就
労
等
に
関

す
る
支
援
が
充
実
し
て
い
る

地
域
で
の
サ
ー

ク
ル
な
ど
、

団
体
活
動
へ
の
支
援
が

充
実
し
て
い
る

地
区
セ
ン
タ
ー

や
ケ
ア
プ
ラ
ザ
な
ど
、

区
民
利
用
施

設
が
充
実
し
て
い
る

自
治
会
・
町
内
会
活
動
な
ど
、

地
域
の
つ
な
が
り
が

深
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
が
盛
ん
で
あ
る

趣
味
の
講
座
や
生
涯
学
習
講
座
が
盛
ん
で
あ
る

地
域
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
な
ど
が
継
承
さ
れ
て
い
る

防
犯
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

食
中
毒
予
防
な
ど
、

食
の
安
全
対
策
が
進
ん
で
い
る

地
震
、

洪
水
や
浸
水
な
ど
の
水
害
へ
の
対
策
が
進
ん

で
い
る

無
回
答

全体 1753 2.3 29.2 2.8 11.9 3.1 2.0 1.1 2.8 2.8 0.9 1.5 0.4 15.3 0.5 17.4 5.0

男性 708 2.8 29.7 3.0 12.7 3.5 2.8 1.0 2.8 4.1 1.0 1.4 0.4 16.1 0.3 15.4 3.0

女性 992 1.8 28.6 2.4 11.5 2.7 1.4 1.3 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 14.8 0.6 19.2 5.3

20歳代以下 150 0.0 11.3 3.3 0.7 0.7 1.3 0.7 3.3 1.3 2.0 0.7 0.0 16.7 0.7 17.3 1.3

30歳代 181 5.0 13.3 0.6 0.6 2.8 2.8 0.6 1.1 1.1 0.6 1.1 0.6 17.1 0.0 14.9 2.8

40歳代 283 5.7 23.3 0.4 1.4 2.8 1.4 0.4 1.4 2.8 0.4 0.0 0.0 18.0 0.7 23.0 1.1

50歳代 259 0.8 31.7 1.5 8.1 3.1 2.3 0.8 3.5 1.9 1.5 1.2 0.0 18.9 0.8 20.8 1.2

60歳代 297 1.7 36.4 4.0 18.9 3.4 2.4 2.7 2.4 2.0 0.3 3.4 0.7 17.2 0.7 17.5 2.7

70歳代以上 503 1.4 36.8 4.2 23.3 3.6 1.8 1.4 4.4 4.8 0.8 2.0 0.8 9.7 0.2 13.3 10.9

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 生活環境にとって、特に重要だと思う項目（問２×Ｆ３） 

・緑園では「住宅地の良好な環境が維持されている」、富士見が丘では「食料品や日用品などの

買い物をする場所が近くにある」、新橋、上飯田団地、しらゆりでは「病院や救急医療などの

地域医療が充実している」、それ以外の地区では「鉄道やバスの利便性が高い」が多い。上飯

田団地では「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」が全体値に比べて 10 ポイント以上

高い。 

 

 

 

  

問２ 生活環境にとって重要

合計 住
宅
地
の
良
好
な
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
る

交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
お
り
、

通
学
路

な
ど
、

道
路
の
歩
行
空
間
が
安
全
で
あ
る

幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る

鉄
道
や
バ
ス
の
利
便
性
が
高
い

道
路
・
公
共
交
通
・
公
共
施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー

化
が
進
ん
で
い
る

最
寄
駅
周
辺
に
生
活
に
必
要
な
施
設
が
そ
ろ
っ

て
い

る 食
料
品
や
日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
近

く
に
あ
る

洋
服
、

鞄
、

靴
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー

等
の
服
飾
品
、

贈

答
品
等
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

飲
食
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

農
業
の
振
興
、

農
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
充
実
し
て

い
る

公
園
・
緑
地
・
親
水
施
設
が
多
く
、

緑
環
境
や
水
辺

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る

C
O
2
削
減
や
省
エ
ネ
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

ご
み
の
分
別
排
出
が
し
っ

か
り
行
わ
れ
て
い
る

不
快
に
感
じ
る
悪
臭
が
な
い

保
育
施
設
の
整
備
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る
取
組
が

進
ん
で
い
る

全体 1753 29.5 16.9 5.8 35.8 6.7 20.7 26.6 6.1 10.2 1.7 5.8 1.9 5.9 5.7 5.3

中川エリア 289 36.7 14.9 7.6 40.5 6.6 15.9 26.0 5.9 10.4 0.7 4.8 2.4 5.5 3.8 6.6

緑園エリア 171 37.4 10.5 5.3 32.7 2.9 28.7 29.2 8.8 15.8 1.8 7.0 1.8 3.5 2.3 4.1

新橋エリア 83 19.3 22.9 10.8 28.9 8.4 26.5 26.5 8.4 16.9 2.4 2.4 2.4 4.8 3.6 6.0

和泉北部エリア 103 38.8 9.7 2.9 43.7 4.9 15.5 32.0 7.8 7.8 1.9 7.8 1.0 3.9 8.7 1.9

和泉中央エリア 274 27.7 19.0 4.7 30.7 6.2 21.5 24.8 8.0 10.9 1.5 5.1 2.2 5.8 9.5 7.3

下和泉エリア 71 23.9 23.9 9.9 42.3 5.6 26.8 22.5 1.4 8.5 0.0 2.8 0.0 4.2 7.0 2.8

富士見が丘エリア 116 17.2 10.3 5.2 38.8 6.9 30.2 41.4 11.2 7.8 2.6 6.9 2.6 5.2 4.3 4.3

上飯田エリア 144 29.2 20.1 5.6 42.4 9.0 14.6 22.9 3.5 11.1 2.1 6.3 0.7 9.0 8.3 2.1

上飯田団地エリア 21 23.8 0.0 0.0 19.0 4.8 9.5 19.0 0.0 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 4.8 0.0

いちょう団地エリア 24 25.0 8.3 0.0 45.8 4.2 4.2 25.0 4.2 12.5 0.0 12.5 8.3 4.2 0.0 4.2

中田エリア 329 27.7 23.4 5.2 33.1 7.9 20.4 23.1 4.3 7.0 2.7 7.3 1.5 8.2 5.2 6.1

しらゆりエリア 53 28.3 22.6 1.9 32.1 7.5 26.4 35.8 1.9 7.5 0.0 5.7 3.8 5.7 5.7 13.2

居住エリア別
（記載優先）

合計 青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

病
院
や
救
急
医
療
な
ど
の
地
域
医
療
が
充
実
し
て
い

る 健
康
づ
く
り
活
動
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

高
齢
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

障
害
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

生
活
困
窮
者
の
自
立
の
た
め
の
家
計
や
就
労
等
に
関

す
る
支
援
が
充
実
し
て
い
る

地
域
で
の
サ
ー

ク
ル
な
ど
、

団
体
活
動
へ
の
支
援
が

充
実
し
て
い
る

地
区
セ
ン
タ
ー

や
ケ
ア
プ
ラ
ザ
な
ど
、

区
民
利
用
施

設
が
充
実
し
て
い
る

自
治
会
・
町
内
会
活
動
な
ど
、

地
域
の
つ
な
が
り
が

深
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
が
盛
ん
で
あ
る

趣
味
の
講
座
や
生
涯
学
習
講
座
が
盛
ん
で
あ
る

地
域
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
な
ど
が
継
承
さ
れ
て
い
る

防
犯
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

食
中
毒
予
防
な
ど
、

食
の
安
全
対
策
が
進
ん
で
い
る

地
震
、

洪
水
や
浸
水
な
ど
の
水
害
へ
の
対
策
が
進
ん

で
い
る

無
回
答

全体 1753 2.3 29.2 2.8 11.9 3.1 2.0 1.1 2.8 2.8 0.9 1.5 0.4 15.3 0.5 17.4 5.0

中川エリア 289 2.1 26.3 4.2 8.7 2.1 1.7 1.0 2.4 4.8 0.3 1.0 0.7 19.4 0.3 15.2 5.5

緑園エリア 171 1.8 28.1 3.5 14.0 1.8 0.6 1.2 2.3 1.8 0.6 3.5 0.0 23.4 0.6 9.9 3.5

新橋エリア 83 0.0 32.5 2.4 9.6 6.0 2.4 1.2 7.2 1.2 1.2 1.2 0.0 9.6 0.0 24.1 1.2

和泉北部エリア 103 1.9 28.2 3.9 13.6 2.9 1.0 0.0 3.9 3.9 0.0 3.9 0.0 18.4 0.0 9.7 4.9

和泉中央エリア 274 3.3 22.3 2.2 12.4 2.9 1.5 1.8 4.0 1.8 1.8 1.8 0.7 15.7 0.4 19.7 5.1

下和泉エリア 71 5.6 35.2 0.0 15.5 1.4 1.4 0.0 2.8 1.4 1.4 0.0 1.4 18.3 0.0 15.5 2.8

富士見が丘エリア 116 0.9 35.3 1.7 12.9 5.2 1.7 0.9 3.4 2.6 0.0 1.7 0.0 10.3 0.0 19.0 1.7

上飯田エリア 144 1.4 31.3 3.5 7.6 3.5 1.4 2.8 2.1 4.2 2.1 0.7 0.7 18.1 1.4 22.9 2.1

上飯田団地エリア 21 0.0 33.3 4.8 23.8 9.5 0.0 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 19.0 28.6

いちょう団地エリア 24 8.3 29.2 4.2 16.7 8.3 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 8.3 0.0 4.2 0.0 20.8 8.3

中田エリア 329 2.4 31.3 1.5 13.1 2.7 4.0 0.9 2.1 2.4 0.9 0.3 0.3 11.2 0.3 19.8 4.9

しらゆりエリア 53 3.8 41.5 1.9 9.4 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.8 0.0 7.5 0.0 13.2 3.8

居住エリア別
（記載優先）
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■ 性別・年齢別 区役所が取り組む課題として、特に重要だと思う項目（問３×Ｆ１、２） 

・男女とも「地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる」が多い。 

・年齢別では、70 歳代以上で「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」、それ以外で「地震、

洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる」が多い。30 歳代では「保育施設の整備や子育て

支援に関する取組が進んでいる」、40 歳代では「防犯に関する取組が進んでいる」が全体値に

比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

  

  

問３ 取り組む課題として重要

合計 住
宅
地
の
良
好
な
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
る

交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
お
り
、

通
学
路

な
ど
、

道
路
の
歩
行
空
間
が
安
全
で
あ
る

幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る

鉄
道
や
バ
ス
の
利
便
性
が
高
い

道
路
・
公
共
交
通
・
公
共
施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー

化
が
進
ん
で
い
る

最
寄
駅
周
辺
に
生
活
に
必
要
な
施
設
が
そ
ろ
っ

て
い

る 食
料
品
や
日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
近

く
に
あ
る

洋
服
、

鞄
、

靴
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー

等
の
服
飾
品
、

贈

答
品
等
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

飲
食
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

農
業
の
振
興
、

農
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
充
実
し
て

い
る

公
園
・
緑
地
・
親
水
施
設
が
多
く
、

緑
環
境
や
水
辺

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る

C
O
2
削
減
や
省
エ
ネ
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

ご
み
の
分
別
排
出
が
し
っ

か
り
行
わ
れ
て
い
る

不
快
に
感
じ
る
悪
臭
が
な
い

保
育
施
設
の
整
備
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る
取
組
が

進
ん
で
い
る

全体 1753 13.3 22.0 5.8 8.8 14.3 5.2 2.2 1.4 1.8 2.6 12.1 7.4 9.1 5.0 17.7

男性 708 16.1 25.0 8.5 10.2 15.4 5.9 3.2 1.3 2.3 2.7 14.5 7.2 8.2 5.8 18.8

女性 992 11.6 20.5 3.9 8.1 14.0 4.8 1.6 1.4 1.5 2.5 10.1 7.5 9.5 4.4 17.5

20歳代以下 150 12.7 23.3 5.3 17.3 12.7 6.7 1.3 4.0 4.7 4.0 9.3 6.7 10.0 8.7 26.0

30歳代 181 16.6 28.7 9.4 7.2 14.4 7.2 1.1 2.2 1.7 2.8 9.4 3.3 5.0 6.1 33.7

40歳代 283 14.1 29.3 6.7 11.0 11.3 3.2 2.8 1.8 2.1 1.8 14.1 4.9 6.0 7.8 18.7

50歳代 259 12.7 22.8 6.2 9.3 13.9 4.2 1.9 0.8 1.9 1.9 10.0 6.6 8.9 5.4 16.6

60歳代 297 16.2 17.5 4.7 5.4 15.5 5.4 1.3 0.3 0.0 2.7 15.5 7.4 11.1 2.4 19.5

70歳代以上 503 11.9 18.5 4.6 7.8 16.7 5.8 3.0 0.6 1.8 2.8 11.1 10.5 10.1 3.2 10.3

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

病
院
や
救
急
医
療
な
ど
の
地
域
医
療
が
充
実
し
て
い

る 健
康
づ
く
り
活
動
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

高
齢
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

障
害
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

生
活
困
窮
者
の
自
立
の
た
め
の
家
計
や
就
労
等
に
関

す
る
支
援
が
充
実
し
て
い
る

地
域
で
の
サ
ー

ク
ル
な
ど
、

団
体
活
動
へ
の
支
援
が

充
実
し
て
い
る

地
区
セ
ン
タ
ー

や
ケ
ア
プ
ラ
ザ
な
ど
、

区
民
利
用
施

設
が
充
実
し
て
い
る

自
治
会
・
町
内
会
活
動
な
ど
、

地
域
の
つ
な
が
り
が

深
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
が
盛
ん
で
あ
る

趣
味
の
講
座
や
生
涯
学
習
講
座
が
盛
ん
で
あ
る

地
域
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
な
ど
が
継
承
さ
れ
て
い
る

防
犯
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

食
中
毒
予
防
な
ど
、

食
の
安
全
対
策
が
進
ん
で
い
る

地
震
、

洪
水
や
浸
水
な
ど
の
水
害
へ
の
対
策
が
進
ん

で
い
る

無
回
答

全体 1753 4.3 18.9 5.2 24.4 8.2 9.9 1.7 5.8 2.4 1.0 2.2 1.7 19.4 2.1 32.2 6.3

男性 708 5.1 20.2 4.5 22.6 7.1 9.0 1.6 5.8 3.4 1.4 1.4 2.0 19.2 1.4 27.4 4.1

女性 992 3.7 18.1 5.6 25.6 8.9 10.5 1.5 5.7 1.7 0.6 2.8 1.5 20.0 2.4 36.3 7.1

20歳代以下 150 4.0 19.3 2.7 8.0 5.3 5.3 3.3 4.0 3.3 2.7 3.3 3.3 18.0 2.0 30.7 2.7

30歳代 181 3.9 20.4 3.3 10.5 8.3 8.8 1.1 4.4 1.1 1.7 1.1 1.7 25.4 1.1 35.9 3.9

40歳代 283 4.9 18.0 3.2 20.1 9.5 8.8 1.1 5.7 1.1 0.4 0.7 2.1 30.7 0.7 41.3 1.8

50歳代 259 2.7 24.7 6.2 29.0 8.1 12.4 0.8 5.4 3.1 1.2 3.1 1.5 20.1 1.9 36.7 1.5

60歳代 297 3.7 18.2 8.4 32.7 7.7 12.1 2.4 6.7 2.4 0.7 4.4 1.7 17.2 2.4 34.3 3.7

70歳代以上 503 5.8 16.3 5.6 28.6 8.0 10.1 1.2 6.6 3.2 0.4 1.6 1.2 13.1 2.8 22.9 13.7

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 区役所が取り組む課題として、特に重要だと思う項目（問３×Ｆ３） 

・緑園では「高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる」、しらゆりでは「保育施設の整備や子

育て支援に関する取組が進んでいる」、それ以外では「地震、洪水や浸水などの水害への対策

が進んでいる」が多い。また、上飯田団地では「CO2削減や省エネの取組が進んでいる」「地震、

洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる」、いちょう団地では「高齢者福祉保健に関する

取組が進んでいる」「地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる」が同率である。 

 

 

  

問３ 取り組む課題として重要

合計 住
宅
地
の
良
好
な
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
る

交
通
安
全
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
お
り
、

通
学
路

な
ど
、

道
路
の
歩
行
空
間
が
安
全
で
あ
る

幹
線
道
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る

鉄
道
や
バ
ス
の
利
便
性
が
高
い

道
路
・
公
共
交
通
・
公
共
施
設
な
ど
の
バ
リ
ア
フ

リ
ー

化
が
進
ん
で
い
る

最
寄
駅
周
辺
に
生
活
に
必
要
な
施
設
が
そ
ろ
っ

て
い

る 食
料
品
や
日
用
品
な
ど
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
近

く
に
あ
る

洋
服
、

鞄
、

靴
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー

等
の
服
飾
品
、

贈

答
品
等
の
買
い
物
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

飲
食
を
す
る
場
所
が
充
実
し
て
い
る

農
業
の
振
興
、

農
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
充
実
し
て

い
る

公
園
・
緑
地
・
親
水
施
設
が
多
く
、

緑
環
境
や
水
辺

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
る

C
O
2
削
減
や
省
エ
ネ
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

ご
み
の
分
別
排
出
が
し
っ

か
り
行
わ
れ
て
い
る

不
快
に
感
じ
る
悪
臭
が
な
い

保
育
施
設
の
整
備
や
子
育
て
支
援
に
関
す
る
取
組
が

進
ん
で
い
る

全体 1753 13.3 22.0 5.8 8.8 14.3 5.2 2.2 1.4 1.8 2.6 12.1 7.4 9.1 5.0 17.7

中川エリア 289 14.5 17.6 8.0 10.0 15.9 3.5 1.4 1.0 2.4 1.0 10.7 7.3 9.0 4.2 21.5

緑園エリア 171 11.7 15.2 5.8 6.4 17.0 6.4 1.2 0.6 1.8 1.8 11.1 7.0 10.5 1.8 22.2

新橋エリア 83 16.9 28.9 7.2 13.3 15.7 4.8 2.4 0.0 1.2 2.4 9.6 6.0 9.6 1.2 18.1

和泉北部エリア 103 20.4 16.5 2.9 8.7 10.7 4.9 0.0 1.0 1.0 1.9 14.6 6.8 3.9 9.7 17.5

和泉中央エリア 274 16.1 25.2 6.2 4.0 12.4 3.3 2.2 3.3 2.9 2.6 14.2 5.1 7.7 10.2 12.8

下和泉エリア 71 8.5 32.4 9.9 9.9 15.5 8.5 2.8 1.4 0.0 0.0 7.0 5.6 5.6 5.6 15.5

富士見が丘エリア 116 9.5 20.7 4.3 18.1 12.9 12.9 6.0 0.0 2.6 2.6 12.9 13.8 10.3 2.6 14.7

上飯田エリア 144 11.1 27.1 3.5 11.8 19.4 6.3 1.4 2.1 0.7 3.5 11.8 6.3 9.7 8.3 15.3

上飯田団地エリア 21 9.5 9.5 4.8 14.3 9.5 4.8 14.3 9.5 0.0 0.0 4.8 23.8 0.0 4.8 9.5

いちょう団地エリア 24 25.0 16.7 0.0 12.5 8.3 0.0 4.2 0.0 0.0 4.2 12.5 12.5 25.0 0.0 12.5

中田エリア 329 11.6 25.8 4.9 7.0 14.9 4.3 3.0 0.9 1.2 4.9 13.1 6.7 9.4 3.0 18.5

しらゆりエリア 53 15.1 18.9 3.8 9.4 13.2 7.5 0.0 0.0 3.8 1.9 11.3 7.5 11.3 1.9 39.6

居住エリア別
（記載優先）

合計 青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

病
院
や
救
急
医
療
な
ど
の
地
域
医
療
が
充
実
し
て
い

る 健
康
づ
く
り
活
動
の
取
組
が
進
ん
で
い
る

高
齢
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

障
害
者
福
祉
保
健
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

生
活
困
窮
者
の
自
立
の
た
め
の
家
計
や
就
労
等
に
関

す
る
支
援
が
充
実
し
て
い
る

地
域
で
の
サ
ー

ク
ル
な
ど
、

団
体
活
動
へ
の
支
援
が

充
実
し
て
い
る

地
区
セ
ン
タ
ー

や
ケ
ア
プ
ラ
ザ
な
ど
、

区
民
利
用
施

設
が
充
実
し
て
い
る

自
治
会
・
町
内
会
活
動
な
ど
、

地
域
の
つ
な
が
り
が

深
い

ス
ポ
ー

ツ
活
動
が
盛
ん
で
あ
る

趣
味
の
講
座
や
生
涯
学
習
講
座
が
盛
ん
で
あ
る

地
域
に
伝
わ
る
伝
統
文
化
な
ど
が
継
承
さ
れ
て
い
る

防
犯
に
関
す
る
取
組
が
進
ん
で
い
る

食
中
毒
予
防
な
ど
、

食
の
安
全
対
策
が
進
ん
で
い
る

地
震
、

洪
水
や
浸
水
な
ど
の
水
害
へ
の
対
策
が
進
ん

で
い
る

無
回
答

全体 1753 4.3 18.9 5.2 24.4 8.2 9.9 1.7 5.8 2.4 1.0 2.2 1.7 19.4 2.1 32.2 6.3

中川エリア 289 4.2 17.0 6.9 25.6 6.2 8.7 1.0 6.2 2.8 0.7 3.5 2.8 24.6 1.7 31.8 5.9

緑園エリア 171 5.3 24.0 7.0 32.2 11.1 8.2 2.9 10.5 4.1 1.8 4.1 1.2 18.7 1.2 23.4 4.1

新橋エリア 83 4.8 18.1 3.6 27.7 14.5 10.8 1.2 4.8 3.6 1.2 0.0 0.0 19.3 2.4 32.5 1.2

和泉北部エリア 103 4.9 21.4 4.9 28.2 4.9 10.7 0.0 8.7 1.9 0.0 1.9 1.9 22.3 1.0 32.0 5.8

和泉中央エリア 274 4.0 16.8 4.4 19.0 6.9 11.7 2.6 3.6 3.3 1.1 1.8 0.7 16.1 2.6 38.0 8.4

下和泉エリア 71 2.8 16.9 9.9 23.9 9.9 19.7 0.0 2.8 1.4 4.2 1.4 2.8 8.5 2.8 36.6 4.2

富士見が丘エリア 116 2.6 16.4 6.0 22.4 9.5 8.6 0.0 5.2 0.0 0.0 2.6 2.6 21.6 0.9 30.2 6.0

上飯田エリア 144 3.5 22.9 4.2 21.5 5.6 8.3 2.8 4.2 1.4 0.7 2.8 1.4 22.9 2.8 36.1 4.2

上飯田団地エリア 21 4.8 14.3 9.5 14.3 4.8 4.8 4.8 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 23.8 28.6

いちょう団地エリア 24 0.0 16.7 0.0 29.2 8.3 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 4.2 29.2 12.5

中田エリア 329 4.9 19.5 4.3 21.9 7.9 8.2 1.2 6.4 1.8 0.9 1.5 1.5 20.1 2.1 32.5 5.8

しらゆりエリア 53 11.3 7.5 0.0 34.0 15.1 11.3 1.9 3.8 3.8 0.0 1.9 5.7 17.0 1.9 24.5 1.9

居住エリア別
（記載優先）
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問４ 現在、ご自分やご家族の生活の事で心配ごとや困っていることがありますか。 

 また、将来（４～５年後）懸念される心配ごとや困りごとがありますか。（○は３つまで） 

・現在、自分や家族の生活の事で心配ごとや困っていることでは「自分の病気や老後のこと」が

41.0％と高く、次いで「景気や生活費のこと」（31.6％）、「家族の健康や生活上の問題」（30.6％）

などの順である。 

・将来、懸念される心配ごとや困りごとでは「自分の病気や老後のこと」が 58.6％と高く、次い

で「家族の健康や生活上の問題」（42.0％）、「景気や生活費のこと」（34.9％）、「災害の

こと」（30.5％）、「犯罪や防犯のこと」（20.3％）などの順である。 

・現在より将来の心配ごとや困っていることが高い項目は「自分の病気や老後のこと」が 17.6 ポ

イントの差、「家族の健康や生活上の問題」が 11.4 ポイントの差である。将来より現在の方が

高い項目は、「犯罪や防犯のこと」が 4.7 ポイントの差、「仕事や職場のこと」が 1.6 ポイン

トの差、「近隣からの悪臭」が 1.3 ポイントの差である。 

  
 

  

41.0

30.6

7.7

10.0

31.6

12.9

3.3

7.4

25.8

25.0

8.8

3.8

10.2

4.2

58.6

42.0

10.5

8.4

34.9

12.7

2.0

9.5

30.5

20.3

11.1

2.2

3.2

3.3

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％

自分の病気や老後のこと

家族の健康や生活上の問題

失業・倒産や収入が減ること

仕事や職場のこと

景気や生活費のこと

子どもの保育や教育のこと

近隣からの悪臭

環境問題

災害のこと

犯罪や防犯のこと

住宅のこと

その他

心配ごとや困っていることはない

無回答

現在の心配ごとや困っていること（ｎ=1,753）

将来（４～５年後）懸念される心配や困りごと（ｎ=1,753）
複数回答
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・現在、自分や家族の生活の事で心配ごとや困っていることを平成 26 年度調査と比較すると、

１位は「自分の病気や老後のこと」で変わらないが、「景気や生活費のこと」が「家族の健康

や生活上の問題」より順位が上がり、２位と３位が入れ替わっている。 

・１位の「自分の病気や老後のこと」と３位の「家族の健康や生活上の問題」は平成 26 年度調査

に比べてそれぞれ 8.3 ポイント、4.6 ポイント低く、「災害のこと」は平成 26 年度調査に比べ

て 8.7 ポイント高い。 

 

＜H26 調査との比較＞ 

  

41.0

31.6

30.6

25.8

25.0

12.9

10.0

8.8

7.7

7.4

3.3

3.8

10.2

4.2

49.3

31.2

35.2

17.1

23.8

14.1

8.3

8.2

8.2

9.2

7.1

4.3

10.1

2.1

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

自分の病気や老後のこと

景気や生活費のこと

家族の健康や生活上の問題

災害のこと

犯罪や防犯のこと

子どもの保育や教育のこと

仕事や職場のこと

住宅のこと

失業・倒産や収入が減ること

環境問題

近隣からの悪臭

その他

心配ごとや困っていることはない

無回答

今回調査(n=1,753) H26調査(n=1,588) 複数回答
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■ 「現在の心配ごとや困っていること」と「将来（４～５年後）懸念される心配ごとや困りごと」の関係 

・「現在の心配ごとや困っていること」と「将来（４～５年後）懸念される心配や困りごと」の

上位 5 位は同じ項目が位置しているが、このうち上位 4 項目（「自分の病気や老後のこと」「景

気や生活費のこと」「家族の健康や生活上の問題」「災害のこと」）は「将来（４～５年後）

懸念される心配や困りごと」が「現在の心配ごとや困っていること」を上回っており、「犯罪

や防犯」は「将来（４～５年後）懸念される心配や困りごと」が「現在の心配ごとや困ってい

ること」を下回っている。 

 

 

 

  

自分の病気や老後

家族の健康

失業・倒産や収入

仕事や職場

景気や生活費

子どもの保育や教育

近隣からの悪臭

環境問題

災害

犯罪や防犯

住宅

その他

心配ごとはない
無回答

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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

将
来
（４
～
５
年
後
）懸
念
さ
れ
る
心
配
ご
と
や
困
り
ご
と

現在の心配ごとや困っていること
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■ 性別・年齢別 現在の心配ごとや困っていること（問４×Ｆ１、２） 

・男女とも「自分の病気や老後のこと」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下と 40 歳代で「景気や生活費のこと」、30 歳代で「子どもの保育や教

育のこと」、50 歳代以上で「自分の病気や老後のこと」が、それぞれ多い。また、20 歳代以下

で「仕事や職場のこと」、30 歳代で「犯罪や防犯のこと」、40 歳代で「子どもの保育や教育の

こと」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

■ 性別・年齢別 将来（４～５年後）懸念される心配ごとや困りごと（問４×Ｆ１、２） 

・男女とも「自分の病気や老後のこと」が多い。また、女性は男性より「災害のこと」が 8.5 ポ

イント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「景気や生活費のこと」、30 歳代で「子どもの保育や教育のこと」、

40 歳代以上で「自分の病気や老後のこと」が多い。20 歳代以下で「仕事や職場のこと」、30 歳

代と 40 歳代で「子どもの保育や教育のこと」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

合計 自
分
の
病
気
や
老
後

の
こ
と

家
族
の
健
康
や
生
活

上
の
問
題

失
業
・
倒
産
や
収
入

が
減
る
こ
と

仕
事
や
職
場
の
こ
と

景
気
や
生
活
費
の
こ

と 子
ど
も
の
保
育
や
教

育
の
こ
と

近
隣
か
ら
の
悪
臭

環
境
問
題

災
害
の
こ
と

犯
罪
や
防
犯
の
こ
と

住
宅
の
こ
と

そ
の
他

心
配
ご
と
や
困
っ

て

い
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 1753 41.0 30.6 7.7 10.0 31.6 12.9 3.3 7.4 25.8 25.0 8.8 3.8 10.2 4.2

男性 708 42.5 30.4 9.3 11.0 31.4 12.3 3.7 9.0 22.3 27.5 9.3 4.5 9.2 3.4

女性 992 40.1 30.7 6.8 9.6 32.5 13.7 3.0 6.3 28.8 23.6 8.7 3.5 10.3 4.2

20歳代以下 150 14.7 23.3 6.0 23.3 30.7 10.7 2.7 7.3 22.7 29.3 4.7 5.3 13.3 4.0

30歳代 181 23.2 23.2 13.3 19.9 34.3 39.8 3.9 2.8 27.6 35.9 7.7 3.3 6.6 1.7

40歳代 283 27.9 24.7 13.4 16.6 35.0 34.3 3.9 3.2 25.8 28.3 8.8 6.0 7.8 1.8

50歳代 259 37.5 35.9 12.0 14.7 30.5 8.5 6.2 6.9 24.7 19.3 10.4 5.0 11.2 1.9

60歳代 297 50.2 33.7 5.7 3.7 32.0 3.4 2.7 9.8 26.9 19.5 12.8 2.7 12.8 3.4

70歳代以上 503 60.0 34.8 2.6 0.6 30.0 1.0 2.0 10.3 26.8 24.7 8.0 3.0 8.5 6.8

問４-1 現在の心配ごとや困っていること

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 自
分
の
病
気
や
老
後

の
こ
と

家
族
の
健
康
や
生
活

上
の
問
題

失
業
・
倒
産
や
収
入

が
減
る
こ
と

仕
事
や
職
場
の
こ
と

景
気
や
生
活
費
の
こ

と 子
ど
も
の
保
育
や
教

育
の
こ
と

近
隣
か
ら
の
悪
臭

環
境
問
題

災
害
の
こ
と

犯
罪
や
防
犯
の
こ
と

住
宅
の
こ
と

そ
の
他

心
配
ご
と
や
困
っ

て

い
る
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 1753 58.6 42.0 10.5 8.4 34.9 12.7 2.0 9.5 30.5 20.3 11.1 2.2 3.2 3.3

男性 708 56.6 43.8 12.0 9.3 35.2 11.9 1.7 11.7 25.7 21.5 11.2 2.4 3.4 3.0

女性 992 60.2 40.9 9.8 8.1 35.4 13.7 2.2 8.1 34.2 19.7 11.1 2.2 2.6 3.2

20歳代以下 150 24.0 32.0 10.0 28.0 36.7 21.3 1.3 10.0 26.7 21.3 8.7 2.0 7.3 2.0

30歳代 181 32.0 39.8 17.7 12.2 34.3 41.4 1.7 7.7 34.3 26.5 12.7 2.8 2.2 1.1

40歳代 283 47.3 42.4 17.0 13.4 35.3 30.0 2.8 6.7 29.7 21.2 11.3 3.5 3.2 1.1

50歳代 259 64.9 38.2 18.9 9.7 39.0 6.2 3.9 9.3 28.6 16.2 13.1 1.9 3.5 1.5

60歳代 297 75.4 49.2 8.1 3.7 34.3 2.0 1.7 13.1 30.6 20.2 11.8 2.0 1.7 1.7

70歳代以上 503 72.8 44.9 2.6 0.4 34.0 1.0 1.2 9.9 31.6 19.5 9.5 2.0 2.2 6.6

問４-2 将来（４～５年後）懸念される心配ごとや困りごと

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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２．買い物や飲食について 

 

問５ 食料品や日用品など日常的な商品を購入する際、主にどのようなお店を利用していますか。また、

泉区にもっとあったら良いと思うお店はどれですか。（○はいくつでも） 

・買い物や飲食に利用する店は「スーパー」が 89.8％、次いで「ドラッグストア」（66.9％）、

「コンビニエンスストア」（51.4％）、「通信販売やインターネット」（30.3％）、「大型専

門店」（25.3％）、「農産物などの直売所」（23.4％）、「宅配」（16.9％）、「デパート」

（14.7％）、「身近な個人商店」（8.6％）の順である。 

・泉区にもっとあったら良いと思うお店は「大型専門店」が 40.0％、次いで「スーパー」（25.3％）、

「農産物などの直売所」（22.9％）、「身近な個人商店」（22.6％）、「デパート」（16.0％）

などの順である。 

・「大型専門店」、「デパート」、「身近な個人商店」では、「日常利用している店」より「泉

区にもっとあったら良い店」の割合が高い。 

 

  

89.8

66.9

51.4

30.3

25.3

23.4

16.9

14.7

8.6

1.4

2.5

25.3

8.0

7.8

40.0

22.9

3.6

16.0

22.6

4.1

19.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

スーパー

ドラッグストア

コンビニエンスストア

通信販売やインターネット

大型専門店

農産物などの直売所

宅配

デパート

身近な個人商店

その他

無回答

【日常】利用している店（ｎ=1,753） 【日常】泉区にもっとあったら良いと思う店（ｎ=1,753）

複数回答

注）「泉区にもっとあった

ら良いと思う店」では、

「通信販売やインター

ネット」の選択肢は除外
されている

（注） 
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■ 性別・年齢別 食料品や日常的な商品を購入する際に利用する店（問５×Ｆ１、２） 

・男女とも「スーパー」が多い。女性は男性より「ドラッグストア」が 13.0 ポイント、「農産物

などの直売所」が 11.9 ポイント高い。 

・年齢別では、いずれも「スーパー」が多い。20 歳代以下で「コンビニエンスストア」、30 歳代

で「コンビニエンスストア」「ドラッグストア」「通信販売やインターネット」、40歳代で「通

信販売やインターネット」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

■ 性別・年齢別 泉区にもっとあったら良いと思う店（問５×Ｆ１、２） 

・男女とも「大型専門店」が多い。 

・年齢別では、いずれの年代も「大型専門店」が多い。20 歳代以下では「デパート」が全体値に

比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

  

合計 身
近
な
個
人
商
店

大
型
専
門
店

ス
ー

パ
ー

デ
パ
ー

ト

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

農
産
物
な
ど
の
直
売

所 宅
配

通
信
販
売
や
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 8.6 25.3 89.8 14.7 51.4 66.9 23.4 16.9 30.3 1.4 2.5

男性 708 8.1 23.9 87.7 9.5 56.5 60.2 16.4 13.8 28.5 0.6 2.7

女性 992 8.8 26.1 92.0 18.0 49.0 73.2 28.3 19.6 32.4 2.0 1.5

20歳代以下 150 4.7 27.3 81.3 18.0 75.3 69.3 8.0 17.3 40.0 0.7 2.7

30歳代 181 7.7 32.0 92.8 17.1 64.1 81.2 20.4 19.3 48.1 1.1 0.0

40歳代 283 5.3 26.5 92.9 12.4 55.5 71.4 21.2 16.6 40.6 0.7 0.4

50歳代 259 8.5 29.7 93.8 11.6 52.5 74.9 22.0 18.5 33.6 1.5 1.5

60歳代 297 7.4 24.2 91.2 16.8 43.4 68.7 21.9 17.8 26.6 1.7 1.7

70歳代以上 503 12.9 19.5 87.5 13.7 44.1 56.1 32.2 15.5 17.5 1.6 4.4

問５-1【日常】利用している店

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 身
近
な
個
人
商
店

大
型
専
門
店

ス
ー

パ
ー

デ
パ
ー

ト

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

農
産
物
な
ど
の
直
売

所 宅
配

通
信
販
売
や
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 22.6 40.0 25.3 16.0 7.8 8.0 22.9 3.6 0.0 4.1 19.1

男性 708 24.2 38.4 25.4 14.3 8.6 8.1 22.6 3.7 0.0 3.4 19.5

女性 992 21.8 42.0 25.4 17.6 7.0 8.1 23.5 3.6 0.0 4.7 17.3

20歳代以下 150 16.7 46.0 26.7 29.3 12.0 9.3 14.7 5.3 0.0 4.7 19.3

30歳代 181 13.8 54.7 31.5 24.9 10.5 13.3 21.0 2.8 0.0 2.2 16.0

40歳代 283 23.0 45.6 29.7 20.5 8.5 9.2 19.8 2.5 0.0 6.7 12.7

50歳代 259 20.8 45.2 27.0 13.5 7.3 8.5 24.7 3.1 0.0 5.8 13.5

60歳代 297 22.2 35.7 22.2 11.1 3.4 4.7 24.9 2.0 0.0 4.0 19.9

70歳代以上 503 30.0 30.4 21.1 10.9 7.6 6.2 27.8 5.6 0.0 2.4 23.5

問５-2【日常】泉区にもっとあったら良いと思う店

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 食料品や日常的な商品を購入する際に利用する店（問５×Ｆ３） 

・いずれの地区でも「スーパー」が多い。中川では「コンビニエンスストア」、緑園、いちょう

団地では「デパート」、新橋では「ドラッグストア」、下和泉では「大型専門店」が全体値に

比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 居住地区別 泉区にもっとあったら良いと思う店（問５×Ｆ３） 

・上飯田団地では「農産物などの直売所」、いちょう団地では「スーパー」、それ以外では「大

型専門店」が多い。緑園、新橋では「農産物などの直売所」、富士見が丘では「大型専門店」、

「スーパー」、上飯田団地では「農産物などの直売所」、「ドラッグストア」、いちょう団地

では「身近な個人商店」、「スーパー」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

  

合計 身
近
な
個
人
商
店

大
型
専
門
店

ス
ー

パ
ー

デ
パ
ー

ト

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

農
産
物
な
ど
の
直
売

所 宅
配

通
信
販
売
や
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 8.6 25.3 89.8 14.7 51.4 66.9 23.4 16.9 30.3 1.4 2.5

中川エリア 289 11.8 23.2 88.9 17.0 61.6 76.5 18.3 21.8 37.7 1.4 2.4

緑園エリア 171 7.6 21.1 94.2 26.3 45.0 69.6 22.2 19.9 34.5 2.9 0.6

新橋エリア 83 7.2 22.9 90.4 12.0 38.6 80.7 15.7 15.7 27.7 2.4 2.4

和泉北部エリア 103 4.9 32.0 92.2 11.7 40.8 59.2 31.1 12.6 32.0 0.0 3.9

和泉中央エリア 274 5.8 24.5 92.0 12.8 51.8 62.8 19.7 16.1 30.3 1.5 0.7

下和泉エリア 71 5.6 36.6 85.9 5.6 45.1 60.6 29.6 12.7 23.9 0.0 4.2

富士見が丘エリア 116 4.3 29.3 92.2 10.3 56.0 66.4 26.7 18.1 27.6 1.7 1.7

上飯田エリア 144 10.4 25.7 91.0 12.5 56.3 53.5 27.8 15.3 30.6 1.4 2.8

上飯田団地エリア 21 14.3 28.6 61.9 19.0 42.9 47.6 19.0 23.8 23.8 0.0 9.5

いちょう団地エリア 24 16.7 20.8 95.8 29.2 41.7 58.3 33.3 4.2 4.2 4.2 0.0

中田エリア 329 10.9 25.5 88.8 12.2 55.6 72.3 28.3 17.3 30.4 0.9 1.2

しらゆりエリア 53 7.5 15.1 86.8 13.2 41.5 73.6 13.2 13.2 24.5 0.0 5.7

問５-1【日常】利用している店

居住エリア別
（記載優先）

合計 身
近
な
個
人
商
店

大
型
専
門
店

ス
ー

パ
ー

デ
パ
ー

ト

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア

ド
ラ
ッ

グ
ス
ト
ア

農
産
物
な
ど
の
直
売

所 宅
配

通
信
販
売
や
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 22.6 40.0 25.3 16.0 7.8 8.0 22.9 3.6 0.0 4.1 19.1

中川エリア 289 25.6 36.3 17.6 17.0 7.3 6.2 26.0 3.8 0.0 5.2 18.7

緑園エリア 171 24.6 42.7 23.4 18.1 2.9 4.1 34.5 1.8 0.0 2.3 14.6

新橋エリア 83 27.7 42.2 24.1 18.1 1.2 2.4 33.7 7.2 0.0 3.6 9.6

和泉北部エリア 103 29.1 35.0 17.5 6.8 9.7 5.8 18.4 1.9 0.0 3.9 20.4

和泉中央エリア 274 19.0 44.2 22.6 16.4 8.4 9.1 20.4 3.3 0.0 3.6 18.6

下和泉エリア 71 16.9 42.3 23.9 16.9 8.5 0.0 19.7 1.4 0.0 0.0 29.6

富士見が丘エリア 116 22.4 56.0 43.1 16.4 12.1 12.9 17.2 2.6 0.0 6.0 12.1

上飯田エリア 144 20.1 49.3 33.3 16.7 13.2 17.4 18.8 4.2 0.0 8.3 11.8

上飯田団地エリア 21 23.8 23.8 33.3 4.8 14.3 28.6 38.1 4.8 0.0 0.0 19.0

いちょう団地エリア 24 33.3 16.7 50.0 16.7 16.7 16.7 25.0 12.5 0.0 4.2 12.5

中田エリア 329 21.9 34.0 26.4 15.5 5.8 6.7 21.0 4.9 0.0 3.0 24.6

しらゆりエリア 53 22.6 35.8 15.1 17.0 5.7 3.8 26.4 0.0 0.0 7.5 13.2

問５-2【日常】泉区にもっとあったら良いと思う店

居住エリア別
（記載優先）
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問６ 食料品や日用品など日常的な商品の購入について、困っていることはありますか。（○はひとつ） 

・「ない」が 78.0％で、「ある」の 17.1％を 60.9 ポイント上回っている。 

 

 

■ 性別・年齢別 日常的な商品の購入について、困っていることの有無（問６×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代でも「ない」が多い。 

 

 

■ 居住地区別 日常的な商品の購入について、困っていることの有無（問６×Ｆ３） 

・いずれの地区でも「ない」が多い。富士見が丘、上飯田団地では「ある」が全体値に比べて 10

ポイント以上高い。 

 

 

ある

299

17.1%

ない

1,368

78.0%

無回答

86

4.9%

ｎ=1,753

合計 ある ない 無回答

全体 1753 17.1 78.0 4.9

男性 708 15.5 79.7 4.8

女性 992 18.2 78.1 3.6

20歳代以下 150 16.0 82.0 2.0

30歳代 181 19.3 80.7 0.0

40歳代 283 19.4 80.2 0.4

50歳代 259 14.7 83.4 1.9

60歳代 297 11.8 84.5 3.7

70歳代以上 503 19.7 70.2 10.1

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問６ 食料品や日用品など日常的な商品
の購入について、困っていること

合計 ある ない 無回答

全体 1753 17.1 78.0 4.9

中川エリア 289 16.3 78.9 4.8

緑園エリア 171 13.5 84.2 2.3

新橋エリア 83 22.9 75.9 1.2

和泉北部エリア 103 7.8 88.3 3.9

和泉中央エリア 274 14.6 81.4 4.0

下和泉エリア 71 15.5 80.3 4.2

富士見が丘エリア 116 38.8 56.9 4.3

上飯田エリア 144 18.1 78.5 3.5

上飯田団地エリア 21 28.6 61.9 9.5

いちょう団地エリア 24 20.8 70.8 8.3

中田エリア 329 14.9 79.6 5.5

しらゆりエリア 53 13.2 84.9 1.9

問６ 食料品や日用品など日常的な商品
の購入について、困っていること

居住エリア別
（記載優先）
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問６で「ある」と答えた方のみ 

(困っている理由) 日常的な商品の購入について、困っていることがある理由（○はいくつでも） 

・「交通手段がない、または不便である」が 44.5％、次いで「店等で買い物をした際の荷物を持

ち帰ることが困難である」（44.1％）、「買い物をする時間がない」（20.1％）などの順であ

る。 

 

 

問６で「ない」と答えた方のみ 

 （困っていることがない理由) 日常的な商品の購入について、困っていることがない理由（○はいくつでも） 

・「一人で店等で必要な時に必要な買い物ができる」が 80.2％、次いで「インターネットを利用

して、必要な時に必要な買い物ができる」（26.7％）、「通信販売を利用して、必要な時に必

要な買い物ができる」（13.2％）などの順である。 

 

  

44.5

44.1

20.1

9.4

8.4

7.0

13.4

1.0

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

交通手段がない、または不便である

店等で買い物をした際の荷物を持ち帰ることが

困難である

買い物をする時間がない

一人で店等に買い物に行くことができず、家族や

ヘルパー等の付き添いが必要である

身体を自由に動かすことが困難である

子育てや介護等で、家を空けることができない

その他

無回答

ｎ=299

複数回答

80.2

26.7

13.2

4.3

3.1

0.8

1.7

12.7

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

一人で店等で必要な時に必要な買い物ができる

インターネットを利用して、必要な時に必要な買い物が

できる

通信販売を利用して、必要な時に必要な買い物ができる

家族やヘルパー等の付き添いがあり、店等で必要な時

に必要な買い物ができる

家族やヘルパー等が買い物を行っているため、自分で

買い物をする必要がない

移動販売を利用して、必要な時に必要な買い物ができる

その他

無回答

ｎ=1,368

複数回答



 37 

■ 性別・年齢別 日常的な商品の購入について、困っていることの有無の理由（問６×Ｆ１、２） 

・困っていることがある理由は、男性では「交通手段がない、または不便である」が多く、女性

より 15.8 ポイント高い。女性では「店等で買い物をした際の荷物を持ち帰ることが困難であ

る」が多く、男性より 14.7 ポイント高い。 

・年齢別では、30 歳代と 70 歳代以上で「店等で買い物をした際の荷物を持ち帰ることが困難で

ある」、それ以外では「交通手段がない、または不便である」が多い。また、20歳代以下と 40

歳代で「買い物をする時間がない」、30歳代で「子育てや介護等で、家を空けることができな

い」「買い物をする時間がない」、70 歳代以上で「店等で買い物をした際の荷物を持ち帰るこ

とが困難である」、「身体を自由に動かすことが困難である」「一人で店等に買い物に行くこ

とができず、家族やヘルパー等の付き添いが必要である」が全体値に比べて 10 ポイント以上

高い。 

・困っていることがない理由は、男女とも「一人で店等で必要な時に必要な買い物ができる」が

多い。 

・年齢別では、いずれの年代も「一人で店等で必要な時に必要な買い物ができる」が多い。50 歳

代までは「インターネットを利用して、必要な時に必要な買い物ができる」が全体値に比べて

10 ポイント以上高い。 

 

＜困っていることがある理由＞ 

 

 

＜困っていることがない理由＞ 

 

合計 交
通
手
段
が
な
い
、

ま
た

は
不
便
で
あ
る

身
体
を
自
由
に
動
か
す
こ

と
が
困
難
で
あ
る

一
人
で
店
等
に
買
い
物
に

行
く
こ
と
が
で
き
ず
、

家

族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
の
付
き

添
い
が
必
要
で
あ
る

子
育
て
や
介
護
等
で
、

家

を
空
け
る
こ
と
が
で
き
な

い 買
い
物
を
す
る
時
間
が
な

い 店
等
で
買
い
物
を
し
た
際

の
荷
物
を
持
ち
帰
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る

そ
の
他

無
回
答

全体 299 44.5 8.4 9.4 7.0 20.1 44.1 13.4 1.0

男性 110 54.5 9.1 7.3 2.7 16.4 34.5 13.6 1.8

女性 181 38.7 8.3 11.0 9.4 22.7 49.2 13.8 0.6

20歳代以下 24 45.8 0.0 4.2 8.3 41.7 37.5 8.3 4.2

30歳代 35 34.3 0.0 2.9 17.1 34.3 37.1 25.7 0.0

40歳代 55 43.6 1.8 1.8 9.1 32.7 30.9 18.2 0.0

50歳代 38 52.6 0.0 5.3 5.3 26.3 31.6 18.4 0.0

60歳代 35 45.7 2.9 8.6 5.7 11.4 37.1 8.6 0.0

70歳代以上 99 47.5 23.2 20.2 4.0 2.0 60.6 9.1 2.0

Ｆ１ 性別

問６-1【日常】困ったことがある理由

年齢(年代別)

合計 一
人
で
店
等
で
必
要
な
時

に
必
要
な
買
い
物
が
で
き

る 家
族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
の
付

き
添
い
が
あ
り
、

店
等
で

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

家
族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
が
買

い
物
を
行
っ

て
い
る
た

め
、

自
分
で
買
い
物
を
す

る
必
要
が
な
い

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
を
利
用

し
て
、

必
要
な
時
に
必
要

な
買
い
物
が
で
き
る

通
信
販
売
を
利
用
し
て
、

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

移
動
販
売
を
利
用
し
て
、

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

そ
の
他

無
回
答

全体 1368 80.2 4.3 3.1 26.7 13.2 0.8 1.7 12.7

男性 564 78.9 3.2 3.9 29.1 11.3 0.7 0.7 12.2

女性 775 81.3 5.2 2.5 25.4 14.7 0.9 2.2 13.0

20歳代以下 123 70.7 4.1 6.5 37.4 9.8 0.0 1.6 8.9

30歳代 146 72.6 5.5 4.1 38.4 11.0 0.7 0.0 19.2

40歳代 227 80.6 2.2 2.2 37.0 11.9 0.4 0.4 15.4

50歳代 216 87.5 1.9 1.4 37.0 16.2 0.9 0.0 8.8

60歳代 251 83.7 1.2 1.2 20.3 13.9 0.4 2.4 11.2

70歳代以上 353 80.2 9.1 4.8 10.5 14.4 1.7 3.4 11.9

問６-2【日常】困ったことがない理由

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 日常的な商品の購入について、困っていることの有無の理由（問６×Ｆ３） 

・困っていることがある理由は、中川、新橋、和泉北部、下和泉、富士見が丘、上飯田、いちょ

う団地では「交通手段がない、または不便である」、それ以外の地区では「店等で買い物をし

た際の荷物を持ち帰ることが困難である」が多い。 

・困っていることがない理由は、いずれの地区でも「一人で店等で必要な時に必要な買い物がで

きる」が多い。また、新橋では「インターネットを利用して、必要な時に必要な買い物ができ

る」、いちょう団地では「通信販売を利用して、必要な時に必要な買い物ができる」が全体値

に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜困っていることがある理由＞ 

 

＜困っていることがない理由＞ 

 

 

 

  

合計 交
通
手
段
が
な
い
、

ま
た

は
不
便
で
あ
る

身
体
を
自
由
に
動
か
す
こ

と
が
困
難
で
あ
る

一
人
で
店
等
に
買
い
物
に

行
く
こ
と
が
で
き
ず
、

家

族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
の
付
き

添
い
が
必
要
で
あ
る

子
育
て
や
介
護
等
で
、

家

を
空
け
る
こ
と
が
で
き
な

い 買
い
物
を
す
る
時
間
が
な

い 店
等
で
買
い
物
を
し
た
際

の
荷
物
を
持
ち
帰
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る

そ
の
他

無
回
答

全体 299 44.5 8.4 9.4 7.0 20.1 44.1 13.4 1.0

中川エリア 47 57.4 10.6 12.8 6.4 17.0 42.6 17.0 0.0

緑園エリア 23 34.8 0.0 8.7 0.0 26.1 47.8 13.0 0.0

新橋エリア 19 63.2 10.5 10.5 15.8 15.8 57.9 5.3 5.3

和泉北部エリア 8 50.0 0.0 25.0 12.5 12.5 37.5 25.0 0.0

和泉中央エリア 40 15.0 7.5 12.5 12.5 25.0 40.0 12.5 2.5

下和泉エリア 11 54.5 0.0 0.0 0.0 9.1 36.4 18.2 0.0

富士見が丘エリア 45 53.3 6.7 4.4 13.3 15.6 33.3 20.0 0.0

上飯田エリア 26 69.2 0.0 0.0 3.8 19.2 38.5 3.8 0.0

上飯田団地エリア 6 33.3 33.3 50.0 0.0 0.0 83.3 16.7 0.0

いちょう団地エリア 5 60.0 20.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0

中田エリア 49 32.7 16.3 12.2 4.1 28.6 46.9 14.3 2.0

しらゆりエリア 7 28.6 0.0 0.0 0.0 28.6 71.4 0.0 0.0

問６-1【日常】困ったことがある理由

居住エリア別
（記載優先）

合計 一
人
で
店
等
で
必
要
な
時

に
必
要
な
買
い
物
が
で
き

る 家
族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
の
付

き
添
い
が
あ
り
、

店
等
で

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

家
族
や
ヘ
ル
パ
ー

等
が
買

い
物
を
行
っ

て
い
る
た

め
、

自
分
で
買
い
物
を
す

る
必
要
が
な
い

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト
を
利
用

し
て
、

必
要
な
時
に
必
要

な
買
い
物
が
で
き
る

通
信
販
売
を
利
用
し
て
、

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

移
動
販
売
を
利
用
し
て
、

必
要
な
時
に
必
要
な
買
い

物
が
で
き
る

そ
の
他

無
回
答

全体 1368 80.2 4.3 3.1 26.7 13.2 0.8 1.7 12.7

中川エリア 228 81.1 4.8 2.6 36.4 16.2 0.4 1.3 11.4

緑園エリア 144 81.9 1.4 2.1 30.6 13.2 0.0 2.8 9.7

新橋エリア 63 85.7 4.8 3.2 38.1 15.9 1.6 3.2 9.5

和泉北部エリア 91 82.4 6.6 2.2 27.5 17.6 3.3 1.1 12.1

和泉中央エリア 223 79.4 3.1 4.9 25.1 9.9 0.9 1.3 13.5

下和泉エリア 57 73.7 7.0 1.8 15.8 12.3 1.8 1.8 15.8

富士見が丘エリア 66 84.8 6.1 1.5 21.2 15.2 0.0 1.5 9.1

上飯田エリア 113 78.8 4.4 4.4 26.5 10.6 0.0 0.9 14.2

上飯田団地エリア 13 76.9 0.0 0.0 7.7 15.4 0.0 15.4 7.7

いちょう団地エリア 17 94.1 5.9 5.9 5.9 29.4 0.0 0.0 0.0

中田エリア 262 79.0 3.8 3.1 22.9 13.0 1.1 1.1 15.3

しらゆりエリア 45 73.3 6.7 4.4 22.2 4.4 0.0 2.2 15.6

問６-2【日常】困ったことがない理由

居住エリア別
（記載優先）
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問７ 日常的な商品以外の商品（洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等）を購入する際、よく

利用する場所はどこですか。（○はいくつでも） 

・「横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺」が 62.8％、次いで「立場駅周辺」（37.3％）、「戸塚駅

周辺」（35.5％）、「二俣川駅周辺」（15.0％）、「東戸塚駅周辺」（14.5％）、「辻堂駅周

辺」（11.1％）、「湘南台駅周辺」（10.4％）などの順である。 

 

  

62.8

37.3

35.5

15.0

14.5

11.1

10.4

9.1

5.8

3.5

3.5

10.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺

立場駅周辺

戸塚駅周辺

二俣川駅周辺

東戸塚駅周辺

辻堂駅周辺

湘南台駅周辺

東京都内

海老名駅周辺

藤沢駅周辺

鴨居駅周辺

その他

無回答

ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 日常的な商品以外の商品を購入する際、よく利用する場所（問７×Ｆ１、２） 

・男女とも「横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺」が多い。 

・年齢別では、60 歳代までは「横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺」、70 歳代以上では「立場駅周

辺」が多い。20 歳代以下では「横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺」、「東京都内」、40 歳代で

は「辻堂駅周辺」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 
 

■ 居住地区別 日常的な商品以外の商品を購入する際、よく利用する場所（問７×Ｆ３） 

・下和泉、富士見が丘、上飯田団地、いちょう団地では「立場駅周辺」、中田では「戸塚駅周辺」、

それ以外の地区では「横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺」が多い。 

 

  

合計 立
場
駅
周
辺

二
俣
川
駅
周
辺

戸
塚
駅
周
辺

東
戸
塚
駅
周
辺

湘
南
台
駅
周
辺

海
老
名
駅
周
辺

辻
堂
駅
周
辺

藤
沢
駅
周
辺

鴨
居
駅
周
辺

横
浜
駅
周
辺
・
み
な

と
み
ら
い
駅
周
辺

東
京
都
内

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.3 15.0 35.5 14.5 10.4 5.8 11.1 3.5 3.5 62.8 9.1 10.2 2.1

男性 708 39.7 13.4 33.6 13.7 12.9 4.8 9.3 3.1 2.5 60.7 10.3 7.9 2.5

女性 992 36.0 15.9 37.8 15.6 8.9 6.6 12.7 3.7 4.3 65.1 8.5 12.2 0.9

20歳代以下 150 19.3 14.7 38.0 10.0 8.7 6.7 19.3 4.0 6.7 83.3 24.0 6.0 2.7

30歳代 181 23.2 11.0 43.6 18.8 7.7 8.8 21.0 5.5 3.9 69.6 16.0 11.6 0.0

40歳代 283 25.8 14.8 32.9 22.6 8.5 9.2 21.2 3.5 8.1 65.4 8.8 14.5 0.0

50歳代 259 33.2 15.8 39.0 17.4 10.0 8.1 12.4 3.1 4.2 64.5 8.5 15.1 0.4

60歳代 297 37.4 19.5 27.3 15.2 9.8 5.7 7.4 3.7 2.0 67.0 7.4 10.1 2.0

70歳代以上 503 57.7 12.7 37.6 8.9 13.3 1.4 1.6 2.0 0.8 49.9 3.8 7.0 3.6

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問７ 日常的な商品以外の商品を購入する際、よく利用する場所

合計 立
場
駅
周
辺

二
俣
川
駅
周
辺

戸
塚
駅
周
辺

東
戸
塚
駅
周
辺

湘
南
台
駅
周
辺

海
老
名
駅
周
辺

辻
堂
駅
周
辺

藤
沢
駅
周
辺

鴨
居
駅
周
辺

横
浜
駅
周
辺
・
み
な

と
み
ら
い
駅
周
辺

東
京
都
内

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.3 15.0 35.5 14.5 10.4 5.8 11.1 3.5 3.5 62.8 9.1 10.2 2.1

中川エリア 289 21.5 17.6 40.5 30.4 3.1 3.1 9.3 2.1 5.2 75.4 15.2 9.7 2.1

緑園エリア 171 5.3 44.4 4.7 40.9 0.6 4.7 3.5 0.0 2.3 84.2 12.3 8.8 0.0

新橋エリア 83 25.3 25.3 26.5 25.3 2.4 4.8 12.0 3.6 3.6 72.3 4.8 9.6 2.4

和泉北部エリア 103 42.7 29.1 11.7 7.8 7.8 7.8 2.9 1.9 3.9 70.9 5.8 10.7 5.8

和泉中央エリア 274 41.2 12.4 27.7 6.2 11.3 9.9 20.8 4.7 4.0 68.2 10.9 4.7 0.7

下和泉エリア 71 67.6 1.4 49.3 5.6 18.3 8.5 19.7 2.8 2.8 43.7 2.8 8.5 1.4

富士見が丘エリア 116 52.6 0.9 38.8 3.4 38.8 3.4 19.0 7.8 1.7 44.0 6.9 15.5 0.0

上飯田エリア 144 41.0 17.4 20.8 7.6 22.9 12.5 11.1 5.6 4.2 61.8 3.5 18.1 1.4

上飯田団地エリア 21 61.9 14.3 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 4.8 19.0 4.8

いちょう団地エリア 24 66.7 8.3 16.7 0.0 8.3 12.5 0.0 16.7 0.0 29.2 4.2 33.3 4.2

中田エリア 329 50.2 1.8 65.3 6.4 7.6 2.7 9.7 3.0 3.6 49.8 6.7 10.6 1.8

しらゆりエリア 53 32.1 1.9 60.4 7.5 3.8 1.9 9.4 0.0 3.8 64.2 13.2 5.7 1.9

問７ 日常的な商品以外の商品を購入する際、よく利用する場所

居住エリア別
（記載優先）
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問８ 飲食店の利用について、おたずねします。（それぞれに○はひとつ） 

・飲食店の利用頻度は、昼食では「１か月に数回程度」が 26.4％、夕食では「特に決まっていな

い」が 25.3％と多い。 

・泉区の飲食店の利用頻度は、「特に決まっていない」が、昼食で 31.7％、夕食で 36.1％と多

く、次いで「１年に数回程度」が、昼食で 22.0％、夕食で 22.5％である。 

・飲食店の利用場面は、「外出のついで」が、昼食で 29.4％、夕食で 28.6％と多く、次いで昼食

では「友人・知人と会う時」が 27.7％、夕食では「休日の夕食」が 25.7％と多い。 

・１回（１人）あたりの支払額は、昼食では「800 円～1,000 円未満」が 28.5％、夕食では「1,500

円～2,000 円未満」が 17.9％と多い。 

 

 ＜飲食店の利用頻度＞ ＜泉区の飲食店の利用頻度＞ 

 

 ＜飲食店の利用場面＞ ＜１回（１人）あたりの支払額＞ 

  

5.6

7.4

9.7

26.4

11.1

13.7

20.9

2.6

2.5

1.3

4.8

7.5

22.2

12.9

18.2

25.3

3.4

4.4

0％ 20％ 40％

ほとんど毎日

１週間に数回

１週間に１回程度

１か月に数回程度

１か月に１回程度

１年に数回程度

特に決まっていない

その他

無回答

（飲食店）昼食の利用頻度（ｎ=1,753）
（飲食店）夕食の利用頻度（ｎ=1,753）

0.3

3.0

5.3

16.5

11.8

22.0

31.7

5.7

3.8

0.2

1.4

3.5

12.4

12.1

22.5

36.1

6.4

5.4

0％ 20％ 40％

ほとんど毎日

１週間に数回

１週間に１回程度

１か月に数回程度

１か月に１回程度

１年に数回程度

特に決まっていない

その他

無回答

（泉区の飲食店）昼食の利用頻度（ｎ=1,753）

（泉区の飲食店）昼食の利用頻度（ｎ=1,753）

2.5

15.2

28.5

23.8

12.2

8.3

3.4

1.5

4.6

0.9

2.7

10.8

17.1

13.3

17.9

14.7

13.6

8.9

0％ 20％ 40％

500円未満

500円～800円未満

800円～1,000円未満

1,000円～1,200円未満

1,200円～1,500円未満

1,500円～2,000円未満

2,000円～3,000円未満

3,000円以上

無回答

１回（１人）あたりの支払額（昼食）（ｎ=1,753）
１回（１人）あたりの支払額（夕食）（ｎ=1,753）

11.0

18.6

27.7

1.4

29.4

3.9

8.0

5.4

25.7

18.8

2.6

28.6

7.8

11.1

0％ 20％ 40％

平日（通勤、通学日）の昼食・

夕食

休日の昼食・夕食

友人・知人と会う時

レジャー

外出のついで

その他

無回答

飲食店の利用場面（昼食）（ｎ=1,753）
飲食店の利用場面（夕食）（ｎ=1,753）
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■ 性別・年齢別 飲食店の利用（問８×Ｆ１、２） 

＜昼食＞ 

飲食店の利用頻度 

・男女とも「１か月に数回程度」が多い。男性は女性より「ほとんど毎日」が 9.0 ポイント高い。 

・年齢別では、60 歳代まででは「１か月に数回程度」、70 歳代以上では「特に決まっていない」

が多い。 

泉区の飲食店の利用頻度 

・男女とも「特に決まっていない」が多い。 

・年齢別では、50 歳代が「１年に数回程度」、それ以外では「特に決まっていない」が最も多い。 

飲食店の利用場面 

・男性は「外出のついで」が多い。女性は「友人・知人と会う時」が多く、男性を 24.1 ポイント

上回っている。男性は「平日（通勤、通学日）の昼食」で女性を 10.3 ポイント上回っている。 

・年齢別では、20 歳代以下と 60 歳代で「友人・知人と会う時」、30 歳代、40 歳代で「休日の昼

食」、50 歳代と 70 歳代以上で「外出のついで」が多い。 

１回（１人）あたりの支払額 

・男性は「800 円～1,000 円未満」が多く、女性は「800 円～1,000 円未満」「1,000 円～1,200円

未満」が同率である。男性は女性より「500 円～800 円未満」で 9.2 ポイント上回っている。 

・年齢別では、20 歳代以下と 60 歳代で「1,000 円～1,200 円未満」、それ以外では「800 円～

1,000 円未満」が多い。30 歳代で「500円～800 円未満」が全体値に比べて 10 ポイント以上高

い。 

 

＜飲食店の利用頻度(昼食)＞ 

 

 

  

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 5.6 7.4 9.7 26.4 11.1 13.7 20.9 2.6 2.5

男性 708 10.9 8.6 9.5 23.3 8.6 12.6 19.8 3.4 3.4

女性 992 1.9 6.6 10.2 28.9 13.0 14.5 21.7 2.0 1.2

20歳代以下 150 8.0 11.3 8.7 32.0 9.3 4.7 22.7 1.3 2.0

30歳代 181 8.8 9.4 17.1 30.4 12.2 7.7 12.7 1.1 0.6

40歳代 283 8.1 6.0 13.1 29.0 10.2 14.8 17.7 0.7 0.4

50歳代 259 8.1 7.3 10.4 29.0 11.6 13.5 16.6 3.1 0.4

60歳代 297 5.1 6.4 8.1 28.3 11.8 15.5 19.9 3.0 2.0

70歳代以上 503 1.6 6.4 7.0 20.3 11.1 17.7 27.8 3.4 4.8

問８-1-1（昼食）飲食店の利用頻度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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＜泉区の飲食店の利用頻度(昼食)＞ 

 

 

＜飲食店の利用場面(昼食)＞ 

 

 

＜１回（１人）あたりの支払額(昼食)＞ 

 

 

  

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 0.3 3.0 5.3 16.5 11.8 22.0 31.7 5.7 3.8

男性 708 0.4 3.4 5.6 16.9 11.7 22.0 30.4 5.8 3.7

女性 992 0.2 2.6 5.1 16.2 12.0 22.6 32.7 5.5 3.0

20歳代以下 150 0.0 2.7 4.0 11.3 12.0 25.3 34.7 8.0 2.0

30歳代 181 0.6 2.8 10.5 22.7 12.2 22.7 23.2 5.0 0.6

40歳代 283 0.0 2.1 6.0 18.0 12.4 27.2 30.0 3.5 0.7

50歳代 259 0.4 0.8 5.8 17.8 12.7 27.8 25.5 8.1 1.2

60歳代 297 0.3 3.0 3.7 18.2 12.1 21.2 30.6 7.4 3.4

70歳代以上 503 0.4 4.4 4.4 13.5 11.3 16.7 37.2 4.6 7.6

問８-2-1（昼食）泉区の飲食店の利用頻度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 平日（通
勤、通学
日）の昼
食

休日の昼
食

友人・知
人と会う
時

レジャー 外出のつ
いで

その他 無回答

全体 1753 11.0 18.6 27.7 1.4 29.4 3.9 8.0

男性 708 17.2 23.4 13.8 2.1 32.1 5.4 5.9

女性 992 6.9 15.6 37.9 0.8 27.9 2.6 8.3

20歳代以下 150 18.7 22.7 29.3 0.0 21.3 2.0 6.0

30歳代 181 18.2 38.1 13.8 0.6 24.3 0.0 5.0

40歳代 283 11.7 30.7 27.6 1.1 23.0 1.8 4.2

50歳代 259 12.0 24.3 25.5 1.5 25.9 3.1 7.7

60歳代 297 12.5 11.8 31.6 1.7 31.3 4.7 6.4

70歳代以上 503 4.6 5.4 32.0 2.0 39.0 6.4 10.7

問８-3-1（昼食）飲食店を利用する場合

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 500円未
満

500円～
800円未
満

800円～
1,000円
未満

1,000円
～1,200
円未満

1,200円
～1,500
円未満

1,500円
～2,000
円未満

2,000円
～3,000
円未満

3,000円
以上

無回答

全体 1753 2.5 15.2 28.5 23.8 12.2 8.3 3.4 1.5 4.6

男性 708 2.7 20.9 30.5 20.2 9.7 5.8 2.8 1.7 5.6

女性 992 2.4 11.7 26.6 26.6 14.3 10.0 3.9 1.5 2.9

20歳代以下 150 5.3 14.0 26.7 30.7 10.0 6.7 2.0 0.7 4.0

30歳代 181 1.7 25.4 33.1 19.9 12.7 4.4 1.7 0.6 0.6

40歳代 283 2.1 14.8 37.1 28.3 10.6 5.7 1.1 0.0 0.4

50歳代 259 1.9 13.5 29.3 22.8 13.9 8.5 4.2 3.1 2.7

60歳代 297 2.4 16.5 22.2 23.2 13.8 10.4 6.4 1.7 3.4

70歳代以上 503 2.4 13.1 26.6 22.1 11.9 9.7 3.8 2.2 8.2

問８-4-1（昼食）１回（１人）あたりの支払額

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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＜夕食＞ 

飲食店の利用頻度 

・男性は「１か月に数回程度」、女性は「特に決まっていない」が多い。 

・年齢別では、50 歳代まででは「１か月に数回程度」、60 歳代では「１年に数回程度」、70 歳

代以上では「特に決まっていない」が多い。また、20 歳代以下で「１か月に数回程度」、「１

週間に数回」、30 歳代で「１か月に数回程度」、「１週間に１回程度」が全体値に比べて 10ポ

イント以上高い。 

泉区の飲食店の利用頻度 

・男女とも「特に決まっていない」が多い。 

・年齢別では、50 歳代が「１年に数回程度」、それ以外では「特に決まっていない」が多い。 

飲食店の利用場面 

・男女とも「外出のついで」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「友人・知人と会う時」、30 歳代～50 歳代で「休日の夕食」、60

歳代以上で「外出のついで」が多い。 

１回（１人）あたりの支払額 

・男性は「1,000 円～1,200 円未満」、女性は「1,500 円～2,000 円未満」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「1,000 円～1,200 円未満」「1,500 円～2,000 円未満」が同率、30

歳代で「800 円～1,000 円未満」、40 歳代と 70 歳代以上で「1,000 円～1,200 円未満」、50 歳

代で「1,500 円～2,000 円未満」、60 歳代で「2,000 円～3,000 円未満」が多い。 

 

 

＜飲食店の利用頻度(夕食)＞ 

 

  

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 1.3 4.8 7.5 22.2 12.9 18.2 25.3 3.4 4.4

男性 708 2.4 6.8 9.2 24.9 11.3 15.3 23.3 3.5 3.4

女性 992 0.5 3.4 6.6 20.9 14.1 20.6 26.5 3.4 4.0

20歳代以下 150 0.7 16.0 10.0 32.7 12.7 6.0 19.3 0.7 2.0

30歳代 181 2.2 9.4 18.8 33.7 13.3 7.7 13.8 1.1 0.0

40歳代 283 2.5 4.2 10.6 31.8 17.3 17.7 14.8 1.1 0.0

50歳代 259 0.8 3.9 7.7 27.8 15.4 20.5 18.5 4.6 0.8

60歳代 297 1.3 2.7 4.7 19.9 13.8 25.3 24.6 5.1 2.7

70歳代以上 503 0.6 1.8 3.4 10.1 8.5 20.7 39.8 5.0 10.1

問８-1-2（夕食）飲食店の利用頻度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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＜泉区の飲食店の利用頻度(夕食)＞ 

 

 

＜飲食店の利用場面(夕食)＞ 

 

 

＜１回（１人）あたりの支払額(夕食)＞ 

 

 

 

 

 

  

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 0.2 1.4 3.5 12.4 12.1 22.5 36.1 6.4 5.4

男性 708 0.3 1.8 3.8 16.0 13.6 22.3 33.3 5.2 3.7

女性 992 0.1 0.9 3.3 10.0 11.5 23.2 38.0 7.4 5.6

20歳代以下 150 0.0 1.3 5.3 11.3 13.3 25.3 36.0 5.3 2.0

30歳代 181 0.6 1.1 7.2 21.5 18.2 22.1 23.2 5.5 0.6

40歳代 283 0.0 1.8 4.2 17.3 15.9 25.4 30.0 4.6 0.7

50歳代 259 0.0 0.8 2.7 11.6 13.9 30.5 29.7 9.3 1.5

60歳代 297 0.7 1.0 3.4 12.8 9.4 23.6 37.7 7.1 4.4

70歳代以上 503 0.0 1.6 2.0 7.0 9.3 16.5 45.1 7.0 11.5

問８-2-2（夕食）泉区の飲食店の利用頻度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 平日（通
勤、通学
日）の夕
食

休日の夕
食

友人・知
人と会う
時

レジャー 外出のつ
いで

その他 無回答

全体 1753 5.4 25.7 18.8 2.6 28.6 7.8 11.1

男性 708 6.8 26.7 17.1 3.1 30.8 7.9 7.6

女性 992 4.4 25.8 20.0 2.3 27.0 7.9 12.6

20歳代以下 150 8.0 22.0 36.7 1.3 21.3 3.3 7.3

30歳代 181 11.0 38.1 11.0 1.1 30.4 2.8 5.5

40歳代 283 6.7 45.6 12.4 1.4 25.1 3.5 5.3

50歳代 259 5.4 37.5 18.1 3.9 20.5 6.9 7.7

60歳代 297 5.4 21.9 17.5 3.4 32.3 10.1 9.4

70歳代以上 503 2.0 8.5 20.1 3.2 35.0 12.9 18.3

問８-3-2（夕食）飲食店を利用する場合

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 500円未
満

500円～
800円未
満

800円～
1,000円
未満

1,000円
～1,200
円未満

1,200円
～1,500
円未満

1,500円
～2,000
円未満

2,000円
～3,000
円未満

3,000円
以上

無回答

全体 1753 0.9 2.7 10.8 17.1 13.3 17.9 14.7 13.6 8.9

男性 708 1.0 3.8 13.6 19.4 11.2 16.4 13.6 14.0 7.2

女性 992 0.9 1.9 8.9 16.0 14.6 19.3 15.4 13.9 9.1

20歳代以下 150 2.0 2.7 14.0 20.0 15.3 20.0 16.7 6.7 2.7

30歳代 181 0.0 4.4 19.9 17.7 14.9 17.1 11.6 12.7 1.7

40歳代 283 0.4 1.8 11.3 24.7 17.3 20.1 11.3 12.4 0.7

50歳代 259 0.8 0.8 9.7 16.2 11.6 20.1 17.4 19.7 3.9

60歳代 297 1.0 1.3 5.1 13.5 12.5 18.9 20.2 19.5 8.1

70歳代以上 503 1.4 4.8 10.5 15.5 11.1 14.5 11.7 10.9 19.5

問８-4-2（夕食）１回（１人）あたりの支払額

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 飲食店の利用（問８×Ｆ３） 

＜昼食＞ 

飲食店の利用頻度 

・中川、緑園、和泉北部、和泉中央、富士見が丘、中田、しらゆりで「１か月に数回程度」、下

和泉、上飯田で「特に決まっていない」が多く、新橋で「１か月に数回程度」「特に決まって

いない」が同率、上飯田団地、いちょう団地で「１年に数回程度」「特に決まっていない」が

同率である。 

泉区の飲食店の利用頻度 

・緑園は「１年に数回程度」、それ以外では「特に決まっていない」が多い。 

飲食店の利用場面 

・緑園、下和泉、富士見が丘、しらゆりで「友人・知人と会う時」、上飯田団地で「友人・知人

と会う時」「外出のついで」が同率、それ以外で「外出のついで」が多い。 

１回（１人）あたりの支払額 

・中川、緑園、和泉北部、和泉中央、下和泉、中田で「800 円～1,000 円未満」、上飯田団地で

「500 円～800 円未満」「800 円～1,000 円未満」が同率、それ以外で「1,000 円～1,200 円未

満」が多い。 

＜飲食店の利用頻度（昼食）＞ 

 
 

  

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 5.6 7.4 9.7 26.4 11.1 13.7 20.9 2.6 2.5

中川エリア 289 6.2 7.6 11.8 29.1 13.8 12.1 17.0 1.7 0.7

緑園エリア 171 9.4 8.8 10.5 25.1 10.5 16.4 17.0 1.2 1.2

新橋エリア 83 9.6 10.8 6.0 19.3 13.3 15.7 19.3 2.4 3.6

和泉北部エリア 103 2.9 10.7 12.6 26.2 10.7 12.6 17.5 1.9 4.9

和泉中央エリア 274 6.9 9.1 9.5 27.7 8.8 11.7 20.8 2.9 2.6

下和泉エリア 71 2.8 2.8 12.7 23.9 9.9 15.5 28.2 1.4 2.8

富士見が丘エリア 116 6.9 3.4 5.2 25.0 16.4 17.2 22.4 3.4 0.0

上飯田エリア 144 3.5 2.8 6.9 26.4 7.6 13.9 31.9 3.5 3.5

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 4.8 14.3 4.8 28.6 28.6 14.3 4.8

いちょう団地エリア 24 4.2 12.5 4.2 20.8 0.0 25.0 25.0 0.0 8.3

中田エリア 329 4.3 8.2 12.2 28.0 10.6 12.8 19.8 2.4 1.8

しらゆりエリア 53 3.8 3.8 5.7 34.0 13.2 13.2 22.6 1.9 1.9

問８-1-1（昼食）飲食店の利用頻度

居住エリア別
（記載優先）
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＜泉区の飲食店の利用頻度（昼食）＞ 

 
 

＜飲食店の利用場面（昼食）＞ 

 

 

＜１回（１人）あたりの支払額（昼食）＞ 

 

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 0.3 3.0 5.3 16.5 11.8 22.0 31.7 5.7 3.8

中川エリア 289 0.3 3.1 7.6 16.6 12.1 23.5 29.4 5.2 2.1

緑園エリア 171 1.2 1.2 4.1 18.1 15.2 28.1 25.7 5.8 0.6

新橋エリア 83 1.2 2.4 1.2 14.5 10.8 26.5 34.9 3.6 4.8

和泉北部エリア 103 0.0 5.8 4.9 17.5 12.6 14.6 31.1 7.8 5.8

和泉中央エリア 274 0.0 3.6 5.8 16.4 12.4 23.4 28.1 5.8 4.4

下和泉エリア 71 0.0 2.8 9.9 18.3 9.9 18.3 32.4 1.4 7.0

富士見が丘エリア 116 0.9 0.9 2.6 12.1 14.7 22.4 37.1 7.8 1.7

上飯田エリア 144 0.0 0.7 2.8 13.2 6.3 22.2 43.1 8.3 3.5

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 4.8 19.0 0.0 23.8 28.6 14.3 9.5

いちょう団地エリア 24 0.0 4.2 0.0 16.7 4.2 16.7 50.0 0.0 8.3

中田エリア 329 0.0 4.6 6.4 18.2 13.1 21.6 29.8 4.3 2.1

しらゆりエリア 53 0.0 1.9 5.7 15.1 11.3 22.6 28.3 7.5 7.5

問８-2-1（昼食）泉区の飲食店の利用頻度

居住エリア別
（記載優先）

合計 平日（通
勤、通学
日）の昼
食

休日の昼
食

友人・知
人と会う
時

レジャー 外出のつ
いで

その他 無回答

全体 1753 11.0 18.6 27.7 1.4 29.4 3.9 8.0

中川エリア 289 14.9 20.1 25.3 0.7 28.4 3.5 7.3

緑園エリア 171 18.1 16.4 35.1 0.0 19.3 4.1 7.0

新橋エリア 83 13.3 21.7 24.1 0.0 26.5 4.8 9.6

和泉北部エリア 103 13.6 18.4 22.3 2.9 31.1 2.9 8.7

和泉中央エリア 274 11.7 22.6 26.6 0.7 28.1 4.4 5.8

下和泉エリア 71 5.6 21.1 35.2 0.0 26.8 2.8 8.5

富士見が丘エリア 116 6.0 9.5 36.2 3.4 34.5 6.0 4.3

上飯田エリア 144 6.9 16.7 25.0 3.5 37.5 2.1 8.3

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 38.1 0.0 38.1 0.0 23.8

いちょう団地エリア 24 8.3 8.3 29.2 0.0 37.5 4.2 12.5

中田エリア 329 9.7 20.4 25.2 1.5 33.1 3.6 6.4

しらゆりエリア 53 5.7 18.9 39.6 0.0 30.2 1.9 3.8

問８-3-1（昼食）飲食店を利用する場合

居住エリア別
（記載優先）

合計 500円未
満

500円～
800円未
満

800円～
1,000円
未満

1,000円
～1,200
円未満

1,200円
～1,500
円未満

1,500円
～2,000
円未満

2,000円
～3,000
円未満

3,000円
以上

無回答

全体 1753 2.5 15.2 28.5 23.8 12.2 8.3 3.4 1.5 4.6

中川エリア 289 2.8 12.5 28.0 24.6 12.1 9.7 3.8 2.8 3.8

緑園エリア 171 0.0 16.4 25.7 19.3 15.8 9.9 5.8 2.9 4.1

新橋エリア 83 1.2 6.0 30.1 32.5 10.8 7.2 7.2 0.0 4.8

和泉北部エリア 103 1.9 18.4 31.1 23.3 8.7 7.8 2.9 0.0 5.8

和泉中央エリア 274 2.6 18.6 33.9 20.4 10.9 7.7 1.8 1.1 2.9

下和泉エリア 71 2.8 8.5 33.8 28.2 12.7 5.6 1.4 1.4 5.6

富士見が丘エリア 116 5.2 13.8 20.7 27.6 14.7 11.2 2.6 2.6 1.7

上飯田エリア 144 3.5 19.4 22.2 27.1 15.3 6.9 2.8 0.0 2.8

上飯田団地エリア 21 4.8 28.6 28.6 14.3 9.5 4.8 0.0 0.0 9.5

いちょう団地エリア 24 8.3 20.8 20.8 25.0 8.3 0.0 4.2 4.2 8.3

中田エリア 329 1.8 17.0 31.0 23.1 10.9 6.4 3.6 1.5 4.6

しらゆりエリア 53 0.0 5.7 28.3 30.2 18.9 11.3 3.8 0.0 1.9

問８-4-1（昼食）１回（１人）あたりの支払額

居住エリア別
（記載優先）
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＜夕食＞ 

飲食店の利用頻度 

・中川、緑園、新橋、しらゆりで「１か月に数回程度」、それ以外で「特に決まっていない」が

多い。 

泉区の飲食店の利用頻度 

・いずれの地区でも「特に決まっていない」が多い。 

飲食店の利用場面 

・中川で「休日の夕食」「外出のついで」が同率、緑園、新橋、下和泉で「休日の夕食」、それ

以外で「外出のついで」が多い。 

１回（１人）あたりの支払額 

・和泉中央、下和泉、上飯田団地、いちょう団地、中田、しらゆりで「1,000 円～1,200 円未満」、

中川、富士見が丘、上飯田で「1,500 円～2,000 円未満」、新橋で「2,000 円～3,000 円未満」、

和泉北部で「2,000 円～3,000 円未満」「3,000 円以上」が同率、緑園で「3,000 円以上」が多

い。上飯田団地では「500 円～800 円未満」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜飲食店の利用頻度（夕食）＞ 

 
 

＜泉区の飲食店の利用頻度（夕食）＞ 

 

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 1.3 4.8 7.5 22.2 12.9 18.2 25.3 3.4 4.4

中川エリア 289 1.7 3.8 8.0 29.4 14.9 18.0 19.4 2.4 2.4

緑園エリア 171 0.6 8.2 5.8 25.1 17.0 20.5 18.7 2.3 1.8

新橋エリア 83 1.2 6.0 6.0 25.3 13.3 21.7 19.3 2.4 4.8

和泉北部エリア 103 0.0 4.9 5.8 18.4 10.7 19.4 26.2 5.8 8.7

和泉中央エリア 274 1.1 6.9 6.6 21.2 14.2 15.7 26.6 4.0 3.6

下和泉エリア 71 0.0 1.4 7.0 19.7 12.7 22.5 28.2 1.4 7.0

富士見が丘エリア 116 2.6 2.6 6.0 17.2 12.1 21.6 31.9 2.6 3.4

上飯田エリア 144 0.7 2.8 6.9 23.6 11.8 13.2 34.7 4.2 2.1

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 4.8 4.8 4.8 23.8 42.9 14.3 4.8

いちょう団地エリア 24 0.0 8.3 8.3 12.5 0.0 20.8 33.3 4.2 12.5

中田エリア 329 2.1 5.5 10.6 19.8 10.9 17.9 25.2 3.6 4.3

しらゆりエリア 53 0.0 0.0 11.3 30.2 17.0 17.0 18.9 3.8 1.9

問８-1-2（夕食）飲食店の利用頻度

居住エリア別
（記載優先）

合計 ほとんど
毎日

１週間に
数回

１週間に
１回程度

１か月に
数回程度

１か月に
１回程度

１年に数
回程度

特に決
まってい
ない

その他 無回答

全体 1753 0.2 1.4 3.5 12.4 12.1 22.5 36.1 6.4 5.4

中川エリア 289 0.3 1.0 3.8 14.5 14.9 25.6 30.8 5.5 3.5

緑園エリア 171 0.6 2.3 1.8 12.3 13.5 29.8 32.2 5.8 1.8

新橋エリア 83 0.0 1.2 4.8 15.7 9.6 25.3 32.5 4.8 6.0

和泉北部エリア 103 0.0 1.0 1.9 13.6 10.7 17.5 35.0 9.7 10.7

和泉中央エリア 274 0.0 1.1 4.4 11.7 12.0 24.5 35.0 6.6 4.7

下和泉エリア 71 0.0 1.4 4.2 12.7 15.5 18.3 38.0 1.4 8.5

富士見が丘エリア 116 0.0 0.0 0.0 4.3 14.7 22.4 45.7 9.5 3.4

上飯田エリア 144 0.0 0.0 2.8 13.2 8.3 22.2 41.0 9.7 2.8

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 19.0 38.1 23.8 9.5

いちょう団地エリア 24 0.0 0.0 0.0 20.8 0.0 16.7 45.8 4.2 12.5

中田エリア 329 0.3 3.0 5.5 12.8 12.5 19.8 36.5 5.2 4.6

しらゆりエリア 53 0.0 0.0 3.8 13.2 15.1 20.8 35.8 5.7 5.7

問８-2-2（夕食）泉区の飲食店の利用頻度

居住エリア別
（記載優先）
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＜飲食店の利用場面（夕食）＞ 

 

 

＜１回（１人）あたりの支払額（夕食）＞ 

 
 

  

合計 平日（通
勤、通学
日）の夕
食

休日の夕
食

友人・知
人と会う
時

レジャー 外出のつ
いで

その他 無回答

全体 1753 5.4 25.7 18.8 2.6 28.6 7.8 11.1

中川エリア 289 5.9 29.4 17.3 1.7 29.4 7.6 8.7

緑園エリア 171 8.8 31.6 22.8 3.5 19.3 6.4 7.6

新橋エリア 83 7.2 31.3 14.5 2.4 28.9 7.2 8.4

和泉北部エリア 103 2.9 16.5 23.3 4.9 28.2 4.9 19.4

和泉中央エリア 274 4.7 27.4 18.2 2.6 29.2 10.6 7.3

下和泉エリア 71 1.4 29.6 23.9 1.4 22.5 8.5 12.7

富士見が丘エリア 116 3.4 21.6 22.4 3.4 30.2 7.8 11.2

上飯田エリア 144 4.9 25.7 13.9 4.2 33.3 6.3 11.8

上飯田団地エリア 21 0.0 0.0 28.6 0.0 42.9 9.5 19.0

いちょう団地エリア 24 0.0 20.8 12.5 0.0 37.5 12.5 16.7

中田エリア 329 7.6 23.7 17.9 1.5 30.4 7.6 11.2

しらゆりエリア 53 1.9 26.4 22.6 3.8 28.3 9.4 7.5

問８-3-2（夕食）飲食店を利用する場合

居住エリア別
（記載優先）

合計 500円未
満

500円～
800円未
満

800円～
1,000円
未満

1,000円
～1,200
円未満

1,200円
～1,500
円未満

1,500円
～2,000
円未満

2,000円
～3,000
円未満

3,000円
以上

無回答

全体 1753 0.9 2.7 10.8 17.1 13.3 17.9 14.7 13.6 8.9

中川エリア 289 0.7 0.7 4.5 17.3 13.8 22.8 15.6 17.6 6.9

緑園エリア 171 0.0 1.2 7.6 8.8 16.4 17.0 21.6 24.0 3.5

新橋エリア 83 0.0 1.2 16.9 14.5 10.8 16.9 21.7 10.8 7.2

和泉北部エリア 103 1.9 6.8 11.7 10.7 11.7 10.7 15.5 15.5 15.5

和泉中央エリア 274 0.7 2.6 13.9 20.1 13.5 13.5 13.1 13.9 8.8

下和泉エリア 71 1.4 2.8 5.6 22.5 18.3 19.7 11.3 5.6 12.7

富士見が丘エリア 116 0.9 0.9 13.8 18.1 16.4 19.8 13.8 7.8 8.6

上飯田エリア 144 0.7 3.5 12.5 20.1 11.1 22.9 16.0 7.6 5.6

上飯田団地エリア 21 4.8 19.0 9.5 28.6 9.5 4.8 4.8 0.0 19.0

いちょう団地エリア 24 8.3 12.5 12.5 16.7 8.3 12.5 8.3 8.3 12.5

中田エリア 329 1.2 3.6 13.4 19.1 11.6 18.2 11.2 12.2 9.4

しらゆりエリア 53 0.0 0.0 7.5 22.6 9.4 17.0 18.9 20.8 3.8

問８-4-2（夕食）１回（１人）あたりの支払額

居住エリア別
（記載優先）
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問９ 飲食店を利用する際、主にどのようなお店を利用していますか。 

また、泉区にもっとあったら良いと思うお店はどれですか。（○はいくつでも） 

・飲食店を利用する際、主に利用する店は、「ファミリーレストラン」が 54.6％、次いで「回転

寿司店」（47.6％）、「ラーメン店」（28.8％）、「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国

料理、日本料理、エスニック料理等）」（28.2％）、「ファストフード店」（28.1％）、「コ

ーヒーショップ、喫茶店」（26.4％）、「そば・うどん店」（24.3％）などの順である。 

・泉区にもっとあったら良いと思う飲食店は「コーヒーショップ、喫茶店 」が 32.2％、次いで

「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等）」（31.7％）、

「ファミリーレストラン」（25.1％）、「そば・うどん店」（19.7％）、「回転寿司店」（19.6％）、

「居酒屋、バー」（18.3％）、「焼肉店」（16.5％）、「ラーメン店」（15.3％）、「ファス

トフード店」（15.2％）などの順である。 

・「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等）」、「コーヒ

ーショップ、喫茶店」、「居酒屋、バー」では、「主に利用する店」より「泉区にもっとあっ

たら良い店」の値が高い。 

 

 

  

54.6

47.6

28.8

28.2

28.1

26.4

24.3

18.5

14.7

13.2

1.4

6.2

25.1

19.6

15.3

31.7

15.2

32.2

19.7

16.5

5.5

18.3

3.2

14.9

0％ 20％ 40％ 60％

ファミリーレストラン

回転寿司店

ラーメン店

専門料理店 ※

ファストフード店

コーヒーショップ、喫茶店

そば・うどん店

焼肉店

牛丼店

居酒屋、バー

その他

無回答

【飲食店】利用している店（ｎ=1,753）
【飲食店】泉区にもっとあったら良いと思う店（ｎ=1,753）

複数回答

※ 中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等
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■ 性別・年齢別 主に利用する飲食店（問９×Ｆ１、２） 

・男女とも「ファミリーレストラン」が多く、女性は男性より 8.6 ポイント高い。また、男性は

女性より「牛丼店」が 10.0 ポイント、「ラーメン店」が 9.6 ポイント高く、女性は男性より

「コーヒーショップ、喫茶店」が 15.0 ポイント高い。 

・年齢別では、いずれも「ファミリーレストラン」が多い。20 歳代以下で「ファストフード店」

「牛丼店」、30 歳代で「ファミリーレストラン」「ファストフード店」「牛丼店」「ラーメン

店」、40 歳代で「ファミリーレストラン」「回転寿司店」「ファストフード店」が全体値に比

べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 性別・年齢別 泉区にもっとあったら良いと思う店（問９×Ｆ１、２） 

・男性は「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等）」が多

い。女性は「コーヒーショップ、喫茶店」が多く、男性より 14.5 ポイント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下、30 歳代、50歳代で「コーヒーショップ、喫茶店」、それ以外で「専

門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等）」が多い。また、

20 歳代以下で「焼肉店」「ファストフード店」「コーヒーショップ、喫茶店」、30 歳代で「フ

ァミリーレストラン」「ファストフード店」「コーヒーショップ、喫茶店」、40 歳代で「居酒

屋、バー」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

合計 フ
ァ

ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン

回
転
寿
司
店

焼
肉
店

フ
ァ

ス
ト
フ
ー

ド
店

牛
丼
店

ラ
ー

メ
ン
店

そ
ば
・
う
ど
ん
店

専
門
料
理
店
（

中
華
料
理
、

西

洋
料
理
、

韓
国
料
理
、

日
本
料

理
、

エ
ス
ニ
ッ

ク
料
理
等
）

コ
ー

ヒ
ー

シ
ョ
ッ

プ
、

喫
茶
店

居
酒
屋
、

バ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 54.6 47.6 18.5 28.1 14.7 28.8 24.3 28.2 26.4 13.2 1.4 6.2

男性 708 50.6 44.4 18.4 26.1 20.8 34.6 26.8 26.1 18.1 15.7 1.4 6.9

女性 992 59.2 50.1 19.1 30.6 10.8 25.0 22.3 30.0 33.1 12.0 1.5 4.8

20歳代以下 150 59.3 49.3 28.0 42.0 26.7 37.3 14.0 22.0 34.0 17.3 0.7 6.7

30歳代 181 69.6 54.1 26.5 53.0 27.1 41.4 28.2 18.2 34.3 20.4 2.2 2.2

40歳代 283 65.4 60.1 27.6 44.9 21.6 33.9 23.7 25.8 24.4 17.0 2.5 1.8

50歳代 259 55.6 52.5 26.3 31.7 17.0 31.3 23.9 30.9 30.9 18.1 1.5 2.7

60歳代 297 52.5 40.4 12.5 18.9 5.7 25.9 24.9 36.7 24.6 13.5 1.0 4.0

70歳代以上 503 46.1 40.6 8.0 10.5 7.4 20.1 25.4 28.8 22.3 5.4 1.0 11.5

Ｆ１ 性別

問９-1 【飲食店】利用している店

年齢(年代別)

合計 フ
ァ

ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン

回
転
寿
司
店

焼
肉
店

フ
ァ

ス
ト
フ
ー

ド
店

牛
丼
店

ラ
ー

メ
ン
店

そ
ば
・
う
ど
ん
店

専
門
料
理
店
（

中
華
料
理
、

西

洋
料
理
、

韓
国
料
理
、

日
本
料

理
、

エ
ス
ニ
ッ

ク
料
理
等
）

コ
ー

ヒ
ー

シ
ョ
ッ

プ
、

喫
茶
店

居
酒
屋
、

バ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 25.1 19.6 16.5 15.2 5.5 15.3 19.7 31.7 32.2 18.3 3.2 14.9

男性 708 22.2 18.4 14.3 13.8 7.3 19.9 22.2 31.1 24.2 20.9 2.8 15.7

女性 992 27.3 20.5 18.2 16.7 4.3 12.1 18.1 32.9 38.7 16.8 3.4 13.2

20歳代以下 150 25.3 22.7 26.7 25.3 6.7 24.0 14.7 24.7 49.3 26.7 1.3 12.7

30歳代 181 37.0 25.4 21.5 26.0 10.5 22.1 20.4 27.6 47.0 27.6 6.1 7.2

40歳代 283 27.6 20.1 20.1 20.1 8.1 15.5 17.3 36.4 33.6 31.4 4.2 7.8

50歳代 259 27.8 19.3 18.5 20.1 7.7 17.0 22.8 36.7 39.0 21.2 3.5 9.3

60歳代 297 26.6 15.5 14.8 10.4 1.7 12.8 19.5 37.4 25.6 13.8 1.0 12.5

70歳代以上 503 18.7 19.3 10.1 6.8 3.0 10.9 21.5 27.2 22.5 7.2 3.0 24.9

問９-2 【飲食店】泉区にもっとあったら良いと思う店

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 主に利用する飲食店（問９×Ｆ３） 

・中川、緑園、新橋、和泉中央、富士見が丘、中田、しらゆりで「ファミリーレストラン」が多

く、和泉北部で「ファミリーレストラン」「回転寿司店」が同率、それ以外では「回転寿司店」

が多い。中川、緑園、和泉北部で「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、

エスニック料理等）」、下和泉、富士見が丘で「回転寿司店」、上飯田で「回転寿司店」「焼

肉店」、上飯田団地で「コーヒーショップ、喫茶店」、いちょう団地で「回転寿司店」「ラー

メン店」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 居住地区別 泉区にもっとあったら良いと思う店（問９×Ｆ３） 

・中川、緑園、和泉中央で「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニッ

ク料理等）」、上飯田、上飯田団地、いちょう団地で「ファミリーレストラン」、それ以外で

「コーヒーショップ、喫茶店」が多く、しらゆりで「専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国

料理、日本料理、エスニック料理等）」「コーヒーショップ、喫茶店」が同率である。また、

緑園、新橋で「回転寿司店」、上飯田で「ファストフード店」「コーヒーショップ、喫茶店」

が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

  

合計 フ
ァ

ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン

回
転
寿
司
店

焼
肉
店

フ
ァ

ス
ト
フ
ー

ド
店

牛
丼
店

ラ
ー

メ
ン
店

そ
ば
・
う
ど
ん
店

専
門
料
理
店
（

中
華
料
理
、

西

洋
料
理
、

韓
国
料
理
、

日
本
料

理
、

エ
ス
ニ
ッ

ク
料
理
等
）

コ
ー

ヒ
ー

シ
ョ
ッ

プ
、

喫
茶
店

居
酒
屋
、

バ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 54.6 47.6 18.5 28.1 14.7 28.8 24.3 28.2 26.4 13.2 1.4 6.2

中川エリア 289 57.8 44.6 23.5 32.2 15.2 33.9 23.2 38.4 29.1 18.0 0.7 5.5

緑園エリア 171 59.1 28.1 14.0 13.5 3.5 18.7 15.8 46.2 28.7 17.5 2.3 2.9

新橋エリア 83 59.0 39.8 15.7 28.9 12.0 37.3 21.7 28.9 28.9 16.9 0.0 4.8

和泉北部エリア 103 42.7 42.7 16.5 18.4 8.7 29.1 32.0 38.8 27.2 9.7 1.9 8.7

和泉中央エリア 274 53.3 49.6 16.4 30.3 16.1 25.9 21.5 21.9 29.9 13.9 1.8 6.2

下和泉エリア 71 62.0 67.6 21.1 22.5 21.1 33.8 23.9 18.3 29.6 5.6 1.4 4.2

富士見が丘エリア 116 60.3 57.8 14.7 29.3 18.1 25.0 33.6 17.2 29.3 12.1 0.9 4.3

上飯田エリア 144 50.7 62.5 29.2 32.6 13.9 34.7 22.9 23.6 25.0 10.4 0.0 8.3

上飯田団地エリア 21 19.0 47.6 4.8 19.0 9.5 19.0 14.3 9.5 38.1 4.8 0.0 9.5

いちょう団地エリア 24 58.3 62.5 16.7 12.5 20.8 45.8 29.2 16.7 29.2 4.2 0.0 8.3

中田エリア 329 59.6 49.5 16.4 35.0 18.8 28.9 26.4 22.5 19.5 10.3 2.4 4.3

しらゆりエリア 53 43.4 35.8 20.8 34.0 17.0 24.5 26.4 28.3 22.6 17.0 3.8 9.4

問９-1 【飲食店】利用している店

居住エリア別
（記載優先）

合計 フ
ァ

ミ
リ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン

回
転
寿
司
店

焼
肉
店

フ
ァ

ス
ト
フ
ー

ド
店

牛
丼
店

ラ
ー

メ
ン
店

そ
ば
・
う
ど
ん
店

専
門
料
理
店
（

中
華
料
理
、

西

洋
料
理
、

韓
国
料
理
、

日
本
料

理
、

エ
ス
ニ
ッ

ク
料
理
等
）

コ
ー

ヒ
ー

シ
ョ
ッ

プ
、

喫
茶
店

居
酒
屋
、

バ
ー

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 25.1 19.6 16.5 15.2 5.5 15.3 19.7 31.7 32.2 18.3 3.2 14.9

中川エリア 289 17.6 24.6 14.9 16.3 5.9 11.1 20.4 36.7 29.8 18.7 4.2 13.8

緑園エリア 171 12.9 32.7 18.7 15.2 4.1 13.5 15.8 40.4 28.1 17.0 1.2 11.7

新橋エリア 83 27.7 31.3 15.7 22.9 8.4 12.0 22.9 34.9 36.1 26.5 1.2 8.4

和泉北部エリア 103 32.0 22.3 16.5 17.5 5.8 11.7 27.2 20.4 35.9 12.6 0.0 12.6

和泉中央エリア 274 32.1 15.7 15.7 16.1 6.6 20.1 19.0 36.5 34.7 22.6 5.1 12.4

下和泉エリア 71 21.1 8.5 18.3 12.7 1.4 22.5 16.9 21.1 26.8 18.3 8.5 22.5

富士見が丘エリア 116 31.0 11.2 19.8 15.5 6.0 19.8 17.2 30.2 37.1 9.5 6.0 15.5

上飯田エリア 144 46.5 14.6 21.5 27.8 9.0 16.7 29.2 33.3 44.4 16.0 3.5 9.7

上飯田団地エリア 21 33.3 9.5 9.5 19.0 14.3 9.5 4.8 19.0 23.8 9.5 0.0 19.0

いちょう団地エリア 24 33.3 25.0 20.8 4.2 4.2 25.0 25.0 16.7 20.8 4.2 0.0 25.0

中田エリア 329 19.5 17.0 15.5 9.4 3.0 14.9 17.3 26.4 29.5 19.1 1.8 16.7

しらゆりエリア 53 17.0 15.1 5.7 5.7 1.9 5.7 15.1 32.1 32.1 24.5 1.9 20.8

問９-2 【飲食店】泉区にもっとあったら良いと思う店

居住エリア別
（記載優先）
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３．日常の交通行動について 

問 10 日常の交通行動について、おたずねします。 

① 主な行き先（○はひとつ） 

・＜通勤・通学＞で「横浜市内（泉区以外）」（22.8％）、＜日常的な商品の購入＞で「泉区内

（上記以外）」（23.6％）、＜通院＞で「泉区内」（64.9％）が多い。 

 

 ＜通勤・通学＞ ＜日常的な商品の購入＞ ＜通院＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

問10②～④は、問10①で「通勤・通学していない」「買い物をしない・できない」「通院しない・できない」以外

を選択した方のみ回答 

② 主な交通手段（○はいくつでも）  

・＜通勤・通学＞では「鉄道」が 55.5％、次いで「徒歩」（28.3％）、「自家用車」（26.4％）、

「路線バス」（17.0％）、「自転車」（15.1％）などの順である。 

・＜日常的な商品の購入＞では「自家用車」が 51.8％、次いで「徒歩」（47.1％）、「自転車」

（17.6％）、「鉄道」（13.1％）、「路線バス」（12.7％）などの順である。 

・＜通院＞では「徒歩」が 47.0％、次いで「自家用車」（41.9％）、「鉄道」（19.6％）、「路

線バス」（15.8％）、「自転車」（15.4％）などの順である。 

 

28.3

15.1

6.5

17.0

55.5

26.4

1.0

2.2

47.1

17.6

5.1

12.7

13.1

51.8

0.7

2.1

47.0

15.4

4.7

15.8

19.6

41.9

1.2

2.8

0％ 20％ 40％ 60％

徒歩

自転車

原付・バイク

路線バス

鉄道

自家用車

その他

無回答

通勤・通学(n=1,053) 日常的な商品の購入(n=1,547) 通院(n=1,590)

複数回答

2.3

12.3

22.8

10.8

11.0

0.9

25.6

14.3

0% 10% 20% 30% 40%

自宅（自営業等）

泉区内（自宅以外）

横浜市内（泉区以外）

神奈川県内（横浜市以外）

東京都内

神奈川県外（東京都以外）

通勤・通学していない

無回答 ｎ=1,753

9.1

5.7

8.3

22.5

23.6

13.6

5.5

1.0

10.7

0% 10% 20% 30% 40%

泉区内（いずみ中央駅周辺）

泉区内（いずみ野駅周辺）

泉区内（弥生台駅周辺）

泉区内（立場駅周辺）

泉区内（上記以外）

横浜市内（泉区以外）

その他

買物をしない・できない

無回答 ｎ=1,753

64.9

18.8

3.8

1.6

0.2

1.5

0.7

8.6

0% 20% 40% 60% 80%

泉区内

横浜市内（泉区以外）

神奈川県内（横浜市以外）

東京都内

神奈川県外（東京都以外）

その他

通院しない・できない

無回答 ｎ=1,753
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③ 移動時間（○はひとつ） 

・＜通勤・通学＞では「30 分～１時間未満」（30.7％）、＜日常的な商品の購入＞では「15 分未

満」（47.4％）、＜通院＞では「15 分未満」（39.3％）が多い。 

 

④ 行き先までの交通に対する満足度（○はひとつ） 

・「満足」と「ある程度満足」を足した『満足』は、＜通勤・通学＞で 57.2％、＜日常的な商品

の購入＞で 68.7％、＜通院＞で 65.1％である。 

・＜通勤・通学＞では、＜日常的な商品の購入＞＜通院＞に比べると『満足』が低く、「やや不

満」と「不満」を足した『不満』の割合は高い。 

 

 

 

 

【参考】 

※ 『満足』 ： 「満足」+「ある程度満足」 

『不満』 ： 「やや不満」+「不満」 

 

  

17.7

18.0

30.7

20.1

10.3

3.2

47.4

32.1

13.8

2.1

1.0

3.7

39.3

35.7

14.8

4.5

1.0

4.7

0％ 20％ 40％ 60％

15分未満

15分～30分未満

30分～１時間未満

１時間～１時間半未満

１時間半以上

無回答

通勤・通学(n=1,053) 日常的な商品の購入(n=1,547) 通院(n=1,590)

22.3

34.9

13.7

14.0

10.0

1.9

3.2

30.1

38.6

15.2

6.3

3.1

1.8

4.9

27.7

37.4

18.6

5.4

3.7

1.9

5.3

0％ 20％ 40％ 60％

満足

ある程度満足

どちらとも言えない

やや不満

不満

考えていない

無回答

通勤・通学(n=1,053) 日常的な商品の購入(n=1,547) 通院(n=1,590)

57.2

13.7

24.0

1.9

3.2

68.7

15.2

9.4

1.8

4.9

65.1

18.6

9.1

1.9

5.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

満足

どちらとも言えない

不満

考えていない

無回答

通勤・通学(n=1,053) 日常的な商品の購入(n=1,547)

通院(n=1,590)
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⑤ 問10⑤は、問10④で「やや不満」「不満」を選択した方のみ回答 

⑤ 行き先までの交通を『不満』に感じる理由（○はいくつでも） 

・＜通勤・通学＞では「鉄道やバスが混雑している」が 37.7％、次いで「バスの本数が少ない」

（27.0％）、「乗車時間が長い」（26.6％）、「乗換えがある・多い」（25.4％）、「鉄道駅

まで遠い」（23.0％）などの順である。 

・＜日常的な商品の購入＞では「バスの本数が少ない」が 39.3％、次いで「鉄道駅まで遠い」

（20.7％）、「徒歩・自転車以外の交通手段がない」（17.2％）、「バス停まで遠い」（16.6％）

などの順である。 

・＜通院＞では「バスの本数が少ない」が 41.4％、次いで「鉄道駅まで遠い」（16.6％）、「バ

ス停まで遠い」（14.5％）、「乗車料金が高い」（14.5％）、「乗車時間が長い」（13.1％）、

「徒歩・自転車以外の交通手段がない」（11.7％）、「乗換えがある・多い」（11.7％）など

の順である。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞  

 

 

 

 

 

＜通院＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

41.4

16.6

14.5

14.5

13.1

11.7

11.7

8.3

21.4

4.8

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

バスの本数が少ない

鉄道駅まで遠い

バス停まで遠い

乗車料金が高い

乗車時間が長い

徒歩・自転車以外の交通手段がない

乗換えがある・多い

鉄道やバスが混雑している

その他

無回答

ｎ=145

複数回答

37.7

27.0

26.6

25.4

23.0

18.3

6.3

18.3

2.0

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

鉄道やバスが混雑している

バスの本数が少ない

乗車時間が長い

乗換えがある・多い

鉄道駅まで遠い

乗車料金が高い

バス停まで遠い

その他

無回答

ｎ=252

複数回答

39.3

20.7

17.2

16.6

9.7

6.2

5.5

4.8

26.2

6.2

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

バスの本数が少ない

鉄道駅まで遠い

徒歩・自転車以外の交通手段がない

バス停まで遠い

乗車料金が高い

乗車時間が長い

乗換えがある・多い

鉄道やバスが混雑している

その他

無回答

ｎ=145

複数回答
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■ 性別・年齢別 主な行き先（問 10①×Ｆ１、２） 

通勤・通学 

・男性は「横浜市内（泉区以外）」、女性は「通勤・通学していない」が多い。男性は女性より

「東京都内」で 13.5 ポイント高く、女性は男性より「泉区内（自宅以外）」で 11.8 ポイント

高い。 

・年齢別では、20～50 歳代では「横浜市内（泉区以外）」、60 歳代以上では「通勤・通学してい

ない」が多い。20 歳代以下で「神奈川県内（横浜市以外）」「東京都内」が全体値に比べて 10

ポイント以上高い。 

日常的な商品の購入 

・男性は「泉区内（上記以外）」、女性は「泉区内（立場駅周辺）」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「横浜市内（泉区以外）」、30 歳代と 70 歳代以上で「泉区内（立

場駅周辺）」、それ以外で「泉区内（上記以外）」が多い。 

通院 

・男女とも、いずれの年代も「泉区内」が多い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

 

 

 

 

合計 自
宅
（

自
営
業
等
）

泉
区
内
（

自
宅
以

外
）

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

神
奈
川
県
内
（

横
浜

市
以
外
）

東
京
都
内

神
奈
川
県
外
（

東
京

都
以
外
）

通
勤
・
通
学
し
て
い

な
い

無
回
答

全体 1753 2.3 12.3 22.8 10.8 11.0 0.9 25.6 14.3

男性 708 2.5 5.5 24.9 14.8 18.9 1.8 21.5 10.0

女性 992 2.1 17.3 22.0 8.3 5.4 0.2 28.9 15.7

20歳代以下 150 1.3 7.3 30.7 24.0 28.7 2.7 3.3 2.0

30歳代 181 2.8 11.0 37.0 15.5 16.0 0.0 15.5 2.2

40歳代 283 1.4 16.6 33.9 19.4 14.1 1.1 11.3 2.1

50歳代 259 2.3 18.9 30.9 12.0 16.6 1.5 15.4 2.3

60歳代 297 3.7 13.8 18.9 10.4 7.4 0.7 36.7 8.4

70歳代以上 503 2.0 7.8 8.0 0.6 1.6 0.2 43.7 36.2

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問10-1-1（通勤・通学）主な行き先

合計 泉
区
内
（

い
ず
み
中

央
駅
周
辺
）

泉
区
内
（

い
ず
み
野

駅
周
辺
）

泉
区
内
（

弥
生
台
駅

周
辺
）

泉
区
内
（

立
場
駅
周

辺
）

泉
区
内
（

上
記
以

外
）

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

そ
の
他

買
物
を
し
な
い
・
で

き
な
い

無
回
答

全体 1753 9.1 5.7 8.3 22.5 23.6 13.6 5.5 1.0 10.7

男性 708 8.2 6.1 8.2 21.3 25.0 16.0 4.9 1.7 8.6

女性 992 9.5 5.3 8.6 23.8 22.7 12.4 6.0 0.6 11.1

20歳代以下 150 10.7 2.7 8.7 19.3 19.3 31.3 6.0 0.7 1.3

30歳代 181 11.0 5.0 6.1 27.1 21.0 17.7 5.0 0.6 6.6

40歳代 283 10.6 5.7 7.4 20.8 24.7 13.8 7.8 0.0 9.2

50歳代 259 10.4 3.1 6.9 20.8 25.5 19.3 7.3 0.4 6.2

60歳代 297 8.1 5.1 10.4 18.5 32.0 10.1 6.4 0.3 9.1

70歳代以上 503 7.2 8.7 9.1 26.0 18.9 6.4 3.4 2.6 17.7

問10-1-2（買物）主な行き先

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 泉
区
内

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

神
奈
川
県
内
（

横
浜

市
以
外
）

東
京
都
内

神
奈
川
県
外
（

東
京

都
以
外
）

そ
の
他

通
院
し
な
い
・
で
き

な
い

無
回
答

全体 1753 64.9 18.8 3.8 1.6 0.2 1.5 0.7 8.6

男性 708 62.1 19.9 4.0 3.0 0.4 1.3 0.4 8.9

女性 992 67.1 18.2 3.7 0.7 0.0 1.7 0.9 7.6

20歳代以下 150 64.7 22.7 4.0 2.7 1.3 1.3 1.3 2.0

30歳代 181 69.6 19.3 2.8 2.8 0.0 1.1 2.2 2.2

40歳代 283 70.3 17.3 4.6 1.4 0.4 1.8 0.0 4.2

50歳代 259 66.8 20.5 5.0 1.5 0.0 1.9 0.0 4.2

60歳代 297 65.7 18.2 4.0 2.7 0.0 1.7 0.7 7.1

70歳代以上 503 58.4 18.3 3.4 0.6 0.0 1.4 0.8 17.1

問10-1-3（通院）主な行き先

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 主な行き先（問 10①×Ｆ３） 

通勤・通学 

・中川、和泉中央、上飯田で「横浜市内（泉区以外）」が多く、しらゆりで「横浜市内（泉区以

外）」「通勤・通学していない」が同率、それ以外で「通勤・通学していない」が多い。 

日常的な商品の購入 

・中川、緑園、いちょう団地、しらゆりで「泉区内（上記以外）」、新橋で「泉区内（弥生台駅

周辺）」、和泉北部で「泉区内（いずみ野駅周辺）」、和泉中央、下和泉、中田で「泉区内（立

場駅周辺）」、上飯田で「泉区内（いずみ中央駅周辺）」が多く、富士見が丘で「泉区内（立

場駅周辺）」「泉区内（上記以外）」、上飯田団地は「泉区内（上記以外）」「横浜市内（泉

区以外）」が同率である。 

通院 

・いずれの地区も「泉区内」が多い。富士見が丘で「横浜市内（泉区以外）」、いちょう団地で

「神奈川県内（横浜市以外）」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

  

合計 自
宅
（

自
営
業
等
）

泉
区
内
（

自
宅
以

外
）

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

神
奈
川
県
内
（

横
浜

市
以
外
）

東
京
都
内

神
奈
川
県
外
（

東
京

都
以
外
）

通
勤
・
通
学
し
て
い

な
い

無
回
答

全体 1753 2.3 12.3 22.8 10.8 11.0 0.9 25.6 14.3

中川エリア 289 2.8 14.2 24.6 7.3 17.0 0.7 21.8 11.8

緑園エリア 171 1.8 4.7 24.6 10.5 11.7 2.9 35.1 8.8

新橋エリア 83 0.0 14.5 22.9 9.6 9.6 1.2 32.5 9.6

和泉北部エリア 103 4.9 7.8 19.4 4.9 14.6 0.0 32.0 16.5

和泉中央エリア 274 2.2 15.3 22.3 13.9 11.7 0.7 20.8 13.1

下和泉エリア 71 2.8 11.3 16.9 11.3 9.9 1.4 25.4 21.1

富士見が丘エリア 116 0.9 11.2 18.1 10.3 6.9 0.9 35.3 16.4

上飯田エリア 144 3.5 17.4 27.8 13.2 4.2 0.0 18.8 15.3

上飯田団地エリア 21 0.0 14.3 14.3 0.0 9.5 0.0 38.1 23.8

いちょう団地エリア 24 0.0 12.5 16.7 12.5 0.0 0.0 29.2 29.2

中田エリア 329 2.1 13.1 24.9 13.1 8.8 0.3 25.8 11.9

しらゆりエリア 53 3.8 3.8 22.6 15.1 13.2 1.9 22.6 17.0

問10-1-1（通勤・通学）主な行き先

居住エリア別
（記載優先）

合計 泉
区
内
（

い
ず
み
中

央
駅
周
辺
）

泉
区
内
（

い
ず
み
野

駅
周
辺
）

泉
区
内
（

弥
生
台
駅

周
辺
）

泉
区
内
（

立
場
駅
周

辺
）

泉
区
内
（

上
記
以

外
）

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

そ
の
他

買
物
を
し
な
い
・
で

き
な
い

無
回
答

全体 1753 9.1 5.7 8.3 22.5 23.6 13.6 5.5 1.0 10.7

中川エリア 289 0.7 0.3 33.2 3.8 34.9 17.0 2.1 0.3 7.6

緑園エリア 171 0.0 1.2 1.2 0.6 57.9 24.6 8.2 0.0 6.4

新橋エリア 83 7.2 2.4 33.7 4.8 19.3 16.9 4.8 2.4 8.4

和泉北部エリア 103 2.9 52.4 1.9 4.9 10.7 12.6 2.9 1.0 10.7

和泉中央エリア 274 23.7 8.0 0.4 36.5 3.3 8.8 3.6 2.6 13.1

下和泉エリア 71 9.9 0.0 0.0 70.4 2.8 1.4 5.6 0.0 9.9

富士見が丘エリア 116 12.1 1.7 0.0 24.1 24.1 18.1 14.7 0.9 4.3

上飯田エリア 144 31.3 4.9 0.0 11.1 16.7 7.6 15.3 0.0 13.2

上飯田団地エリア 21 9.5 0.0 0.0 4.8 23.8 23.8 4.8 4.8 28.6

いちょう団地エリア 24 4.2 12.5 0.0 20.8 25.0 12.5 8.3 4.2 12.5

中田エリア 329 1.8 0.6 2.1 47.1 23.4 10.9 1.8 1.2 10.9

しらゆりエリア 53 1.9 0.0 3.8 11.3 43.4 18.9 7.5 0.0 13.2

問10-1-2（買物）主な行き先

居住エリア別
（記載優先）

合計 泉
区
内

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

神
奈
川
県
内
（

横
浜

市
以
外
）

東
京
都
内

神
奈
川
県
外
（

東
京

都
以
外
）

そ
の
他

通
院
し
な
い
・
で
き

な
い

無
回
答

全体 1753 64.9 18.8 3.8 1.6 0.2 1.5 0.7 8.6

中川エリア 289 71.3 20.1 0.3 2.1 0.0 0.3 0.3 5.5

緑園エリア 171 61.4 24.0 2.9 3.5 0.0 1.2 0.6 6.4

新橋エリア 83 71.1 9.6 2.4 2.4 0.0 1.2 0.0 13.3

和泉北部エリア 103 70.9 16.5 3.9 1.9 0.0 0.0 1.0 5.8

和泉中央エリア 274 68.6 15.3 4.0 1.1 0.4 1.1 1.5 8.0

下和泉エリア 71 64.8 14.1 5.6 0.0 0.0 1.4 0.0 14.1

富士見が丘エリア 116 44.8 31.9 9.5 0.9 0.9 4.3 0.0 7.8

上飯田エリア 144 66.0 12.5 9.7 0.0 0.7 1.4 0.0 9.7

上飯田団地エリア 21 61.9 23.8 0.0 0.0 0.0 9.5 4.8 0.0

いちょう団地エリア 24 37.5 8.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8

中田エリア 329 66.0 20.4 1.2 1.8 0.0 2.1 1.2 7.3

しらゆりエリア 53 62.3 17.0 0.0 3.8 0.0 3.8 0.0 13.2

問10-1-3（通院）主な行き先

居住エリア別
（記載優先）
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■ 性別・年齢別 主な交通手段（問 10②×Ｆ１、２） 

通勤・通学 

・男女とも「鉄道」が多い。男性は「自家用車」が女性より 9.8 ポイント高く、女性は男性より

「徒歩」が 11.6 ポイント高い。 

・年齢別では、いずれの年代も「鉄道」が多い。70 歳代以上で「路線バス」が全体値に比べて 10

ポイント以上高い。 

日常的な商品の購入 

・男性は「自家用車」が多く、女性より 13.0 ポイント高い。女性は「徒歩」が多く、男性より

9.3 ポイント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下と 70 歳代以上で「徒歩」、それ以外で「自家用車」が多い。20 歳代

以下で「鉄道」、70 歳代以上で「路線バス」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

通院 

・男性は「自家用車」が多く、女性より 11.6 ポイント高い。女性は「徒歩」が多く、男性より

8.9 ポイント高い。 

・年齢別では、40 歳代、50 歳代で「自家用車」、それ以外で「徒歩」が多い。20 歳代以下では

「徒歩」「鉄道」、40 歳代、50 歳代で「自家用車」、70 歳代以上で「路線バス」が全体値に

比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

  

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1053 28.3 15.1 6.5 17.0 55.5 26.4 1.0 2.2

男性 485 22.3 10.5 7.8 14.2 59.4 31.5 0.6 1.4

女性 549 33.9 18.9 5.3 19.1 52.6 21.7 1.1 2.9

20歳代以下 142 37.3 16.9 3.5 23.2 73.9 14.8 1.4 1.4

30歳代 149 33.6 15.4 9.4 12.1 62.4 24.8 1.3 1.3

40歳代 245 27.3 17.1 11.0 10.2 54.3 30.2 0.4 0.0

50歳代 213 25.4 12.2 5.6 16.0 52.1 29.6 0.0 1.4

60歳代 163 19.6 12.9 4.9 17.8 49.1 30.1 1.8 3.7

70歳代以上 101 30.7 17.8 2.0 30.7 35.6 23.8 0.0 9.9

問10-2-1（通勤・通学）主な交通手段

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1590 47.0 15.4 4.7 15.8 19.6 41.9 1.2 2.8

男性 642 41.7 12.8 5.5 13.6 18.2 49.2 0.8 2.5

女性 908 50.6 17.4 4.0 17.1 20.7 37.6 1.4 2.8

20歳代以下 145 57.9 20.0 4.1 15.9 30.3 31.0 0.0 0.0

30歳代 173 50.3 19.1 3.5 9.2 17.3 39.3 0.6 0.6

40歳代 271 43.9 20.3 7.0 6.3 16.6 57.9 0.4 0.7

50歳代 248 41.5 15.3 5.6 9.7 15.3 52.8 0.0 0.0

60歳代 274 44.9 10.2 4.4 11.7 21.2 43.4 0.4 4.7

70歳代以上 413 48.2 13.3 3.4 30.0 19.6 29.8 3.6 5.8

問10-2-3（通院）主な交通手段

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1547 47.1 17.6 5.1 12.7 13.1 51.8 0.7 2.1

男性 635 41.6 14.8 5.5 10.1 13.1 59.5 0.3 2.0

女性 876 50.9 20.0 5.0 14.4 13.0 46.5 1.0 2.1

20歳代以下 147 55.1 19.7 4.8 8.8 24.5 34.7 0.0 0.7

30歳代 168 48.8 16.7 1.8 2.4 13.1 53.0 1.2 0.6

40歳代 257 37.7 23.0 10.1 3.1 8.9 67.3 0.0 0.8

50歳代 242 35.5 16.1 5.4 7.4 12.8 67.4 0.4 0.8

60歳代 269 49.4 13.4 4.1 5.6 9.7 55.4 0.7 3.3

70歳代以上 401 54.6 19.0 4.2 31.4 13.0 35.7 1.5 4.0

問10-2-2（買物）主な交通手段

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 主な交通手段（問 10②×Ｆ３） 

通勤・通学 

・いちょう団地で「自転車」が多く、上飯田団地で「路線バス」「鉄道」が同率、それ以外は「鉄

道」が多い。 

日常的な商品の購入 

・緑園、和泉北部、和泉中央で「徒歩」、上飯田団地で「路線バス」が多く、いちょう団地で「徒

歩」「自転車」「路線バス」が同率、それ以外で「自家用車」が多い。 

通院 

・中川、緑園、和泉北部、和泉中央、いちょう団地、中田で「徒歩」、上飯田団地で「路線バス」、

それ以外で「自家用車」が多い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

 

  

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1547 47.1 17.6 5.1 12.7 13.1 51.8 0.7 2.1

中川エリア 266 50.0 11.3 4.9 15.0 9.8 54.9 0.4 2.3

緑園エリア 160 60.0 5.0 2.5 5.6 16.3 55.0 0.0 0.6

新橋エリア 74 40.5 13.5 4.1 9.5 14.9 58.1 2.7 1.4

和泉北部エリア 91 65.9 8.8 3.3 20.9 16.5 35.2 0.0 4.4

和泉中央エリア 231 54.5 19.9 5.2 7.4 13.0 45.0 0.0 1.3

下和泉エリア 64 32.8 26.6 6.3 17.2 4.7 62.5 1.6 3.1

富士見が丘エリア 110 22.7 18.2 4.5 16.4 14.5 60.0 0.9 4.5

上飯田エリア 125 40.0 29.6 6.4 16.0 7.2 62.4 0.8 1.6

上飯田団地エリア 14 21.4 21.4 0.0 50.0 28.6 21.4 0.0 7.1

いちょう団地エリア 20 40.0 40.0 10.0 40.0 5.0 30.0 5.0 5.0

中田エリア 289 44.3 25.6 6.6 9.3 15.9 50.2 1.0 1.4

しらゆりエリア 46 47.8 13.0 13.0 8.7 15.2 54.3 0.0 2.2

問10-2-2（買物）主な交通手段

居住エリア別
（記載優先）

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1053 28.3 15.1 6.5 17.0 55.5 26.4 1.0 2.2

中川エリア 192 28.1 13.0 7.8 31.8 51.6 26.6 1.0 2.1

緑園エリア 96 29.2 4.2 2.1 9.4 71.9 17.7 1.0 1.0

新橋エリア 48 29.2 10.4 6.3 14.6 54.2 29.2 0.0 0.0

和泉北部エリア 53 24.5 5.7 5.7 20.8 64.2 15.1 1.9 3.8

和泉中央エリア 181 33.1 14.4 4.4 6.6 58.0 25.4 0.6 0.6

下和泉エリア 38 26.3 18.4 13.2 26.3 52.6 36.8 0.0 2.6

富士見が丘エリア 56 17.9 23.2 8.9 14.3 48.2 37.5 3.6 5.4

上飯田エリア 95 28.4 23.2 7.4 25.3 43.2 31.6 0.0 4.2

上飯田団地エリア 8 37.5 12.5 0.0 62.5 62.5 12.5 0.0 0.0

いちょう団地エリア 10 30.0 40.0 10.0 30.0 20.0 10.0 0.0 0.0

中田エリア 205 29.3 18.5 7.3 8.8 55.6 27.3 1.0 2.4

しらゆりエリア 32 18.8 12.5 9.4 3.1 59.4 28.1 0.0 6.3

問10-2-1（通勤・通学）主な交通手段

居住エリア別
（記載優先）

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1590 47.0 15.4 4.7 15.8 19.6 41.9 1.2 2.8

中川エリア 272 48.5 11.4 4.8 19.1 12.9 46.7 0.7 2.2

緑園エリア 159 61.6 1.9 1.3 9.4 28.9 34.6 0.6 2.5

新橋エリア 72 38.9 8.3 5.6 8.3 12.5 58.3 1.4 1.4

和泉北部エリア 96 50.0 4.2 5.2 18.8 27.1 33.3 0.0 4.2

和泉中央エリア 248 52.0 20.2 2.8 15.3 20.6 38.3 1.6 1.6

下和泉エリア 61 29.5 24.6 3.3 19.7 11.5 55.7 0.0 3.3

富士見が丘エリア 107 25.2 15.0 5.6 15.0 21.5 53.3 0.9 5.6

上飯田エリア 130 37.7 23.1 5.4 22.3 17.7 44.6 0.8 3.8

上飯田団地エリア 20 20.0 15.0 0.0 55.0 25.0 15.0 5.0 10.0

いちょう団地エリア 19 47.4 36.8 10.5 31.6 21.1 15.8 0.0 5.3

中田エリア 301 52.2 20.6 6.6 11.6 21.3 38.5 2.0 1.3

しらゆりエリア 46 47.8 17.4 10.9 4.3 17.4 54.3 0.0 0.0

問10-2-3（通院）主な交通手段

居住エリア別
（記載優先）
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■ 性別・年齢別 移動時間（問 10③×Ｆ１、２） 

通勤・通学 

・男女とも「30 分～１時間未満」が多い。男性は女性より「１時間～１時間半未満」が 16.3 ポ

イント、女性は男性より「15 分未満」が 14.7 ポイント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「30 分～１時間未満」「１時間～１時間半未満」が同率、70 歳代

以上では「15 分～30 分未満」、それ以外で「30 分～１時間未満」が多い。 

日常的な商品の購入 

・男女とも、いずれの年代も「15 分未満」が多い。 

通院 

・男女とも「15 分未満」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下と 70 歳代以上で「15 分～30 分未満」、それ以外で「15分未満」が多

い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

  

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1053 17.7 18.0 30.7 20.1 10.3 3.2

男性 485 9.5 14.4 29.9 29.1 14.6 2.5

女性 549 24.2 21.3 31.7 12.8 6.0 4.0

20歳代以下 142 7.7 15.5 28.9 28.9 18.3 0.7

30歳代 149 12.1 14.1 38.9 20.1 11.4 3.4

40歳代 245 20.4 16.7 31.8 23.3 7.8 0.0

50歳代 213 20.7 17.8 30.0 20.2 10.3 0.9

60歳代 163 22.1 18.4 30.1 17.2 8.0 4.3

70歳代以上 101 19.8 29.7 17.8 8.9 5.9 17.8

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問10-3-1（通勤・通学）移動時間

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1547 47.4 32.1 13.8 2.1 1.0 3.7

男性 635 43.6 34.6 15.3 2.4 0.9 3.1

女性 876 50.5 30.0 12.8 1.7 1.0 4.0

20歳代以下 147 40.8 30.6 21.8 3.4 0.7 2.7

30歳代 168 57.1 28.6 11.9 1.8 0.0 0.6

40歳代 257 57.2 31.1 8.2 1.6 0.4 1.6

50歳代 242 47.5 33.9 15.7 1.2 1.2 0.4

60歳代 269 53.9 29.0 9.7 1.5 0.7 5.2

70歳代以上 401 37.2 34.7 16.7 2.0 1.7 7.7

問10-3-2（買物）移動時間

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1590 39.3 35.7 14.8 4.5 1.0 4.7

男性 642 38.8 36.0 15.0 5.1 1.1 4.0

女性 908 40.3 34.9 14.6 4.0 1.0 5.2

20歳代以下 145 31.0 40.7 22.1 4.1 0.7 1.4

30歳代 173 54.3 31.8 8.1 3.5 0.6 1.7

40歳代 271 52.4 32.1 9.6 4.1 0.7 1.1

50歳代 248 39.5 37.9 16.5 4.0 0.8 1.2

60歳代 274 40.5 34.3 13.1 5.1 1.5 5.5

70歳代以上 413 28.8 35.4 17.9 5.3 1.5 11.1

問10-3-3（通院）移動時間

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 移動時間（問 10③×Ｆ３） 

通勤・通学 

・下和泉で「15 分～30 分未満」、上飯田で「15 分未満」が多く、上飯田団地で「15 分未満」「15

分～30 分未満」「１時間～１時間半未満」が同率、いちょう団地で「15 分未満」「15 分～30

分未満」「30 分～１時間未満」が同率、それ以外で「30 分～１時間未満」が多い。 

日常的な商品の購入 

・富士見が丘、上飯田団地、いちょう団地で「15 分～30 分未満」、それ以外で「15 分未満」が

多い。 

通院 

・下和泉、富士見が丘、上飯田団地で「15 分～30 分未満」が多く、いちょう団地で「15 分未満」

「15 分～30 分未満」が同率、それ以外で「15 分未満」が多い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

  

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1053 17.7 18.0 30.7 20.1 10.3 3.2

中川エリア 192 18.2 17.7 28.1 21.4 12.0 2.6

緑園エリア 96 11.5 6.3 39.6 27.1 12.5 3.1

新橋エリア 48 14.6 22.9 25.0 20.8 14.6 2.1

和泉北部エリア 53 15.1 11.3 30.2 28.3 9.4 5.7

和泉中央エリア 181 19.3 17.1 32.6 18.2 11.0 1.7

下和泉エリア 38 2.6 36.8 31.6 13.2 7.9 7.9

富士見が丘エリア 56 19.6 25.0 32.1 10.7 7.1 5.4

上飯田エリア 95 28.4 20.0 25.3 15.8 7.4 3.2

上飯田団地エリア 8 25.0 25.0 12.5 25.0 12.5 0.0

いちょう団地エリア 10 30.0 30.0 30.0 0.0 0.0 10.0

中田エリア 205 18.0 17.1 31.7 20.0 9.8 3.4

しらゆりエリア 32 6.3 18.8 40.6 25.0 3.1 6.3

問10-3-1（通勤・通学）移動時間

居住エリア別
（記載優先）

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1547 47.4 32.1 13.8 2.1 1.0 3.7

中川エリア 266 49.6 31.2 14.3 0.8 0.8 3.4

緑園エリア 160 55.6 22.5 15.6 2.5 1.3 2.5

新橋エリア 74 41.9 35.1 16.2 1.4 0.0 5.4

和泉北部エリア 91 57.1 22.0 13.2 2.2 0.0 5.5

和泉中央エリア 231 52.8 25.5 15.2 3.0 0.9 2.6

下和泉エリア 64 42.2 37.5 12.5 0.0 1.6 6.3

富士見が丘エリア 110 28.2 45.5 19.1 0.9 0.9 5.5

上飯田エリア 125 44.8 36.8 12.0 0.8 1.6 4.0

上飯田団地エリア 14 21.4 28.6 21.4 14.3 7.1 7.1

いちょう団地エリア 20 25.0 50.0 15.0 5.0 0.0 5.0

中田エリア 289 48.8 37.0 9.3 2.1 0.7 2.1

しらゆりエリア 46 56.5 21.7 13.0 2.2 2.2 4.3

問10-3-2（買物）移動時間

居住エリア別
（記載優先）

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1590 39.3 35.7 14.8 4.5 1.0 4.7

中川エリア 272 44.1 34.6 14.0 2.9 1.1 3.3

緑園エリア 159 42.1 30.2 17.0 5.7 1.3 3.8

新橋エリア 72 38.9 36.1 15.3 0.0 4.2 5.6

和泉北部エリア 96 46.9 24.0 15.6 5.2 0.0 8.3

和泉中央エリア 248 39.9 37.9 14.9 3.2 0.4 3.6

下和泉エリア 61 31.1 42.6 11.5 3.3 1.6 9.8

富士見が丘エリア 107 17.8 47.7 21.5 7.5 1.9 3.7

上飯田エリア 130 37.7 36.2 13.8 7.7 0.0 4.6

上飯田団地エリア 20 10.0 40.0 20.0 15.0 5.0 10.0

いちょう団地エリア 19 31.6 31.6 5.3 15.8 0.0 15.8

中田エリア 301 44.9 32.9 13.6 4.0 0.7 4.0

しらゆりエリア 46 50.0 30.4 10.9 4.3 2.2 2.2

問10-3-3（通院）移動時間

居住エリア別
（記載優先）



 62 

■ 性別・年齢別 行き先までの交通機関に対する満足度（問 10④×Ｆ１、２） 

通勤・通学 

・男女とも、いずれの年代も「ある程度満足」が多い。 

・男性は女性より「どちらとも言えない」が 8.6 ポイント高い。 

日常的な商品の購入 

・男女とも、いずれの年代も「ある程度満足」が多い。 

通院 

・男女とも、いずれの年代も「ある程度満足」が多い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

 

 

 

  

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1053 22.3 34.9 13.7 14.0 10.0 1.9 3.2

男性 485 18.6 33.4 18.4 12.8 13.2 1.9 1.9

女性 549 25.9 36.1 9.8 14.9 7.1 2.0 4.2

20歳代以下 142 16.9 29.6 16.9 20.4 11.3 3.5 1.4

30歳代 149 19.5 35.6 11.4 17.4 13.4 0.0 2.7

40歳代 245 20.8 35.1 15.1 12.7 12.2 3.3 0.8

50歳代 213 26.8 33.8 14.1 12.2 10.8 0.9 1.4

60歳代 163 26.4 36.8 11.7 13.5 5.5 1.2 4.9

70歳代以上 101 24.8 36.6 10.9 7.9 3.0 3.0 13.9

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問10-4-1（通勤・通学）行き先までの交通に対する満足度

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1547 30.1 38.6 15.2 6.3 3.1 1.8 4.9

男性 635 30.6 35.4 19.7 5.0 2.8 2.2 4.3

女性 876 30.1 40.5 12.2 7.2 3.4 1.6 4.9

20歳代以下 147 31.3 32.0 21.8 6.8 4.1 2.0 2.0

30歳代 168 35.1 40.5 14.9 3.6 3.6 1.8 0.6

40歳代 257 33.9 37.7 13.6 7.4 4.3 1.6 1.6

50歳代 242 27.3 42.1 18.2 7.4 2.1 0.8 2.1

60歳代 269 32.0 38.7 14.1 4.5 1.1 2.2 7.4

70歳代以上 401 26.7 37.7 12.2 7.5 4.0 2.5 9.5

問10-4-2（買物）行き先までの交通に対する満足度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1590 27.7 37.4 18.6 5.4 3.7 1.9 5.3

男性 642 28.5 35.5 21.0 3.3 3.4 2.6 5.6

女性 908 27.8 38.9 16.9 6.7 4.0 1.4 4.4

20歳代以下 145 23.4 40.0 23.4 5.5 4.1 2.8 0.7

30歳代 173 30.1 41.6 20.2 2.9 4.0 0.6 0.6

40歳代 271 30.6 41.3 15.1 5.2 3.7 3.0 1.1

50歳代 248 25.4 40.7 21.8 4.4 5.2 1.2 1.2

60歳代 274 30.3 33.6 19.3 6.6 1.1 2.6 6.6

70歳代以上 413 26.9 32.2 16.0 6.5 4.1 1.7 12.6

問10-4-3（通院）行き先までの交通に対する満足度

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 行き先までの交通機関に対する満足度（問 10④×Ｆ３） 

通勤・通学 

・新橋で「満足」、しらゆりで「どちらとも言えない」、それ以外で「ある程度満足」が多い。 

日常的な商品の購入 

・緑園、和泉北部で「満足」、いちょう団地で「どちらとも言えない」、それ以外で「ある程度

満足」が多い。 

通院 

・いちょう団地で「ある程度満足」「どちらとも言えない」が同率、それ以外は「ある程度満足」

が多い。 

 

＜通勤・通学＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日常的な商品の購入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜通院＞ 

 

 

  

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1590 27.7 37.4 18.6 5.4 3.7 1.9 5.3

中川エリア 272 33.5 36.4 15.8 5.9 4.4 0.7 3.3

緑園エリア 159 28.9 37.1 18.2 5.7 3.1 3.1 3.8

新橋エリア 72 29.2 36.1 22.2 2.8 4.2 1.4 4.2

和泉北部エリア 96 30.2 38.5 16.7 5.2 2.1 2.1 5.2

和泉中央エリア 248 32.7 38.3 18.1 2.8 0.8 3.2 4.0

下和泉エリア 61 14.8 39.3 24.6 8.2 8.2 0.0 4.9

富士見が丘エリア 107 14.0 28.0 26.2 12.1 6.5 0.0 13.1

上飯田エリア 130 26.2 33.1 20.8 6.2 5.4 1.5 6.9

上飯田団地エリア 20 25.0 30.0 15.0 5.0 10.0 5.0 10.0

いちょう団地エリア 19 10.5 31.6 31.6 10.5 0.0 0.0 15.8

中田エリア 301 28.6 42.5 14.3 4.0 3.3 2.7 4.7

しらゆりエリア 46 19.6 50.0 23.9 4.3 0.0 2.2 0.0

問10-4-3（通院）行き先までの交通に対する満足度

居住エリア別
（記載優先）

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1053 22.3 34.9 13.7 14.0 10.0 1.9 3.2

中川エリア 192 25.5 28.6 11.5 19.3 10.9 1.6 2.6

緑園エリア 96 20.8 33.3 13.5 17.7 10.4 0.0 4.2

新橋エリア 48 25.0 20.8 20.8 18.8 10.4 2.1 2.1

和泉北部エリア 53 18.9 43.4 11.3 9.4 11.3 0.0 5.7

和泉中央エリア 181 27.6 41.4 11.0 7.2 6.6 4.4 1.7

下和泉エリア 38 5.3 31.6 15.8 21.1 21.1 0.0 5.3

富士見が丘エリア 56 12.5 42.9 16.1 12.5 12.5 0.0 3.6

上飯田エリア 95 25.3 26.3 14.7 14.7 13.7 3.2 2.1

上飯田団地エリア 8 25.0 50.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0

いちょう団地エリア 10 30.0 50.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0

中田エリア 205 24.4 39.5 13.2 11.7 6.8 1.0 3.4

しらゆりエリア 32 3.1 25.0 31.3 18.8 6.3 6.3 9.4

問10-4-1（通勤・通学）行き先までの交通に対する満足度

居住エリア別
（記載優先）

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1547 30.1 38.6 15.2 6.3 3.1 1.8 4.9

中川エリア 266 33.8 40.6 13.5 5.3 3.0 1.1 2.6

緑園エリア 160 36.3 35.6 13.1 6.9 2.5 1.9 3.8

新橋エリア 74 24.3 35.1 24.3 9.5 1.4 0.0 5.4

和泉北部エリア 91 39.6 37.4 8.8 3.3 1.1 5.5 4.4

和泉中央エリア 231 37.2 40.3 10.4 3.9 1.3 2.6 4.3

下和泉エリア 64 15.6 40.6 20.3 10.9 4.7 0.0 7.8

富士見が丘エリア 110 9.1 35.5 20.0 13.6 9.1 1.8 10.9

上飯田エリア 125 28.0 36.0 17.6 7.2 4.0 1.6 5.6

上飯田団地エリア 14 21.4 28.6 14.3 7.1 7.1 7.1 14.3

いちょう団地エリア 20 10.0 35.0 45.0 0.0 0.0 0.0 10.0

中田エリア 289 31.5 40.5 13.8 5.9 3.1 2.1 3.1

しらゆりエリア 46 30.4 43.5 19.6 2.2 0.0 0.0 4.3

問10-4-2（買物）行き先までの交通に対する満足度

居住エリア別
（記載優先）
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■ 就労状況別 日常の交通行動（通勤・通学先）（問 10①～④（通勤・通学先）×Ｆ10） 

主な行き先 

・自営業では「自宅（自営業等）」、正社員・正職員、契約社員等※で「横浜市内（泉区以外）」、

パート・アルバイト等で「泉区内（自宅以外）」、学生で「東京都内」が多い。 

主な交通手段 

・自営業で「自家用車」、それ以外で「鉄道」が多い。学生で「徒歩」「自転車」「鉄道」が全

体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

移動時間 

・自営業で「15 分未満」「30 分～１時間未満」が同率、正社員・正職員、契約社員等※で「30 分

～１時間未満」、パート・アルバイト等で「15 分未満」、学生で「１時間～１時間半未満」が

多い。学生で「１時間半以上」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

行き先までの交通に対する満足度 

・パート・アルバイト等で「満足」、学生で「やや不満」が多く、それ以外で「ある程度満足」

が多い。 

 

 

 

合計 自
宅
（

自
営
業
等
）

泉
区
内
（

自
宅
以

外
）

横
浜
市
内
（

泉
区
以

外
）

神
奈
川
県
内
（

横
浜

市
以
外
）

東
京
都
内

神
奈
川
県
外
（

東
京

都
以
外
）

通
勤
・
通
学
し
て
い

な
い

無
回
答

全体 1753 2.3 12.3 22.8 10.8 11.0 0.9 25.6 14.3

自営業 93 23.7 8.6 20.4 14.0 9.7 2.2 14.0 7.5

正社員・正職員 470 1.1 8.1 38.1 21.5 27.2 1.5 0.6 1.9

契約社員等※ 97 1.0 11.3 43.3 20.6 20.6 1.0 1.0 1.0

パート・アルバイト等 285 2.1 43.2 34.7 10.2 2.1 1.1 4.2 2.5

専業主婦・専業主夫 303 1.7 4.0 4.3 2.0 0.7 0.0 61.1 26.4

学生 53 0.0 1.9 24.5 26.4 43.4 3.8 0.0 0.0

就業していない 319 0.3 4.1 5.3 0.9 0.0 0.0 64.3 25.1

その他 46 0.0 8.7 13.0 2.2 2.2 0.0 37.0 37.0

問10-1-1（通勤・通学）主な行き先

Ｆ10 就労状
況

合計 徒
歩

自
転
車

原
付
・
バ
イ
ク

路
線
バ
ス

鉄
道

自
家
用
車

そ
の
他

無
回
答

全体 1053 28.3 15.1 6.5 17.0 55.5 26.4 1.0 2.2

自営業 73 19.2 5.5 5.5 5.5 24.7 58.9 1.4 8.2

正社員・正職員 458 23.6 10.5 6.1 12.4 65.3 27.3 1.3 0.4

契約社員等※ 95 21.1 13.7 10.5 16.8 69.5 23.2 0.0 2.1

パート・アルバイト等 266 37.2 23.7 6.8 20.7 41.0 24.1 0.8 0.8

専業主婦・専業主夫 38 28.9 18.4 2.6 28.9 39.5 18.4 0.0 15.8

学生 53 43.4 28.3 3.8 26.4 84.9 9.4 0.0 0.0

就業していない 34 35.3 11.8 5.9 29.4 35.3 17.6 0.0 11.8

その他 12 33.3 8.3 16.7 33.3 75.0 16.7 0.0 8.3

問10-2-1（通勤・通学）主な交通手段

Ｆ10 就労状
況
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※契約社員･委託社員･派遣社員･嘱託員等 

 

  

合計 15分未満 15分～30分
未満

30分～１時
間未満

１時間～１
時間半未満

１時間半以
上

無回答

全体 1053 17.7 18.0 30.7 20.1 10.3 3.2

自営業 73 28.8 9.6 28.8 13.7 6.8 12.3

正社員・正職員 458 7.9 15.3 32.5 28.8 14.6 0.9

契約社員等※ 95 10.5 13.7 38.9 26.3 10.5 0.0

パート・アルバイト等 266 36.5 24.8 27.8 7.9 1.5 1.5

専業主婦・専業主夫 38 15.8 26.3 26.3 7.9 2.6 21.1

学生 53 3.8 13.2 18.9 35.8 28.3 0.0

就業していない 34 17.6 32.4 23.5 0.0 2.9 23.5

その他 12 8.3 0.0 58.3 0.0 25.0 8.3

問10-3-1（通勤・通学）移動時間

Ｆ10 就労状
況

合計 満足 ある程度満
足

どちらとも
言えない

やや不満 不満 考えていな
い

無回答

全体 1053 22.3 34.9 13.7 14.0 10.0 1.9 3.2

自営業 73 24.7 35.6 17.8 5.5 4.1 2.7 9.6

正社員・正職員 458 18.8 33.6 15.1 14.8 15.3 1.5 0.9

契約社員等※ 95 14.7 41.1 12.6 18.9 7.4 3.2 2.1

パート・アルバイト等 266 35.3 34.6 9.4 10.5 6.4 1.5 2.3

専業主婦・専業主夫 38 13.2 34.2 10.5 13.2 2.6 5.3 21.1

学生 53 13.2 22.6 17.0 34.0 11.3 1.9 0.0

就業していない 34 11.8 35.3 23.5 8.8 2.9 2.9 14.7

その他 12 8.3 66.7 8.3 8.3 0.0 0.0 8.3

問10-4-1（通勤・通学）行き先までの交通に対する満足度

Ｆ10 就労状
況
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４．泉区の魅力・定住意向について 

 

問１１ 泉区に居住したきっかけは何ですか。（○はいくつでも） 

・「住宅購入価格、家賃が手ごろなため」が 26.4％、次いで「住宅地そのものの環境（自然環境

など）が良いため」（25.5％）、「横浜が好きなため」（16.5％）、「実家に近いため」（13.2％）、

「通勤・通学に便利なため」（12.0％）、「就職・転勤等の仕事の都合のため」（11.8％）な

どの順である。「生まれてからずっと住んでいる」は 15.7％である。 

 

 

  

15.7

26.4

25.5

16.5

13.2

12.0

11.8

9.8

8.4

6.7

4.2

3.7

2.3

1.9

0.7

12.7

2.7

0% 10% 20% 30%

生まれてからずっと住んでいる

住宅購入価格、家賃が手ごろなため

住宅地そのものの環境（自然環境など）が良いため

横浜が好きなため

実家に近いため

通勤・通学に便利なため

就職・転勤等の仕事の都合のため

家族の就職・転勤等の仕事の都合のため

子育て環境が良いため

買い物環境が良いため

泉区が好きなため

子ども、友人が近くにいるため

福祉・医療の環境が良いため

趣味が実現(ガーデニング・スポーツ等)できるため

進学のため

その他

無回答

ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 泉区に居住したきっかけ（問 11×Ｆ１、２） 

・男性は「住宅購入価格、家賃が手ごろなため」、女性は「住宅地そのものの環境（自然環境な

ど）が良いため」が多い。男性は「生まれてからずっと住んでいる」が女性より 8.7 ポイント、

「就職・転勤等の仕事の都合のため」が女性より 8.6 ポイント高い。 

・年齢別では、30 歳代以下で「生まれてからずっと住んでいる」、40 歳代、50 歳代、70 歳代以

上で「住宅購入価格、家賃が手ごろなため」、60 歳代で「住宅地そのものの環境（自然環境な

ど）が良いため」が多い。 

 

 

 

■ 居住地区別 泉区に居住したきっかけ（問 11×Ｆ３） 

・中川、緑園、和泉北部で「住宅地そのものの環境（自然環境など）が良いため」、上飯田団地

で「横浜が好きなため」が多く、いちょう団地、しらゆりで「実家に近いため」「住宅購入価

格、家賃が手ごろなため」が同率、それ以外で「住宅購入価格、家賃が手ごろなため」が多い。

上飯田団地で「泉区が好きなため」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

合計 生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ

と
住
ん
で
い

る 就
職
・
転
勤
等
の
仕
事
の
都
合
の

た
め

家
族
の
就
職
・
転
勤
等
の
仕
事
の

都
合
の
た
め

進
学
の
た
め

実
家
に
近
い
た
め

通
勤
・
通
学
に
便
利
な
た
め

住
宅
購
入
価
格
、

家
賃
が
手
ご
ろ

な
た
め

住
宅
地
そ
の
も
の
の
環
境
（

自
然

環
境
な
ど
）

が
良
い
た
め

子
育
て
環
境
が
良
い
た
め

福
祉
・
医
療
の
環
境
が
良
い
た
め

買
い
物
環
境
が
良
い
た
め

趣
味
が
実
現

(

ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
・

ス
ポ
ー

ツ
等

)

で
き
る
た
め

泉
区
が
好
き
な
た
め

横
浜
が
好
き
な
た
め

子
ど
も
、

友
人
が
近
く
に
い
る
た

め そ
の
他

無
回
答

全体 1753 15.7 11.8 9.8 0.7 13.2 12.0 26.4 25.5 8.4 2.3 6.7 1.9 4.2 16.5 3.7 12.7 2.7

男性 708 21.0 16.9 6.4 0.6 13.4 14.4 28.2 23.6 8.9 2.1 4.9 2.3 5.1 16.5 3.1 8.5 2.7

女性 992 12.3 8.3 12.4 0.7 13.5 10.8 25.4 27.0 8.2 2.5 8.0 1.7 3.7 16.6 4.3 15.7 1.9

20歳代以下 150 52.0 8.7 13.3 2.0 4.7 9.3 6.7 8.7 2.7 0.0 4.0 0.7 4.7 12.7 3.3 5.3 1.3

30歳代 181 22.7 14.4 14.4 0.0 22.1 18.8 20.4 17.7 11.6 2.2 8.8 0.6 3.9 16.0 3.3 13.3 0.6

40歳代 283 18.4 15.5 12.7 2.1 20.5 19.4 27.6 20.8 10.6 1.1 5.7 0.0 3.2 18.0 2.5 10.6 1.1

50歳代 259 16.2 9.7 10.0 0.0 21.2 12.0 23.6 20.5 11.6 1.5 3.9 1.5 4.6 19.7 3.9 16.6 1.2

60歳代 297 9.4 9.8 6.4 0.3 13.8 11.8 31.0 36.4 8.4 2.0 6.7 3.0 2.4 14.5 2.4 14.1 1.3

70歳代以上 503 5.2 12.1 7.6 0.2 4.6 7.6 33.6 32.4 7.2 4.6 8.7 3.4 5.8 17.9 6.0 12.9 4.8

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問11 泉区に居住したきっかけ

合計 生
ま
れ
て
か
ら
ず
っ

と
住
ん
で
い

る 就
職
・
転
勤
等
の
仕
事
の
都
合
の

た
め

家
族
の
就
職
・
転
勤
等
の
仕
事
の

都
合
の
た
め

進
学
の
た
め

実
家
に
近
い
た
め

通
勤
・
通
学
に
便
利
な
た
め

住
宅
購
入
価
格
、

家
賃
が
手
ご
ろ

な
た
め

住
宅
地
そ
の
も
の
の
環
境
（

自
然

環
境
な
ど
）

が
良
い
た
め

子
育
て
環
境
が
良
い
た
め

福
祉
・
医
療
の
環
境
が
良
い
た
め

買
い
物
環
境
が
良
い
た
め

趣
味
が
実
現

(

ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
・

ス
ポ
ー

ツ
等

)

で
き
る
た
め

泉
区
が
好
き
な
た
め

横
浜
が
好
き
な
た
め

子
ど
も
、

友
人
が
近
く
に
い
る
た

め そ
の
他

無
回
答

全体 1753 15.7 11.8 9.8 0.7 13.2 12.0 26.4 25.5 8.4 2.3 6.7 1.9 4.2 16.5 3.7 12.7 2.7

中川エリア 289 13.5 11.4 10.0 0.7 14.5 12.1 23.5 33.9 9.7 5.2 9.0 2.4 3.8 18.3 4.2 9.3 1.7

緑園エリア 171 9.9 7.6 8.2 1.8 13.5 9.9 12.9 62.6 12.3 0.6 2.3 1.8 2.3 24.0 2.3 8.8 0.0

新橋エリア 83 19.3 12.0 13.3 1.2 13.3 9.6 32.5 15.7 10.8 2.4 3.6 3.6 4.8 19.3 2.4 13.3 3.6

和泉北部エリア 103 11.7 8.7 7.8 1.0 14.6 16.5 31.1 39.8 15.5 6.8 13.6 2.9 3.9 17.5 3.9 11.7 0.0

和泉中央エリア 274 17.2 15.7 11.7 1.1 10.6 13.9 26.6 19.0 8.4 1.8 7.7 1.8 4.4 15.0 5.5 11.7 2.6

下和泉エリア 71 18.3 12.7 5.6 0.0 8.5 16.9 26.8 22.5 7.0 0.0 7.0 1.4 1.4 9.9 2.8 14.1 7.0

富士見が丘エリア 116 21.6 9.5 6.0 0.0 12.1 6.0 34.5 17.2 5.2 0.9 0.0 1.7 1.7 10.3 3.4 20.7 1.7

上飯田エリア 144 22.2 8.3 8.3 0.0 16.0 9.7 34.0 16.0 4.2 2.1 2.8 2.1 9.0 19.4 4.2 13.2 2.1

上飯田団地エリア 21 4.8 14.3 9.5 0.0 4.8 0.0 14.3 14.3 0.0 4.8 9.5 0.0 19.0 23.8 0.0 19.0 9.5

いちょう団地エリア 24 4.2 4.2 16.7 0.0 29.2 0.0 29.2 0.0 12.5 4.2 4.2 0.0 0.0 4.2 4.2 16.7 12.5

中田エリア 329 16.7 13.7 10.9 0.3 12.2 16.1 30.4 16.7 7.0 1.2 8.5 1.8 5.2 15.5 3.3 14.0 2.1

しらゆりエリア 53 13.2 17.0 15.1 0.0 18.9 15.1 18.9 9.4 9.4 0.0 5.7 0.0 1.9 15.1 3.8 17.0 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問11 泉区に居住したきっかけ



 68 

問１１で「生まれてからずっと住んでいる」以外を選択した方におたずねします。 

問１２ 泉区に転居する際、情報収集は何を利用しましたか。（○はいくつでも） 

・「不動産会社（店舗）」が 36.1％、次いで「不動産会社（折込チラシ）」（12.9％）、「口コ

ミ」（10.1％）、「住宅情報雑誌」（7.1％）、「民間の住宅情報ウェブサイト」（5.9％）の

順である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 性別・年齢別 泉区に転居する際、情報収集した媒体（問 12×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代も「不動産会社（店舗）」が多い。 

 

 
 

  

合計 不
動
産
会
社
（

店

舗
）

不
動
産
会
社
（

折
込

チ
ラ
シ
）

民
間
の
住
宅
情
報

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト

住
宅
情
報
雑
誌

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1430 36.1 12.9 5.9 7.1 10.1 20.3 18.7

男性 540 36.7 12.6 5.7 8.0 12.0 20.6 16.1

女性 851 36.4 13.0 6.1 6.2 9.0 20.2 19.7

20歳代以下 70 40.0 1.4 8.6 4.3 2.9 18.6 31.4

30歳代 139 41.7 5.0 15.8 2.9 7.2 15.8 21.6

40歳代 228 40.4 11.0 13.2 6.6 7.0 16.2 21.9

50歳代 214 39.3 13.1 4.2 8.9 8.4 22.4 15.4

60歳代 265 39.2 18.5 3.4 12.5 8.7 17.7 14.0

70歳代以上 453 28.3 15.5 1.1 4.9 15.5 23.8 18.1

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問12 泉区に転居する際に利用した情報収集の媒体

36.1

12.9

10.1

7.1

5.9

20.3

18.7

0% 10% 20% 30% 40%

不動産会社（店舗）

不動産会社（折込チラシ）

口コミ

住宅情報雑誌

民間の住宅情報ウェブサイト

その他

無回答
ｎ=1,430

複数回答
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■ 居住地区別 泉区に転居する際、情報収集した媒体（問 12×Ｆ３） 

・中川、緑園、和泉北部、和泉中央、下和泉、上飯田、中田、しらゆりで「不動産会社（店舗）」

が多く、新橋で「不動産会社（店舗）」「その他」が同率、富士見が丘、上飯田団地、いちょ

う団地で「その他」が多い。 

 

 

 

 

 

  

合計 不
動
産
会
社
（

店

舗
）

不
動
産
会
社
（

折
込

チ
ラ
シ
）

民
間
の
住
宅
情
報

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト

住
宅
情
報
雑
誌

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1430 36.1 12.9 5.9 7.1 10.1 20.3 18.7

中川エリア 245 38.0 18.4 7.3 9.4 6.1 19.2 15.9

緑園エリア 154 44.2 18.8 4.5 12.3 11.0 16.9 14.3

新橋エリア 64 28.1 18.8 1.6 6.3 14.1 28.1 15.6

和泉北部エリア 91 27.5 25.3 6.6 6.6 8.8 14.3 22.0

和泉中央エリア 220 34.1 9.1 7.3 5.9 9.5 17.3 24.1

下和泉エリア 53 43.4 13.2 1.9 0.0 18.9 18.9 15.1

富士見が丘エリア 89 30.3 7.9 4.5 2.2 9.0 32.6 18.0

上飯田エリア 109 40.4 11.0 7.3 5.5 11.0 17.4 18.3

上飯田団地エリア 18 11.1 0.0 0.0 16.7 0.0 44.4 27.8

いちょう団地エリア 20 0.0 0.0 5.0 20.0 15.0 45.0 25.0

中田エリア 267 39.7 6.7 6.4 4.1 13.1 18.0 18.7

しらゆりエリア 45 40.0 11.1 4.4 8.9 2.2 31.1 13.3

居住エリア別
（記載優先）

問12 泉区に転居する際に利用した情報収集の媒体
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問１３ 泉区にお住まいになって感じる魅力はどのような点ですか。（自由記述--箇条書きで簡潔に） 

・1,194 人の方から 1,781 件の意見をいただきました。 

 

 

 

 

  

泉区に住んで感じる魅力 件数

自然が豊か・緑が多い 551

住環境が良い 191

静か 161

田舎過ぎないのどかな環境・おちついた町 128

交通の便が良い 97

日常の買物が便利等、生活が便利 95

平穏・平和な感じ 61

地域のつながり・人情がある・人柄がよい 55

横浜・湘南にアクセスしやすい 54

農地が多い・農産品が多い 52

治安が良い 50

駅が近い 42

子育てしやすい・子ども達がのびのび育っている 41

施設がそろっている 31

空が広い・空気が良い 25

災害に強い 22

坂が少ない 20

道路・交通が便利で渋滞がない 19

町がきれい・町のセンスが良い 17

家賃が安い 8

区役所の職員が親切 8

川がきれい 6

住み慣れている 6

保育園に入りやすい 4

文化的催しやイベントが多い 4

その他(課題等のご意見を含む） 33

1,781
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問１４ 泉区にお住まいになって改善が必要と感じるのはどのような点ですか。（自由記述--箇条書きで

簡潔に） 

・1,026 人の方から 1,255 件の意見をいただきました。 

  泉区に住んで改善が必要と感じる点 件数
公共交通機関の整備、改善 190
道路整備・道路施設整備、改善 172
商業施設が少ない、魅力がない 128
防犯対策（街灯の設置など） 78
歩道の整備・改善 61
飲食店が少ない、魅力がない 50
悪臭 43
医療機関が少ない、充実してほしい 32
駅周辺・駅前の商業活性化、施設改善 29
公園の充実、整備 18
交通マナーが悪い 18
坂が多い 17
除草、樹木の剪定、街路樹の整備 17
高齢運転者対策、免許返納対策 15
防災（避難場所など） 15
生活環境が悪い（パチンコ屋、産廃など） 15
バリアフリー 15
通学路の整備 14
再開発、まちづくり(通信隊跡地利用含む) 14
町並み、景観がよくない、美化 13
騒音(暴走族、ヘリコプター) 12
娯楽施設がない 12
自然環境の減少 12
スポーツ施設がない 12
公共施設の充実（図書館など） 12
区役所、公共施設へのアクセスの悪さ 11
空き家対策が必要 11
泉区のイメージが低い、知名度が低い、田舎っぽい 11
何もない、泉区だけでは成り立たない、戸塚の方が便利 11
害獣・害虫 10
高齢者の増加 10
地域コミュニケーションの不足 10
自治会町内会、役員への不満 9
ゴミ出しのマナー 9
自転車道の整備 9
子育て環境、子育て支援の改善（保育園含む） 8
高齢者福祉 8
物価が高い 8
住民のマナーが悪い 7
都心へのアクセスが悪い 7
河川環境の改善 7
教育内容、学校、給食 7
歩きたばこの禁止 6
学校が遠い、学区再編 6
路上駐車 6
子育て施設、遊び場の不足 6
若年層の減少 6
ペット対策（マナー、糞害、ドッグランの不足） 5
外国人とのトラブル 5
不法投棄 4
情報が得られない 4
役所の対応 4
イベントが少ない、講座等の開催 4
税金が高い 3
地産地消の推進、農業 3
雇用の改善、働く場所が少ない 3
駐車場がない、駐車料金が高い 2
公衆トイレの設置 2
新規住宅開発がない、新規住宅開発は不要 2
お墓が多い、お墓が少ない 2
障害者福祉の充実 2
公営住宅の整備 2
特になし、このままでよい 5
その他 6

1,255
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問１５ 泉区の住環境のうち、周りの人へおすすめしたいのはどのような点ですか。（○は２つまで） 

・「豊かな自然環境」が 67.0％、次いで「治安の良さ」（29.8％）、「職場・学校へのアクセス

の良さ」（13.1％）、「地域コミュニティの充実」（6.3％）、「趣味の実現(ガーデニング、

スポーツ等)」（5.1％）、「保育園・幼稚園の入りやすさ」（4.2％）の順である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 泉区の住環境のうち、周りの人へすすめたい点（問 15×Ｆ１、２） 

・男女とも「豊かな自然環境」が多い。 

・年齢別では、いずれの年代も「豊かな自然環境」が多い。20 歳代以下では「治安の良さ」が全

体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 
 

  

67.0

29.8

13.1

6.3

5.1

4.2

5.5

9.8

0% 20% 40% 60% 80%

豊かな自然環境

治安の良さ

職場・学校へのアクセスの良さ

地域コミュニティの充実

趣味の実現(ガーデニング、スポーツ等)

保育園・幼稚園の入りやすさ

その他

無回答

ｎ=1,753

複数回答

合計 豊
か
な
自
然
環
境

治
安
の
良
さ

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
充
実

趣
味
の
実
現

(

ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
、

ス
ポ
ー

ツ
等

)

保
育
園
・
幼
稚
園
の

入
り
や
す
さ

職
場
・
学
校
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
良
さ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 67.0 29.8 6.3 5.1 4.2 13.1 5.5 9.8

男性 708 63.7 29.1 4.9 5.8 4.2 14.7 5.2 9.6

女性 992 70.2 30.8 7.4 4.5 4.3 12.6 5.7 8.7

20歳代以下 150 51.3 42.0 5.3 0.7 3.3 19.3 7.3 5.3

30歳代 181 59.7 35.9 6.1 2.2 9.9 17.7 7.2 6.1

40歳代 283 74.2 25.4 5.3 3.2 6.4 14.8 7.8 3.2

50歳代 259 73.0 29.0 4.2 5.4 3.5 12.7 7.3 4.6

60歳代 297 73.7 27.6 5.1 4.7 3.4 13.1 4.0 9.4

70歳代以上 503 65.8 29.0 9.3 8.9 2.6 9.5 3.2 16.1

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問15 泉区の住環境のうち、周りの人へおすすめしたい点
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■ 居住地区別 泉区の住環境のうち、周りの人へすすめたい点（問 15×Ｆ３） 

・いずれの地区も「豊かな自然環境」が多く、富士見が丘で 82.8％、緑園で 82.5％と高い。いち

ょう団地で「地域コミュニティの充実」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

  

合計 豊
か
な
自
然
環
境

治
安
の
良
さ

地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

の
充
実

趣
味
の
実
現

(

ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
、

ス
ポ
ー

ツ
等

)

保
育
園
・
幼
稚
園
の

入
り
や
す
さ

職
場
・
学
校
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
良
さ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 67.0 29.8 6.3 5.1 4.2 13.1 5.5 9.8

中川エリア 289 65.4 36.7 4.8 5.9 2.8 8.7 5.9 9.0

緑園エリア 171 82.5 38.6 8.8 2.3 1.2 6.4 1.8 3.5

新橋エリア 83 68.7 27.7 9.6 7.2 9.6 6.0 6.0 10.8

和泉北部エリア 103 75.7 34.0 3.9 8.7 1.9 19.4 3.9 3.9

和泉中央エリア 274 66.8 28.5 5.1 4.4 4.0 20.1 5.8 9.1

下和泉エリア 71 70.4 26.8 7.0 2.8 5.6 9.9 4.2 8.5

富士見が丘エリア 116 82.8 31.0 6.9 4.3 6.0 6.0 4.3 6.9

上飯田エリア 144 73.6 16.0 7.6 4.9 6.3 9.7 6.9 11.8

上飯田団地エリア 21 66.7 28.6 14.3 4.8 0.0 14.3 0.0 19.0

いちょう団地エリア 24 50.0 12.5 20.8 4.2 12.5 4.2 4.2 16.7

中田エリア 329 56.5 30.1 6.1 6.4 4.6 20.4 6.7 9.1

しらゆりエリア 53 52.8 26.4 1.9 3.8 5.7 20.8 9.4 13.2

居住エリア別
（記載優先）

問15 泉区の住環境のうち、周りの人へおすすめしたい点
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問１６ レジャー等のお出かけ先の情報は、テレビ以外ではどのように収集していますか。（○は２つまで） 

・「新聞・雑誌」が 37.4％、次いで「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）」（28.4％）、

「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外）」（19.0％）、「口コミ」（18.4％）、「Ｓ

ＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）」（16.2％）、「広報よこはま」（13.3％）、「地域

情報紙（タウンニュース、ぱど等）」（9.3％）、「地域情報紙以外のフリーペーパー」（4.2％）

の順である。 

 

 

■ 性別・年齢別 レジャー等のお出かけ先の情報（テレビ以外）の収集媒体（問 16×Ｆ１、２） 

・男女とも「新聞・雑誌」が多い。男性は女性より「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト

以外）」が 8.5 ポイント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）」、30歳代から 50 歳

代までで「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）」、60 歳代以上で「新聞・雑誌」が多

い。70 歳代以上で「広報よこはま」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 
  

37.4

28.4

19.0

18.4

16.2

13.3

9.3

4.2

3.9

7.0

0% 10% 20% 30% 40%

新聞・雑誌

ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）

ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外）

口コミ

ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）

広報よこはま

地域情報紙（タウンニュース、ぱど等）

地域情報紙以外のフリーペーパー

その他

無回答
ｎ=1,753

複数回答

合計 新
聞
・
雑
誌

広
報
よ
こ
は
ま

地
域
情
報
紙
（

タ
ウ

ン
ニ
ュ
ー

ス
、

ぱ
ど

等
）

地
域
情
報
紙
以
外
の

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
）

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
以
外
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

ツ
イ
ッ

タ
ー
、

イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
等
）

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.4 13.3 9.3 4.2 28.4 19.0 16.2 18.4 3.9 7.0

男性 708 36.4 9.6 7.5 4.2 31.8 24.2 16.2 16.9 4.4 6.8

女性 992 38.1 15.6 10.9 4.3 26.5 15.7 16.7 19.5 3.3 6.3

20歳代以下 150 11.3 3.3 2.7 1.3 36.7 23.3 64.0 12.0 0.0 2.0

30歳代 181 13.3 5.0 2.2 2.2 47.5 38.1 37.0 18.2 1.7 2.8

40歳代 283 26.1 6.4 9.5 4.2 47.3 29.7 18.4 18.4 5.7 2.1

50歳代 259 30.9 7.7 8.1 4.2 35.1 29.7 16.2 20.8 3.5 2.7

60歳代 297 54.5 11.1 12.1 4.7 25.6 15.2 4.4 16.5 3.4 5.4

70歳代以上 503 52.9 26.8 13.1 6.0 7.6 2.6 1.6 21.1 5.4 13.9

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問16 レジャー等のお出かけ先の情報の収集媒体（テレビ以外）
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■ 居住地区別 レジャー等のお出かけ先の情報（テレビ以外）の収集媒体（問 16×Ｆ３） 

・しらゆりで「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）」が多く、上飯田団地で「新聞・雑

誌」「広報よこはま」が同率、それ以外で「新聞・雑誌」が多い。上飯田団地、いちょう団地

では「広報よこはま」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

■ 就労状況別 レジャー等のお出かけ先の情報（テレビ以外）の収集媒体（問 16×Ｆ10） 

・正社員・正職員、パート・アルバイト等で「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）」、

学生で「ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）」、それ以外で「新聞・雑誌」が多い。正

社員・正職員、学生で「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外）」が全体値に比べて

10 ポイント以上高い。 

 
 

※契約社員･委託社員･派遣社員･嘱託員等 

 

 

  

合計 新
聞
・
雑
誌

広
報
よ
こ
は
ま

地
域
情
報
紙
（

タ
ウ

ン
ニ
ュ
ー

ス
、

ぱ
ど

等
）

地
域
情
報
紙
以
外
の

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
）

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
以
外
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

ツ
イ
ッ

タ
ー
、

イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
等
）

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.4 13.3 9.3 4.2 28.4 19.0 16.2 18.4 3.9 7.0

中川エリア 289 39.1 9.0 6.9 1.7 37.4 23.5 15.6 17.0 5.5 4.2

緑園エリア 171 46.8 7.6 8.8 5.3 28.7 26.3 16.4 18.7 2.9 2.3

新橋エリア 83 33.7 13.3 10.8 6.0 30.1 20.5 15.7 20.5 1.2 7.2

和泉北部エリア 103 50.5 15.5 12.6 4.9 24.3 19.4 11.7 16.5 1.9 2.9

和泉中央エリア 274 36.5 9.9 9.9 2.6 25.5 17.5 21.2 21.2 3.3 8.4

下和泉エリア 71 45.1 21.1 14.1 2.8 22.5 18.3 14.1 22.5 2.8 4.2

富士見が丘エリア 116 28.4 20.7 10.3 5.2 25.9 13.8 15.5 22.4 5.2 4.3

上飯田エリア 144 30.6 17.4 9.0 3.5 26.4 20.8 15.3 15.3 6.3 7.6

上飯田団地エリア 21 33.3 33.3 19.0 4.8 9.5 4.8 9.5 9.5 0.0 28.6

いちょう団地エリア 24 45.8 37.5 0.0 8.3 8.3 8.3 4.2 20.8 0.0 16.7

中田エリア 329 35.9 14.6 10.9 7.0 28.6 17.0 16.7 18.5 3.6 6.7

しらゆりエリア 53 24.5 7.5 0.0 1.9 37.7 18.9 22.6 15.1 3.8 9.4

居住エリア別
（記載優先）

問16 レジャー等のお出かけ先の情報の収集媒体（テレビ以外）

合計 新
聞
・
雑
誌

広
報
よ
こ
は
ま

地
域
情
報
紙
（

タ
ウ

ン
ニ
ュ
ー

ス
、

ぱ
ど

等
）

地
域
情
報
紙
以
外
の

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
）

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
以
外
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

ツ
イ
ッ

タ
ー
、

イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
等
）

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.4 13.3 9.3 4.2 28.4 19.0 16.2 18.4 3.9 7.0

自営業 93 37.6 12.9 4.3 3.2 30.1 16.1 16.1 18.3 6.5 9.7

正社員・正職員 470 26.0 6.0 5.5 4.3 42.1 33.0 25.7 16.6 2.1 3.8

契約社員等※ 97 34.0 5.2 5.2 3.1 24.7 22.7 15.5 21.6 6.2 4.1

パート・アルバイト等 285 33.7 14.4 13.3 3.5 35.8 16.8 17.9 18.2 4.2 1.4

専業主婦・専業主夫 303 48.8 20.1 14.2 5.3 22.8 12.2 6.9 21.1 2.0 7.3

学生 53 7.5 1.9 3.8 1.9 32.1 32.1 71.7 18.9 0.0 0.0

就業していない 319 52.0 19.4 11.3 6.0 14.4 9.4 4.1 18.5 6.6 10.3

その他 46 45.7 21.7 8.7 4.3 10.9 10.9 13.0 15.2 10.9 6.5

Ｆ10 就労状
況

問16 レジャー等のお出かけ先の情報の収集媒体（テレビ以外）
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問１７ あなたは、これからもずっと泉区に住み続けたいと思いますか。（○はひとつ） 

・「住み続ける」（34.1％）「たぶん住み続ける」（39.6％）を合わせた『定住意向』は 73.7％

である。「たぶん転居する」（7.8％）と「転居する」（2.2％）は合わせて 10.0％である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 定住意向（問 17×Ｆ１、２） 

・男女とも「たぶん住み続ける」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「わからない」、30 歳代から 60 歳代までで「たぶん住み続ける」、

70 歳代以上で「住み続ける」が多い。20歳代以下で「たぶん転居する」「わからない」が全体

値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

  

住み続ける

598
34.1%

たぶん住み続ける

694
39.6%

たぶん転居する

136
7.8%

転居する

38
2.2%

わからない

256
14.6%

無回答 31 1.8%

ｎ=1,753

合計 住み続ける たぶん住み
続ける

たぶん転居
する

転居する わからない 無回答

全体 1753 34.1 39.6 7.8 2.2 14.6 1.8

男性 708 35.9 39.1 5.9 2.3 15.1 1.7

女性 992 32.1 40.4 9.4 2.2 14.5 1.4

20歳代以下 150 9.3 29.3 19.3 11.3 30.7 0.0

30歳代 181 18.8 37.6 17.7 4.4 21.0 0.6

40歳代 283 29.0 46.3 6.7 2.1 15.2 0.7

50歳代 259 25.1 45.9 9.3 0.0 19.7 0.0

60歳代 297 34.3 49.5 5.1 1.3 8.8 1.0

70歳代以上 503 53.5 31.8 2.4 0.6 7.8 4.0

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問17 泉区への永住希望
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■ 居住地区別 定住意向（問 17×Ｆ３） 

・新橋、和泉北部、富士見が丘、上飯田、上飯田団地で「住み続ける」が多く、中田では「住み

続ける」「たぶん住み続ける」が同率、それ以外で「たぶん住み続ける」が多い。いちょう団

地では「わからない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

 

・平成 26 年度調査と比べると、「住み続ける」と「たぶん住み続ける」を合わせた『定住意向』

は、3.2 ポイント減少している。 

 

＜H26 調査との比較＞ 

 

  

合計 住み続ける たぶん住み
続ける

たぶん転居
する

転居する わからない 無回答

全体 1753 34.1 39.6 7.8 2.2 14.6 1.8

中川エリア 289 28.4 41.9 10.0 2.1 15.9 1.7

緑園エリア 171 25.1 45.0 11.1 4.1 14.6 0.0

新橋エリア 83 38.6 36.1 7.2 0.0 18.1 0.0

和泉北部エリア 103 48.5 39.8 4.9 0.0 6.8 0.0

和泉中央エリア 274 32.8 42.7 6.6 1.5 14.6 1.8

下和泉エリア 71 31.0 53.5 4.2 0.0 9.9 1.4

富士見が丘エリア 116 41.4 37.9 5.2 4.3 11.2 0.0

上飯田エリア 144 38.2 36.1 5.6 1.4 16.7 2.1

上飯田団地エリア 21 57.1 28.6 4.8 0.0 9.5 0.0

いちょう団地エリア 24 16.7 45.8 0.0 0.0 33.3 4.2

中田エリア 329 35.3 35.3 7.6 3.6 16.1 2.1

しらゆりエリア 53 28.3 37.7 15.1 1.9 13.2 3.8

居住エリア別
（記載優先）

問17 泉区への永住希望

34.1

39.6

7.8

2.2

14.6

1.8

38.5

38.4

8.0

2.3

12.1

0.8

0％ 20％ 40％ 60％

住み続ける

たぶん住み続ける

たぶん転居する

転居する

わからない

無回答

今回調査(n=1,753) H26調査(n=1,588)
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問17で「たぶん転居する」「転居する」を選択した方におたずねします。 

問１８ 転居する・転居したい理由は何ですか。（○はひとつ） 

・「通勤・通学のため」が 19.5％、次いで「他に住んでみたい場所があるため」（12.1％）、「親

や子と同居・近隣に住むため」（10.3％）、「交通が不便なため」（9.8％）、「泉区に魅力や

愛着がないため」（8.0％）、「生まれ育った土地に戻るため」（6.3％）、「買い物やサービ

スが不便なため」（6.3％）などの順である。 

・「その他」（16.1％）のうち 27 件に具体的な記述があり、「結婚のため」（8 件）、「転勤の

ため」（3 件）、「高齢になったため」（3 件）、「家賃が高いため」（2 件）などである。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他記述 

 

 

  

意見 件数 意見 件数

結婚のため 8 子育て終了のため 1
転勤のため 3 坂や階段が多いため 1
高齢になったため 3 実家の近くに行くため 1
家賃が高いため 2 住みごこちの良い物件が少ないため 1
空き巣が多いため 1 とにかく不便なため 1
借家のため 1 部屋がせまくなったため 1
階段の昇降が困難になったため 1 持ち家検討のため 1
高熱費が高いため 1

27

その他（記述）

総計

19 .5

12 .1

10 .3

9 .8

8 .0

6 .3

6 .3

1 .1

0 .0

16 .1

3 .4

6 .9

0% 10% 20% 30%

通勤・通学のため

他に住んでみたい場所があるため

親や子と同居・近隣に住むため

交通が不便なため

泉区に魅力や愛着がないため

生まれ育った土地に戻るため

買い物やサービスが不便なため

子育てや教育のため

通院のため

その他

特別な理由はない

無回答 ｎ=174
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■ 性別・年齢別 転居理由（問 18×Ｆ１、２） 

・男性は「通勤・通学のため」が多く、女性より 12.8 ポイント高い。女性は「その他」が多く、

男性より 19.2 ポイント高い。 

・年齢別では、30 歳代以下で「通勤・通学のため」、40 歳代と 70 歳代以上で「その他」が多く、

50 歳代で「交通が不便なため」「他に住んでみたい場所があるため」が同率、60歳代で「親や

子と同居・近隣に住むため」「生まれ育った土地に戻るため」「交通が不便なため」が同率で

ある。 

 

 
 

 

 

  

合計 通
勤
・
通
学
の
た
め

親
や
子
と
同
居
・
近

隣
に
住
む
た
め

生
ま
れ
育
っ

た
土
地

に
戻
る
た
め

交
通
が
不
便
な
た
め

買
物
や
サ
ー

ビ
ス
が

不
便
な
た
め

子
育
て
や
教
育
の
た

め 通
院
の
た
め

他
に
住
ん
で
み
た
い

場
所
が
あ
る
た
め

泉
区
に
魅
力
や
愛
着

が
な
い
た
め

そ
の
他

特
別
な
理
由
は
な
い

無
回
答

全体 174 19.5 10.3 6.3 9.8 6.3 1.1 0.0 12.1 8.0 16.1 3.4 6.9

男性 58 27.6 13.8 5.2 13.8 3.4 0.0 0.0 13.8 10.3 3.4 5.2 3.4

女性 115 14.8 8.7 7.0 7.8 7.8 1.7 0.0 11.3 7.0 22.6 2.6 8.7

20歳代以下 46 39.1 6.5 4.3 8.7 4.3 0.0 0.0 8.7 4.3 6.5 6.5 10.9

30歳代 40 25.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0 12.5 7.5 20.0 2.5 7.5

40歳代 25 8.0 12.0 8.0 0.0 12.0 0.0 0.0 12.0 12.0 20.0 8.0 8.0

50歳代 24 8.3 12.5 4.2 20.8 12.5 0.0 0.0 20.8 8.3 4.2 0.0 8.3

60歳代 19 0.0 21.1 21.1 21.1 0.0 0.0 0.0 10.5 10.5 15.8 0.0 0.0

70歳代以上 15 0.0 20.0 0.0 13.3 6.7 0.0 0.0 13.3 0.0 46.7 0.0 0.0

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問18 転居を希望する理由
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５．防災について 

 

問１9 市の防災計画では、市民の責務として３日以上の備蓄をお願いしていますが、あなたのご家庭で

は、何日分の備蓄を行っていますか。（それぞれに○はひとつ） 

・＜飲料水＞と＜食料＞は「３日分程度」がそれぞれ 42.8％、40.8％である。＜トイレパック＞

は「なし」が 44.2％である。 

・＜飲料水＞を「３日分程度」以上備蓄している家庭は 63.9％、＜食料＞は 56.9％、＜トイレパ

ック＞は 36.8％である。 

 

 

 

 

 

 

  

15.4

18.5

42.8

10.7

10.4

2.2

15.8

23.4

40.8

9.7

6.4

3.8

44.2

14.5

21.6

5.8

9.4

4.7

0％ 20％ 40％ 60％

なし

1日分程度

3日分程度

5日分程度

7日分以上

無回答

飲料水(n=1,753) 食料(n=1,753) トイレパック(n=1,753)
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■ 性別・年齢別 家庭で何日分の備蓄を行っているか（問 19×Ｆ１、２） 

飲料水 

・男女とも、いずれの年代も「3 日分程度」が多い。 

・30 歳代で「なし」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

食料 

・男女とも、いずれの年代も「3 日分程度」が多い。 

・30 歳代以下で「なし」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

トイレパック 

・男女とも、いずれの年代も「なし」が多い。 

 

＜飲料水＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜食料＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜トイレパック＞ 

 

  

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 9日分以上 無回答

全体 1753 44.2 14.5 21.6 5.8 9.4 4.7

男性 708 47.2 13.3 20.2 6.2 9.0 4.1

女性 992 42.6 15.6 22.5 5.4 9.3 4.5

20歳代以下 150 51.3 13.3 19.3 8.0 7.3 0.7

30歳代 181 53.0 14.4 21.5 3.9 6.1 1.1

40歳代 283 42.8 19.8 25.1 4.6 5.3 2.5

50歳代 259 50.6 18.9 20.1 4.6 5.0 0.8

60歳代 297 42.8 15.8 24.2 5.7 9.1 2.4

70歳代以上 503 38.2 9.5 19.7 6.4 15.3 10.9

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問19-3（トイレパック）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 8日分以上 無回答

全体 1753 15.8 23.4 40.8 9.7 6.4 3.8

男性 708 16.8 21.0 43.4 8.9 6.9 3.0

女性 992 15.3 25.8 38.6 10.4 6.0 3.8

20歳代以下 150 32.0 20.7 34.0 8.7 4.7 0.0

30歳代 181 26.0 25.4 37.0 5.5 5.0 1.1

40歳代 283 17.0 30.0 37.5 7.4 4.9 3.2

50歳代 259 16.2 29.0 39.4 6.9 7.3 1.2

60歳代 297 10.1 25.6 46.5 11.4 5.1 1.3

70歳代以上 503 9.9 16.3 43.3 13.7 8.3 8.3

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問19-2（食料）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 7日分以上 無回答

全体 1753 15.4 18.5 42.8 10.7 10.4 2.2

男性 708 17.4 18.8 40.7 10.6 11.0 1.6

女性 992 14.1 18.8 44.5 10.9 9.7 2.1

20歳代以下 150 25.3 18.7 36.7 8.7 10.0 0.7

30歳代 181 27.6 19.3 36.5 7.2 8.8 0.6

40歳代 283 14.1 26.1 43.1 8.5 8.1 0.0

50歳代 259 16.6 23.2 44.0 6.6 9.3 0.4

60歳代 297 9.4 16.2 51.5 12.1 9.8 1.0

70歳代以上 503 11.1 13.5 41.6 15.5 13.1 5.2

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問19-1（飲料水）家庭で何日分の備蓄を行っているか
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■ 居住地区別 家庭で何日分の備蓄を行っているか（問 19×Ｆ３） 

飲料水 

・いちょう団地で「1 日分程度」、それ以外で「3 日分程度」が多い。上飯田団地で「7 日分以上」

が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

食料 

・いずれの地区も「3 日分程度」が多い。 

トイレパック 

・緑園で「3 日分程度」が多く、それ以外で「なし」が多い。上飯田団地で「7 日分以上」が全体

値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜飲料水＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜食料＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜トイレパック＞ 

 

 

  

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 7日分以上 無回答

全体 1753 15.4 18.5 42.8 10.7 10.4 2.2

中川エリア 289 16.3 16.6 42.2 12.8 10.4 1.7

緑園エリア 171 9.4 17.0 43.3 17.0 12.3 1.2

新橋エリア 83 16.9 20.5 42.2 10.8 8.4 1.2

和泉北部エリア 103 11.7 9.7 55.3 7.8 13.6 1.9

和泉中央エリア 274 18.2 19.0 43.8 9.1 8.8 1.1

下和泉エリア 71 15.5 22.5 45.1 5.6 5.6 5.6

富士見が丘エリア 116 18.1 18.1 44.8 6.9 11.2 0.9

上飯田エリア 144 17.4 20.8 37.5 11.8 9.7 2.8

上飯田団地エリア 21 19.0 4.8 33.3 14.3 23.8 4.8

いちょう団地エリア 24 8.3 33.3 25.0 12.5 16.7 4.2

中田エリア 329 13.4 22.5 44.1 10.6 7.9 1.5

しらゆりエリア 53 18.9 20.8 34.0 7.5 17.0 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問19-1（飲料水）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 8日分以上 無回答

全体 1753 15.8 23.4 40.8 9.7 6.4 3.8

中川エリア 289 18.7 23.2 42.2 9.3 4.5 2.1

緑園エリア 171 11.1 17.0 49.1 12.3 9.4 1.2

新橋エリア 83 19.3 20.5 36.1 9.6 7.2 7.2

和泉北部エリア 103 12.6 17.5 40.8 15.5 6.8 6.8

和泉中央エリア 274 16.1 25.5 42.0 7.7 4.7 4.0

下和泉エリア 71 18.3 26.8 33.8 9.9 0.0 11.3

富士見が丘エリア 116 19.0 25.9 36.2 12.1 6.0 0.9

上飯田エリア 144 17.4 23.6 38.9 8.3 8.3 3.5

上飯田団地エリア 21 9.5 23.8 38.1 14.3 14.3 0.0

いちょう団地エリア 24 4.2 33.3 45.8 12.5 0.0 4.2

中田エリア 329 14.0 27.1 41.3 8.2 6.7 2.7

しらゆりエリア 53 17.0 20.8 34.0 13.2 11.3 3.8

居住エリア別
（記載優先）

問19-2（食料）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 9日分以上 無回答

全体 1753 44.2 14.5 21.6 5.8 9.4 4.7

中川エリア 289 45.0 17.0 21.1 7.3 6.2 3.5

緑園エリア 171 25.1 18.7 29.8 9.4 15.2 1.8

新橋エリア 83 49.4 9.6 20.5 4.8 8.4 7.2

和泉北部エリア 103 36.9 7.8 25.2 6.8 12.6 10.7

和泉中央エリア 274 52.2 13.1 19.3 3.3 8.0 4.0

下和泉エリア 71 38.0 18.3 22.5 4.2 4.2 12.7

富士見が丘エリア 116 62.9 12.9 12.9 2.6 6.9 1.7

上飯田エリア 144 41.0 13.9 21.5 6.3 14.6 2.8

上飯田団地エリア 21 47.6 9.5 14.3 4.8 23.8 0.0

いちょう団地エリア 24 41.7 20.8 8.3 8.3 16.7 4.2

中田エリア 329 44.1 14.9 24.6 5.5 6.7 4.3

しらゆりエリア 53 47.2 13.2 18.9 5.7 13.2 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問19-3（トイレパック）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 7日分以上 無回答

全体 1753 15.4 18.5 42.8 10.7 10.4 2.2

中川エリア 289 16.3 16.6 42.2 12.8 10.4 1.7

緑園エリア 171 9.4 17.0 43.3 17.0 12.3 1.2

新橋エリア 83 16.9 20.5 42.2 10.8 8.4 1.2

和泉北部エリア 103 11.7 9.7 55.3 7.8 13.6 1.9

和泉中央エリア 274 18.2 19.0 43.8 9.1 8.8 1.1

下和泉エリア 71 15.5 22.5 45.1 5.6 5.6 5.6

富士見が丘エリア 116 18.1 18.1 44.8 6.9 11.2 0.9

上飯田エリア 144 17.4 20.8 37.5 11.8 9.7 2.8

上飯田団地エリア 21 19.0 4.8 33.3 14.3 23.8 4.8

いちょう団地エリア 24 8.3 33.3 25.0 12.5 16.7 4.2

中田エリア 329 13.4 22.5 44.1 10.6 7.9 1.5

しらゆりエリア 53 18.9 20.8 34.0 7.5 17.0 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問19-1（飲料水）家庭で何日分の備蓄を行っているか

合計 なし 1日分程度 3日分程度 5日分程度 7日分以上 無回答

全体 1753 15.4 18.5 42.8 10.7 10.4 2.2

中川エリア 289 16.3 16.6 42.2 12.8 10.4 1.7

緑園エリア 171 9.4 17.0 43.3 17.0 12.3 1.2

新橋エリア 83 16.9 20.5 42.2 10.8 8.4 1.2

和泉北部エリア 103 11.7 9.7 55.3 7.8 13.6 1.9

和泉中央エリア 274 18.2 19.0 43.8 9.1 8.8 1.1

下和泉エリア 71 15.5 22.5 45.1 5.6 5.6 5.6

富士見が丘エリア 116 18.1 18.1 44.8 6.9 11.2 0.9

上飯田エリア 144 17.4 20.8 37.5 11.8 9.7 2.8

上飯田団地エリア 21 19.0 4.8 33.3 14.3 23.8 4.8

いちょう団地エリア 24 8.3 33.3 25.0 12.5 16.7 4.2

中田エリア 329 13.4 22.5 44.1 10.6 7.9 1.5

しらゆりエリア 53 18.9 20.8 34.0 7.5 17.0 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問19-1（飲料水）家庭で何日分の備蓄を行っているか
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問20 あなたのご家庭では、水道・電気・ガスが停止した場合の備蓄を行っていますか。（それぞれに○

はひとつ） 

・「備えている」と回答した方のうち、「電力供給停止に備えたランタンや懐中電灯等、明かり

の確保のための備蓄」が 82.3％、「水道水供給停止に備えた風呂の水のため置きや飲料水等の

備蓄」が 68.5％、「ガス供給停止に備えたカセットガスコンロ等の備蓄」が 64.7％である。 

 

 

 

  

15.9

28.9

32.1

0.0

82.3

68.5

64.7

13.5

1.9

2.6

3.3

86.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

電力供給停止に備えたランタンや懐中電灯等、

明かりの確保のための備蓄(n=1,753)

水道水供給停止に備えた風呂の水のため置きや

飲料水等の備蓄(n=1,753)

ガス供給停止に備えたカセットガスコンロ等の備蓄

(n=1,753)

その他（災害時のために備蓄しているもの）(n=1,753)

なし 備えている 無回答
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■ 性別・年齢別 家庭で行っている水道・電気・ガスが停止した場合の備蓄（問 20×Ｆ１、２） 

明かりの確保のための備蓄 

・男女とも、いずれの年代も「備えている」が多い。 

・30 歳代以下で「なし」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

飲料水等の備蓄 

・男女ともいずれの年代も「備えている」が多い。 

・女性では男性より「備えている」が 8.4 ポイント高い。 

・30 歳代以下で「なし」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

カセットガスコンロ等の備蓄 

・男女とも、いずれの年代も「備えている」が多い。 

・30 歳代以下で「なし」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

＜明かりの確保のための備蓄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜飲料水等の備蓄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜カセットガスコンロ等の備蓄＞ 

 

 

 

  

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 15.9 82.3 1.9

男性 708 17.8 81.5 0.7

女性 992 14.4 83.9 1.7

20歳代以下 150 32.0 67.3 0.7

30歳代 181 29.3 70.7 0.0

40歳代 283 15.5 83.7 0.7

50歳代 259 16.2 83.0 0.8

60歳代 297 10.8 88.6 0.7

70歳代以上 503 8.7 88.3 3.0

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問20-1 ランタンや懐中電灯等、明
かりの確保のための備蓄

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 28.9 68.5 2.6

男性 708 34.7 63.7 1.6

女性 992 25.5 72.1 2.4

20歳代以下 150 42.0 57.3 0.7

30歳代 181 43.6 56.4 0.0

40歳代 283 31.4 67.5 1.1

50歳代 259 30.9 68.7 0.4

60歳代 297 22.9 76.4 0.7

70歳代以上 503 21.7 73.2 5.2

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問20-2 風呂の水のため置きや飲料
水等の備蓄

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 32.1 64.7 3.3

男性 708 33.6 64.5 1.8

女性 992 31.4 65.4 3.2

20歳代以下 150 46.7 52.0 1.3

30歳代 181 48.1 51.4 0.6

40歳代 283 34.3 65.4 0.4

50歳代 259 27.4 72.2 0.4

60歳代 297 23.9 75.4 0.7

70歳代以上 503 27.8 64.8 7.4

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問20-3 ガス供給停止に備えたカ
セットガスコンロ等の備蓄
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■ 居住地区別 家庭で行っている水道・電気・ガスが停止した場合の備蓄（問 20×Ｆ３） 

明かりの確保のための備蓄 

・いずれの地区も「備えている」が多く、上飯田団地では 90.5％と高い。 

飲料水等の備蓄 

・いずれの地区も「備えている」が多く、緑園で 78.9％、和泉北部で 77.7％と高い。 

カセットガスコンロ等の備蓄 

・上飯田団地で「なし」「備えている」が同率、それ以外は「備えている」が多い。 

 

＜明かりの確保のための備蓄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜飲料水等の備蓄＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜カセットガスコンロ等の備蓄＞ 

 

 

  

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 15.9 82.3 1.9

中川エリア 289 16.3 82.4 1.4

緑園エリア 171 12.3 86.5 1.2

新橋エリア 83 14.5 85.5 0.0

和泉北部エリア 103 10.7 86.4 2.9

和泉中央エリア 274 19.0 80.3 0.7

下和泉エリア 71 15.5 83.1 1.4

富士見が丘エリア 116 16.4 83.6 0.0

上飯田エリア 144 10.4 88.9 0.7

上飯田団地エリア 21 9.5 90.5 0.0

いちょう団地エリア 24 16.7 79.2 4.2

中田エリア 329 16.1 81.8 2.1

しらゆりエリア 53 24.5 73.6 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問20-1 ランタンや懐中電灯等、明
かりの確保のための備蓄

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 28.9 68.5 2.6

中川エリア 289 33.6 64.4 2.1

緑園エリア 171 19.3 78.9 1.8

新橋エリア 83 32.5 67.5 0.0

和泉北部エリア 103 20.4 77.7 1.9

和泉中央エリア 274 33.9 64.2 1.8

下和泉エリア 71 33.8 66.2 0.0

富士見が丘エリア 116 29.3 70.7 0.0

上飯田エリア 144 27.8 68.8 3.5

上飯田団地エリア 21 28.6 66.7 4.8

いちょう団地エリア 24 20.8 70.8 8.3

中田エリア 329 28.9 68.4 2.7

しらゆりエリア 53 24.5 71.7 3.8

居住エリア別
（記載優先）

問20-2 風呂の水のため置きや飲料
水等の備蓄

合計 なし 備えている 無回答

全体 1753 32.1 64.7 3.3

中川エリア 289 29.4 68.5 2.1

緑園エリア 171 28.7 69.0 2.3

新橋エリア 83 34.9 62.7 2.4

和泉北部エリア 103 26.2 70.9 2.9

和泉中央エリア 274 33.6 63.9 2.6

下和泉エリア 71 25.4 71.8 2.8

富士見が丘エリア 116 39.7 59.5 0.9

上飯田エリア 144 25.7 72.2 2.1

上飯田団地エリア 21 47.6 47.6 4.8

いちょう団地エリア 24 41.7 54.2 4.2

中田エリア 329 36.5 59.6 4.0

しらゆりエリア 53 30.2 67.9 1.9

居住エリア別
（記載優先）

問20-3 ガス供給停止に備えたカ
セットガスコンロ等の備蓄
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問２１ 大きな地震などの大規模な災害が起きた時、どのような場合に避難所へ行きますか。（○はいくつ

でも） 

・「区役所等から避難指示があった場合」が 66.4％、次いで「自宅が半壊・全壊した場合」（61.7％）、

「水道・電気・ガスが使えない場合」（38.5％）、「自宅が一部損壊した場合」（30.0％）、   

「余震が続く場合（自宅は無事）」（10.5％）の順である。「わからない」と回答した人は 6.1％

である。 

 

 

 

  

66.4

61.7

38.5

30.0

10.5

6.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

区役所等から避難指示があった場合

自宅が半壊・全壊した場合

水道・電気・ガスが使えない場合

自宅が一部損壊した場合

余震が続く場合（自宅は無事）

わからない

無回答
ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 大規模な災害時、避難所に行く目安（問 21×Ｆ１、２） 

・男女ともに「区役所等から避難指示があった場合」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下と 60 歳代以上で「区役所等から避難指示があった場合」、それ以外

で「自宅が半壊・全壊した場合」が多い。 

 

 
 

■ 居住地区別 大規模な災害時、避難所に行く目安（問 21×Ｆ１、２） 

・中川、新橋で「自宅が半壊・全壊した場合」、それ以外で「区役所等から避難指示があった場

合」が多い。上飯田団地で「余震が続く場合（自宅は無事）」、いちょう団地で「余震が続く

場合（自宅は無事）」「水道・電気・ガスが使えない場合」「区役所等から避難指示があった

場合」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

  

合計 余
震
が
続
く
場
合

（

自
宅
は
無
事
）

水
道
・
電
気
・
ガ
ス

が
使
え
な
い
場
合

自
宅
が
一
部
損
壊
し

た
場
合

自
宅
が
半
壊
・
全
壊

し
た
場
合

区
役
所
等
か
ら
避
難

指
示
が
あ
っ

た
場
合

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1753 10.5 38.5 30.0 61.7 66.4 6.1 2.2

男性 708 9.6 40.1 30.9 64.1 64.4 5.5 1.3

女性 992 11.2 37.5 29.8 60.9 68.6 6.6 2.1

20歳代以下 150 6.7 32.0 29.3 62.0 64.0 11.3 0.7

30歳代 181 10.5 39.8 39.2 75.7 69.1 3.3 0.6

40歳代 283 9.9 34.3 34.3 74.2 68.6 3.9 0.4

50歳代 259 8.1 34.0 30.5 67.6 62.9 5.8 0.4

60歳代 297 8.4 37.7 24.9 59.9 69.0 5.4 1.3

70歳代以上 503 14.5 45.7 28.0 49.1 67.6 7.2 4.4

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問21 大きな地震などの大規模な災害が起きた時、
どのような場合に避難所へ行くか

合計 余
震
が
続
く
場
合

（

自
宅
は
無
事
）

水
道
・
電
気
・
ガ
ス

が
使
え
な
い
場
合

自
宅
が
一
部
損
壊
し

た
場
合

自
宅
が
半
壊
・
全
壊

し
た
場
合

区
役
所
等
か
ら
避
難

指
示
が
あ
っ

た
場
合

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1753 10.5 38.5 30.0 61.7 66.4 6.1 2.2

中川エリア 289 10.7 37.0 31.5 65.7 62.6 5.2 1.7

緑園エリア 171 12.3 39.8 28.7 62.6 65.5 4.7 0.6

新橋エリア 83 7.2 44.6 33.7 68.7 62.7 10.8 0.0

和泉北部エリア 103 7.8 38.8 31.1 61.2 70.9 7.8 1.0

和泉中央エリア 274 8.4 32.8 30.3 60.2 69.3 6.2 1.5

下和泉エリア 71 9.9 47.9 35.2 62.0 73.2 7.0 0.0

富士見が丘エリア 116 10.3 40.5 24.1 52.6 56.9 12.1 1.7

上飯田エリア 144 9.7 41.0 36.1 61.8 71.5 5.6 2.1

上飯田団地エリア 21 23.8 47.6 33.3 19.0 76.2 0.0 9.5

いちょう団地エリア 24 29.2 58.3 29.2 62.5 83.3 0.0 0.0

中田エリア 329 10.9 36.2 27.1 65.0 68.4 4.0 2.4

しらゆりエリア 53 13.2 47.2 30.2 67.9 73.6 3.8 3.8

居住エリア別
（記載優先）

問21 大きな地震などの大規模な災害が起きた時、
どのような場合に避難所へ行くか
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問２２ ご自宅に感震ブレーカーを設置していますか。（○はひとつ） 

・「設置していない」が 34.1％、次いで「感震ブレーカーを知らない」が 33.9％で、「今後設置

したい」の 6.8％を合わせると、『感震ブレーカーを設置していない』は 74.8％である。「設

置している」は 19.2％である。 

 

■ 性別・年齢別 自宅への感震ブレーカー設置の有無（問 22×Ｆ１、２） 

・男性は「設置していない」、女性は「感震ブレーカーを知らない」が多い。 

・年齢別では、30 歳代以下と 50 歳代で「感震ブレーカーを知らない」、40 歳代と 60 歳代以上

で「設置していない」が多い。 

 

■ 居住地区別 自宅への感震ブレーカー設置の有無（問 22×Ｆ３） 

・中川、新橋、和泉中央、上飯田団地で「感震ブレーカーを知らない」、富士見が丘で「設置し

ていない」「感震ブレーカーを知らない」が同率、それ以外で「設置していない」が多い。 

 

  

設置している

337
19.2%

設置していない

598
34.1%今後設置したい

119
6.8%

感震ブレーカー

を知らない

594

33.9%

無回答

105
6.0%

n=1,753

合計 設置してい
る

設置してい
ない

今後設置し
たい

感震ブレー
カーを知ら
ない

無回答

全体 1753 19.2 34.1 6.8 33.9 6.0

男性 708 22.0 38.0 6.6 29.2 4.1

女性 992 17.0 31.8 6.8 37.8 6.7

20歳代以下 150 7.3 36.0 4.0 50.7 2.0

30歳代 181 19.3 21.5 6.6 51.4 1.1

40歳代 283 15.2 39.2 7.1 36.7 1.8

50歳代 259 14.7 34.4 8.9 39.0 3.1

60歳代 297 20.9 41.1 4.0 28.3 5.7

70歳代以上 503 26.6 32.0 8.2 22.1 11.1

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問22 自宅に感震ブレーカーを設置しているか

合計 設置してい
る

設置してい
ない

今後設置し
たい

感震ブレー
カーを知ら
ない

無回答

全体 1753 19.2 34.1 6.8 33.9 6.0

中川エリア 289 17.6 30.4 6.9 38.8 6.2

緑園エリア 171 16.4 40.4 5.8 33.9 3.5

新橋エリア 83 26.5 28.9 3.6 36.1 4.8

和泉北部エリア 103 20.4 35.0 6.8 33.0 4.9

和泉中央エリア 274 17.5 32.5 5.8 38.7 5.5

下和泉エリア 71 19.7 43.7 4.2 23.9 8.5

富士見が丘エリア 116 19.8 36.2 5.2 36.2 2.6

上飯田エリア 144 17.4 32.6 13.2 29.2 7.6

上飯田団地エリア 21 19.0 9.5 14.3 38.1 19.0

いちょう団地エリア 24 12.5 54.2 0.0 29.2 4.2

中田エリア 329 22.2 35.0 6.4 31.3 5.2

しらゆりエリア 53 24.5 34.0 9.4 26.4 5.7

居住エリア別
（記載優先）

問22 自宅に感震ブレーカーを設置しているか
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６．防犯について 

 

問２３ 次の振り込め詐欺を知っていますか。（それぞれに○はひとつ） 

・振り込め詐欺の認知度は、＜オレオレ詐欺＞が 98.1％、＜キャッシュカード手渡し型詐欺＞が

92.4％、＜還付金等詐欺＞が 93.0％、＜架空請求詐欺＞が 93.8％である。 

 

 

 

  

98.1

92.4

93.0

93.8

0.6

6.1

5.2

3.9

1.3

1.5

1.7

2.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

オレオレ詐欺

(n=1,753)

キャッシュカード

手渡し型詐欺

(n=1,753)

還付金等詐欺

(n=1,753)

架空請求詐欺

(n=1,753)

知っている 知らない 無回答
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■ 性別・年齢別 各種振り込め詐欺（問 23×Ｆ１、２） 

オレオレ詐欺 

・男女とも「知っている」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「知っている」が 100％である。 

キャッシュカード手渡し型詐欺 

・男女とも、いずれの年代も「知っている」が多い。 

還付金等詐欺 

・男女とも、いずれの年代も「知っている」が多い。 

・20 歳代以下で「知らない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

架空請求詐欺 

・男女とも、いずれの年代も「知っている」が多い。 

 

＜オレオレ詐欺＞                           ＜キャッシュカード手渡し型詐欺＞ 

   

 

＜還付金等詐欺＞                          ＜架空請求詐欺＞     

   

   

 

 

  

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 98.1 0.6 1.3

男性 708 99.0 0.3 0.7

女性 992 98.3 0.7 1.0

20歳代以下 150 100.0 0.0 0.0

30歳代 181 99.4 0.6 0.0

40歳代 283 98.9 1.1 0.0

50歳代 259 99.6 0.4 0.0

60歳代 297 98.7 0.7 0.7

70歳代以上 503 96.6 0.6 2.8

問23-1 （認知度）オレオレ詐欺

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 92.4 6.1 1.5

男性 708 93.5 5.5 1.0

女性 992 92.2 6.6 1.2

20歳代以下 150 84.0 16.0 0.0

30歳代 181 88.4 11.6 0.0

40歳代 283 90.8 9.2 0.0

50歳代 259 94.2 5.8 0.0

60歳代 297 98.0 1.3 0.7

70歳代以上 503 94.2 2.2 3.6

問23-2 （認知度）キャッシュカー
ド手渡し型詐欺

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 93.0 5.2 1.7

男性 708 93.8 5.2 1.0

女性 992 93.4 5.0 1.5

20歳代以下 150 77.3 22.7 0.0

30歳代 181 92.8 7.2 0.0

40歳代 283 95.4 4.6 0.0

50歳代 259 95.4 4.6 0.0

60歳代 297 97.6 1.7 0.7

70歳代以上 503 94.2 1.6 4.2

問23-3 （認知度）還付金等詐欺

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 93.8 3.9 2.3

男性 708 95.5 3.2 1.3

女性 992 93.5 4.1 2.3

20歳代以下 150 97.3 2.7 0.0

30歳代 181 95.0 3.9 1.1

40歳代 283 97.2 2.5 0.4

50歳代 259 95.0 4.2 0.8

60歳代 297 96.3 3.0 0.7

70歳代以上 503 89.5 5.4 5.2

問23-4 （認知度）架空請求詐欺

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 各種振り込め詐欺（問 23×Ｆ３） 

オレオレ詐欺 

・いずれの地区でも「知っている」が多く、緑園、新橋、下和泉、いちょう団地では 100％であ

る。 

キャッシュカード手渡し型詐欺 

・いずれの地区でも「知っている」が多く、いちょう団地では 100％である。 

還付金等詐欺 

・いずれの地区でも「知っている」が多く、いちょう団地では 100％である。 

架空請求詐欺 

・いずれの地区でも「知っている」が多い。 

 

＜オレオレ詐欺＞                           ＜キャッシュカード手渡し型詐欺＞ 

   

 

＜還付金等詐欺＞                          ＜架空請求詐欺＞ 

   

 

 

  

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 98.1 0.6 1.3

中川エリア 289 97.9 0.7 1.4

緑園エリア 171 100.0 0.0 0.0

新橋エリア 83 100.0 0.0 0.0

和泉北部エリア 103 98.1 1.0 1.0

和泉中央エリア 274 98.5 1.1 0.4

下和泉エリア 71 100.0 0.0 0.0

富士見が丘エリア 116 99.1 0.0 0.9

上飯田エリア 144 97.9 0.7 1.4

上飯田団地エリア 21 90.5 4.8 4.8

いちょう団地エリア 24 100.0 0.0 0.0

中田エリア 329 98.8 0.3 0.9

しらゆりエリア 53 96.2 1.9 1.9

問23-1 （認知度）オレオレ詐欺

居住エリア別
（記載優先）

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 92.4 6.1 1.5

中川エリア 289 93.4 4.8 1.7

緑園エリア 171 93.0 7.0 0.0

新橋エリア 83 95.2 3.6 1.2

和泉北部エリア 103 90.3 6.8 2.9

和泉中央エリア 274 90.1 9.5 0.4

下和泉エリア 71 94.4 5.6 0.0

富士見が丘エリア 116 95.7 2.6 1.7

上飯田エリア 144 93.8 5.6 0.7

上飯田団地エリア 21 85.7 9.5 4.8

いちょう団地エリア 24 100.0 0.0 0.0

中田エリア 329 93.0 6.1 0.9

しらゆりエリア 53 86.8 11.3 1.9

問23-2 （認知度）キャッシュカー
ド手渡し型詐欺

居住エリア別
（記載優先）

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 93.0 5.2 1.7

中川エリア 289 92.4 5.9 1.7

緑園エリア 171 96.5 3.5 0.0

新橋エリア 83 90.4 8.4 1.2

和泉北部エリア 103 93.2 3.9 2.9

和泉中央エリア 274 93.4 6.2 0.4

下和泉エリア 71 94.4 5.6 0.0

富士見が丘エリア 116 94.8 2.6 2.6

上飯田エリア 144 93.8 4.2 2.1

上飯田団地エリア 21 85.7 9.5 4.8

いちょう団地エリア 24 100.0 0.0 0.0

中田エリア 329 93.6 5.5 0.9

しらゆりエリア 53 92.5 5.7 1.9

問23-3 （認知度）還付金等詐欺

居住エリア別
（記載優先）

合計 知っている 知らない 無回答

全体 1753 93.8 3.9 2.3

中川エリア 289 96.2 1.7 2.1

緑園エリア 171 94.7 4.7 0.6

新橋エリア 83 95.2 3.6 1.2

和泉北部エリア 103 92.2 4.9 2.9

和泉中央エリア 274 94.5 4.4 1.1

下和泉エリア 71 95.8 2.8 1.4

富士見が丘エリア 116 94.8 2.6 2.6

上飯田エリア 144 93.1 4.9 2.1

上飯田団地エリア 21 85.7 9.5 4.8

いちょう団地エリア 24 91.7 4.2 4.2

中田エリア 329 93.3 4.9 1.8

しらゆりエリア 53 96.2 1.9 1.9

問23-4 （認知度）架空請求詐欺

居住エリア別
（記載優先）
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問２４ 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけていることはありますか。（○はいくつでも） 

・「通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない」が 74.3％、次いで「電話による手続きで、

お金が戻らないことを知っている」（59.8％）、「不審な電話やハガキは自分で判断せず人に

相談している」（45.9％）、「家族や知人と振り込め詐欺を話題にしている」（44.4％）、「自

宅の電話は常時留守番設定にしている」（43.6％）の順である。「何もしていない」は 6.6％

である。 

 

 

 

  

74.3

59.8

45.9

44.4

43.6

5.8

6.6

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない

電話による手続きで、お金が戻らないことを知っている

不審な電話やハガキは自分で判断せず人に相談している

家族や知人と振り込め詐欺を話題にしている

自宅の電話は常時留守番設定にしている

その他

何もしていない

無回答
ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけていること（問 24×Ｆ１、２） 

・男女とも「通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない」が多く、女性では男性より 9.6

ポイント高い。女性は男性より「不審な電話やハガキは自分で判断せず人に相談している」が

17.1 ポイント、「家族や知人と振り込め詐欺を話題にしている」が 9.6 ポイント高い。 

・いずれの年代も「通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない」が多い。30 歳代では「何

もしていない」、70 歳代以上で「通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない」「家族や

知人と振り込め詐欺を話題にしている」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 居住地区別 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけていること（問 24×Ｆ３） 

・いずれの地区でも「通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない」が多い。和泉北部で「自

宅の電話は常時留守番設定にしている」、いちょう団地で「自宅の電話は常時留守番設定にし

ている」「不審な電話やハガキは自分で判断せず人に相談している」「家族や知人と振り込め

詐欺を話題にしている」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

合計 自
宅
の
電
話
は
常
時
留
守
番
設
定

に
し
て
い
る

通
帳
、

印
鑑
、

キ
ャ
ッ

シ
ュ

カ
ー

ド
は
他
人
に
渡
さ
な
い

不
審
な
電
話
や
ハ
ガ
キ
は
自
分
で

判
断
せ
ず
人
に
相
談
し
て
い
る

電
話
に
よ
る
手
続
き
で
、

お
金
が

戻
ら
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る

家
族
や
知
人
と
振
り
込
め
詐
欺
を

話
題
に
し
て
い
る

そ
の
他

何
も
し
て
い
な
い

無
回
答

全体 1753 43.6 74.3 45.9 59.8 44.4 5.8 6.6 1.4

男性 708 42.1 68.9 36.0 55.9 39.0 5.8 8.6 1.0

女性 992 45.1 78.5 53.1 62.8 48.6 5.6 5.2 1.1

20歳代以下 150 22.0 63.3 42.0 34.7 24.7 4.7 14.0 1.3

30歳代 181 19.9 61.3 39.8 45.9 30.9 5.5 18.2 0.0

40歳代 283 44.9 69.3 44.5 61.5 37.1 3.5 8.8 0.7

50歳代 259 50.2 71.4 40.2 61.4 42.5 3.9 5.4 0.0

60歳代 297 53.5 80.1 46.1 64.3 49.5 5.4 3.4 0.3

70歳代以上 503 49.1 84.3 52.5 68.8 57.1 7.8 1.6 2.4

問24 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけている
こと

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 自
宅
の
電
話
は
常
時
留
守
番
設
定

に
し
て
い
る

通
帳
、

印
鑑
、

キ
ャ
ッ

シ
ュ

カ
ー

ド
は
他
人
に
渡
さ
な
い

不
審
な
電
話
や
ハ
ガ
キ
は
自
分
で

判
断
せ
ず
人
に
相
談
し
て
い
る

電
話
に
よ
る
手
続
き
で
、

お
金
が

戻
ら
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
る

家
族
や
知
人
と
振
り
込
め
詐
欺
を

話
題
に
し
て
い
る

そ
の
他

何
も
し
て
い
な
い

無
回
答

全体 1753 43.6 74.3 45.9 59.8 44.4 5.8 6.6 1.4

中川エリア 289 41.9 71.6 45.0 55.7 45.0 6.9 7.3 1.7

緑園エリア 171 48.0 80.1 48.0 66.7 43.3 2.9 6.4 0.0

新橋エリア 83 49.4 73.5 41.0 66.3 51.8 4.8 3.6 1.2

和泉北部エリア 103 54.4 71.8 46.6 65.0 46.6 12.6 1.9 0.0

和泉中央エリア 274 37.6 73.7 43.1 59.5 42.0 5.5 8.8 1.1

下和泉エリア 71 52.1 80.3 47.9 59.2 46.5 1.4 7.0 1.4

富士見が丘エリア 116 49.1 76.7 53.4 56.0 44.8 7.8 2.6 1.7

上飯田エリア 144 47.9 76.4 51.4 64.6 45.1 5.6 4.9 0.0

上飯田団地エリア 21 38.1 76.2 23.8 52.4 47.6 4.8 4.8 4.8

いちょう団地エリア 24 70.8 83.3 58.3 58.3 58.3 4.2 0.0 0.0

中田エリア 329 37.7 74.8 45.6 59.9 43.8 4.6 7.9 0.9

しらゆりエリア 53 39.6 69.8 43.4 58.5 43.4 7.5 9.4 1.9

問24 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけている
こと

居住エリア別
（記載優先）
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７．地域での支え合いについて 

 

問２５ 現在、仕事や学業以外で、どのような地域活動に参加していますか。また、今後参加してみたいと

思う活動はどのような活動ですか。（〇はいくつでも） 

・＜参加している地域活動＞は「自治会・町内会の活動」が 39.9％、次いで「地域行事での活動

（おまつり、スポーツ大会など）」（22.4％）、「健康づくりの活動（体操・ウォーキング・

食に関することなど）」（11.8％）、「防犯・交通安全に関する活動」（8.5％）、「災害に備

えた活動」（7.4％）などの順である。「地域活動に参加していない」は 26.2％である。 

・＜今後新たに参加してみたい地域活動＞は「災害に備えた活動」が 15.5％、次いで、「健康づ

くりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」（15.1％）、「防犯・交通安全に

関する活動」（8.8％）、「地域行事での活動（おまつり、スポーツ大会など）」（7.6％）、

「高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動やサロンなど）」（7.2％）な

どの順である。「今後も参加するつもりはない」は 14.9％である。 

・「現在行っている」と「今後新たに参加してみたい」を合わせると、「自治会・町内会の活動」

は 44.6％、次いで「地域行事での活動（おまつり、スポーツ大会など）」（30.0％）、「健康

づくりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」（26.9）％、「災害に備えた活

動」（22.9％）、「防犯・交通安全に関する活動」（17.3％）、「高齢者に関する活動（ごみ

出しや送迎などのボランティア活動やサロンなど）」（11.3％）の順である。 

 

 

 

 

  

39.9

22.4

11.8

7.4

8.5

4.1

2.7

2.9

2.7

3.4

1.4

26.2

20.9

4.7

7.6

15.1

15.5

8.8

7.2

6.9

5.8

5.7

4.5

2.2

14.9

47.6

合計44.6

合計30.0

合計26.9

合計22.9

合計17.3

合計11.3

合計9.6

合計8.7

合計8.4

合計7.9

合計3.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

自治会・町内会の活動

地域行事での活動（おまつり、スポーツ大会など）

健康づくりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）

災害に備えた活動

防犯・交通安全に関する活動

高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動やサロンなど）

未就学児の子育てに関する活動（読み聞かせ、子育てサークル、サロンなど）

障害のある人との交流の活動

障害児・者施設や高齢者施設などでのボランティア活動

青少年（小学生・中学生・高校生）育成に関する活動（青少年指導員、子ども会など）

その他

地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない

無回答

現在行っている地域活動(n=1,753) 今後参加してみたい地域活動(n=1,753)

複数回答
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■ 性別・年齢別 現在参加している地域活動（問 25×Ｆ１、２） 

・男女とも「自治会・町内会の活動」が多い。男性は女性より「地域活動に参加していない、今

後も参加するつもりはない」で 7.0 ポイント高い。 

・年齢別では、30 歳代以下で「地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない」、40

歳代以上で「自治会・町内会の活動」が多い。70 歳代以上で「健康づくりの活動（体操・ウォ

ーキング・食に関することなど）」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 性別・年齢別 今後参加してみたい地域活動（問 25×Ｆ１、２） 

・男性は「地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない」、女性は「健康づくりの

活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない」、30

歳代で「災害に備えた活動」が多く、40 歳代で「災害に備えた活動」「地域活動に参加してい

ない、今後も参加するつもりはない」が同率、50 歳代以上で「健康づくりの活動（体操・ウォ

ーキング・食に関することなど）」が多い。 

 

  

合計 自
治
会
・
町
内
会
の
活
動

防
犯
・
交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

災
害
に
備
え
た
活
動

未
就
学
児
の
子
育
て
に
関
す
る
活

動
（

読
み
聞
か
せ
、

子
育
て
サ
ー

ク
ル
、

サ
ロ
ン
な
ど
）

青
少
年
（

小
学
生
・
中
学
生
・
高

校
生
）

育
成
に
関
す
る
活
動
（

青

少
年
指
導
員
、

子
ど
も
会
な
ど
）

高
齢
者
に
関
す
る
活
動
（

ご
み
出

し
や
送
迎
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

活
動
や
サ
ロ
ン
な
ど
）

障
害
の
あ
る
人
と
の
交
流
の
活
動

健
康
づ
く
り
の
活
動
（

体
操
・

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
・
食
に
関
す
る
こ

と
な
ど
）

地
域
行
事
で
の
活
動
（

お
ま
つ

り
、

ス
ポ
ー

ツ
大
会
な
ど
）

障
害
児
・
者
施
設
や
高
齢
者
施
設

な
ど
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

そ
の
他

地
域
活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
、

今
後
も
参
加
す
る
つ
も
り
は
な
い

無
回
答

全体 1753 39.9 8.5 7.4 2.7 3.4 4.1 2.9 11.8 22.4 2.7 1.4 26.2 20.9

男性 708 37.7 9.5 8.6 1.7 3.0 4.1 2.0 9.3 21.5 2.1 1.6 30.6 19.8

女性 992 41.7 8.0 6.5 3.4 3.8 4.0 3.4 12.9 23.3 3.2 1.2 23.6 20.9

20歳代以下 150 12.7 2.0 2.0 5.3 2.0 1.3 3.3 2.0 18.0 3.3 0.0 43.3 26.0

30歳代 181 31.5 6.6 3.9 7.2 4.4 1.1 3.3 3.9 19.3 0.6 0.0 33.1 26.0

40歳代 283 45.9 8.8 7.8 3.5 8.8 0.0 1.4 4.9 28.3 0.7 1.4 25.8 16.6

50歳代 259 42.9 5.4 6.2 2.7 3.9 1.5 2.7 7.3 16.6 1.5 1.2 29.0 18.5

60歳代 297 48.8 10.8 8.8 1.3 2.0 3.0 3.0 12.5 22.2 4.0 1.0 19.2 18.9

70歳代以上 503 41.2 11.7 9.7 1.0 1.4 10.3 3.8 22.7 25.4 4.6 2.6 22.9 19.7

問25-1 現在参加している地域活動

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 自
治
会
・
町
内
会
の
活
動

防
犯
・
交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

災
害
に
備
え
た
活
動

未
就
学
児
の
子
育
て
に
関
す
る
活

動
（

読
み
聞
か
せ
、

子
育
て
サ
ー

ク
ル
、

サ
ロ
ン
な
ど
）

青
少
年
（

小
学
生
・
中
学
生
・
高

校
生
）

育
成
に
関
す
る
活
動
（

青

少
年
指
導
員
、

子
ど
も
会
な
ど
）

高
齢
者
に
関
す
る
活
動
（

ご
み
出

し
や
送
迎
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

活
動
や
サ
ロ
ン
な
ど
）

障
害
の
あ
る
人
と
の
交
流
の
活
動

健
康
づ
く
り
の
活
動
（

体
操
・

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
・
食
に
関
す
る
こ

と
な
ど
）

地
域
行
事
で
の
活
動
（

お
ま
つ

り
、

ス
ポ
ー

ツ
大
会
な
ど
）

障
害
児
・
者
施
設
や
高
齢
者
施
設

な
ど
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

そ
の
他

地
域
活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
、

今
後
も
参
加
す
る
つ
も
り
は
な
い

無
回
答

全体 1753 4.7 8.8 15.5 6.9 4.5 7.2 5.8 15.1 7.6 5.7 2.2 14.9 47.6

男性 708 6.9 11.7 16.5 6.8 5.6 7.9 6.6 14.4 8.6 5.9 2.4 18.1 43.9

女性 992 3.3 7.2 15.3 7.3 3.8 6.9 5.5 16.2 7.4 5.6 2.0 13.1 48.4

20歳代以下 150 8.0 11.3 18.7 12.7 7.3 6.7 8.7 13.3 17.3 6.7 3.3 26.0 34.0

30歳代 181 7.7 12.7 24.3 13.3 8.3 5.5 3.9 12.7 17.1 3.9 0.6 17.7 36.5

40歳代 283 4.2 11.7 18.0 8.8 6.7 6.0 7.4 14.5 9.2 6.0 0.4 18.0 41.7

50歳代 259 4.2 7.3 15.1 4.2 3.9 7.7 6.9 18.5 6.9 8.5 2.3 16.6 40.2

60歳代 297 2.7 7.4 17.5 5.4 1.7 6.7 4.0 21.2 3.0 6.7 1.3 10.4 49.5

70歳代以上 503 4.2 6.6 9.5 4.0 2.8 8.0 5.0 11.7 3.4 3.6 3.6 10.7 59.0

問25-2 今後参加してみたい地域活動

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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■ 居住地区別 現在参加している地域活動（問 25×Ｆ３） 

・いずれの地区も「自治会・町内会の活動」が多く、上飯田団地で 61.9％と高い。上飯田団地で

「自治会・町内会の活動」「高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動や

サロンなど）」、いちょう団地で「自治会・町内会の活動」「防犯・交通安全に関する活動」

「災害に備えた活動」「高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動やサロ

ンなど）」「健康づくりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」が全体値に比

べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 居住地区別 今後参加してみたい地域活動（問 25×Ｆ３） 

・中川、新橋、中田で「災害に備えた活動」、和泉北部、和泉中央、上飯田団地、しらゆりで「健

康づくりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」、下和泉、富士見が丘、上飯

田で「地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない」が多く、緑園では「災害に

備えた活動」「地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない」、いちょう団地で

は「高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動やサロンなど）」「健康づ

くりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど）」「障害児・者施設や高齢者施設な

どでのボランティア活動」が同率である。 

 

 

 

  

合計 自
治
会
・
町
内
会
の
活
動

防
犯
・
交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

災
害
に
備
え
た
活
動

未
就
学
児
の
子
育
て
に
関
す
る
活

動
（

読
み
聞
か
せ
、

子
育
て
サ
ー

ク
ル
、

サ
ロ
ン
な
ど
）

青
少
年
（

小
学
生
・
中
学
生
・
高

校
生
）

育
成
に
関
す
る
活
動
（

青

少
年
指
導
員
、

子
ど
も
会
な
ど
）

高
齢
者
に
関
す
る
活
動
（

ご
み
出

し
や
送
迎
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

活
動
や
サ
ロ
ン
な
ど
）

障
害
の
あ
る
人
と
の
交
流
の
活
動

健
康
づ
く
り
の
活
動
（

体
操
・

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
・
食
に
関
す
る
こ

と
な
ど
）

地
域
行
事
で
の
活
動
（

お
ま
つ

り
、

ス
ポ
ー

ツ
大
会
な
ど
）

障
害
児
・
者
施
設
や
高
齢
者
施
設

な
ど
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

そ
の
他

地
域
活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
、

今
後
も
参
加
す
る
つ
も
り
は
な
い

無
回
答

全体 1753 39.9 8.5 7.4 2.7 3.4 4.1 2.9 11.8 22.4 2.7 1.4 26.2 20.9

中川エリア 289 41.9 9.7 8.0 4.8 3.5 3.8 2.1 12.8 22.1 1.7 1.0 27.7 18.0

緑園エリア 171 39.8 7.0 9.4 1.8 3.5 3.5 1.8 9.9 24.6 4.7 1.8 29.2 21.6

新橋エリア 83 33.7 10.8 2.4 4.8 6.0 3.6 3.6 14.5 22.9 4.8 0.0 19.3 28.9

和泉北部エリア 103 47.6 7.8 11.7 1.9 3.9 3.9 1.0 11.7 23.3 1.0 3.9 18.4 17.5

和泉中央エリア 274 29.6 3.6 2.6 2.2 2.9 2.2 3.3 8.4 16.1 1.8 0.7 27.7 29.6

下和泉エリア 71 49.3 8.5 5.6 2.8 0.0 1.4 7.0 15.5 22.5 5.6 4.2 25.4 14.1

富士見が丘エリア 116 46.6 9.5 6.9 4.3 0.9 4.3 1.7 13.8 29.3 0.9 0.9 25.0 14.7

上飯田エリア 144 41.7 9.7 9.7 2.1 4.2 9.0 4.2 11.8 22.2 2.1 2.1 29.9 15.3

上飯田団地エリア 21 61.9 4.8 4.8 0.0 0.0 14.3 9.5 9.5 19.0 4.8 0.0 23.8 9.5

いちょう団地エリア 24 54.2 33.3 25.0 0.0 0.0 16.7 8.3 29.2 25.0 4.2 4.2 12.5 12.5

中田エリア 329 40.4 8.8 8.2 1.8 4.3 4.0 3.0 12.2 26.1 3.3 0.9 27.7 18.2

しらゆりエリア 53 37.7 11.3 5.7 3.8 7.5 1.9 0.0 3.8 17.0 3.8 0.0 24.5 30.2

居住エリア別
（記載優先）

問25-1 現在参加している地域活動

合計 自
治
会
・
町
内
会
の
活
動

防
犯
・
交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

災
害
に
備
え
た
活
動

未
就
学
児
の
子
育
て
に
関
す
る
活

動
（

読
み
聞
か
せ
、

子
育
て
サ
ー

ク
ル
、

サ
ロ
ン
な
ど
）

青
少
年
（

小
学
生
・
中
学
生
・
高

校
生
）

育
成
に
関
す
る
活
動
（

青

少
年
指
導
員
、

子
ど
も
会
な
ど
）

高
齢
者
に
関
す
る
活
動
（

ご
み
出

し
や
送
迎
な
ど
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア

活
動
や
サ
ロ
ン
な
ど
）

障
害
の
あ
る
人
と
の
交
流
の
活
動

健
康
づ
く
り
の
活
動
（

体
操
・

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
・
食
に
関
す
る
こ

と
な
ど
）

地
域
行
事
で
の
活
動
（

お
ま
つ

り
、

ス
ポ
ー

ツ
大
会
な
ど
）

障
害
児
・
者
施
設
や
高
齢
者
施
設

な
ど
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動

そ
の
他

地
域
活
動
に
参
加
し
て
い
な
い
、

今
後
も
参
加
す
る
つ
も
り
は
な
い

無
回
答

全体 1753 4.7 8.8 15.5 6.9 4.5 7.2 5.8 15.1 7.6 5.7 2.2 14.9 47.6

中川エリア 289 5.2 9.7 17.6 9.7 6.6 7.3 5.2 16.3 8.7 7.3 2.4 15.6 41.9

緑園エリア 171 3.5 6.4 15.2 6.4 4.1 5.3 3.5 14.6 9.4 4.7 2.9 15.2 46.8

新橋エリア 83 8.4 10.8 22.9 3.6 0.0 10.8 7.2 15.7 3.6 4.8 1.2 9.6 45.8

和泉北部エリア 103 1.9 5.8 11.7 2.9 1.0 2.9 1.9 17.5 5.8 5.8 1.0 11.7 55.3

和泉中央エリア 274 5.1 11.3 17.2 6.9 4.7 6.2 6.2 18.6 7.3 6.9 2.2 15.0 40.9

下和泉エリア 71 1.4 8.5 11.3 5.6 7.0 4.2 2.8 9.9 7.0 1.4 2.8 18.3 50.7

富士見が丘エリア 116 4.3 8.6 12.1 4.3 4.3 7.8 4.3 11.2 3.4 2.6 1.7 16.4 52.6

上飯田エリア 144 6.3 13.2 14.6 9.7 7.6 8.3 9.0 13.9 9.7 6.3 2.8 15.3 45.8

上飯田団地エリア 21 0.0 4.8 9.5 0.0 0.0 9.5 4.8 23.8 4.8 0.0 0.0 9.5 61.9

いちょう団地エリア 24 8.3 0.0 4.2 8.3 4.2 12.5 8.3 12.5 4.2 12.5 0.0 8.3 66.7

中田エリア 329 4.3 7.3 16.1 5.8 3.6 7.9 7.3 12.8 9.4 5.8 2.1 15.8 49.8

しらゆりエリア 53 7.5 17.0 22.6 18.9 7.5 13.2 13.2 26.4 11.3 9.4 3.8 15.1 39.6

問25-2 今後参加してみたい地域活動

居住エリア別
（記載優先）
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現在、地域活動に参加している方におたずねします。 

問２６ 参加の頻度はどのくらいですか。（〇はひとつ） 

※ 複数の活動に参加されている方は、全ての活動を含めた延べ回数で回答してください。 

・「１年に数回程度」が 26.1％、次いで「１か月に１回程度」（14.7％）、「１か月に２～３回

程度」（12.4％）、「１週間に１回程度」（5.8％）、「１週間に２～３回程度」（5.4％）、

「ほとんど毎日」（1.1％）の順である。「特に定まっていない」は 24.2％である。 

 

 

  

1.1

5.4

5.8

12.4

14.7

26.1

24.2

10.3

0% 10% 20% 30% 40%

ほとんど毎日

１週間に２～３回程度

１週間に１回程度

１か月に２～３回程度

１か月に１回程度

１年に数回程度

特に定まっていない

無回答
ｎ=928
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■ 性別・年齢別 地域活動への参加の頻度（問 26×Ｆ１、２） 

・男性は「１年に数回程度」が多く、女性は「１年に数回程度」「特に定まっていない」が同率

である。 

・40 歳代までで「１年に数回程度」、50歳代以上で「特に定まっていない」が多い。 

 

 

 

■ 居住地区別 地域活動への参加の頻度（問 26×Ｆ３） 

・新橋、上飯田、上飯田団地、いちょう団地で「特に定まっていない」が多く、緑園で「１か月

に２～３回程度」「１年に数回程度」、和泉中央で「１年に数回程度」「特に定まっていない」

が同率、それ以外で「１年に数回程度」が多い。 

 

  

合計 ほとんど毎
日

１週間に２
～３回程度

１週間に１
回程度

１か月に２
～３回程度

１か月に１
回程度

１年に数回
程度

特に定まっ
ていない

無回答

全体 928 1.1 5.4 5.8 12.4 14.7 26.1 24.2 10.3

男性 351 0.3 4.8 6.0 13.7 14.8 28.5 23.6 8.3

女性 551 1.6 5.8 6.0 10.9 14.5 24.9 24.9 11.4

20歳代以下 46 0.0 2.2 2.2 4.3 15.2 41.3 23.9 10.9

30歳代 74 0.0 5.4 4.1 6.8 21.6 36.5 23.0 2.7

40歳代 163 0.6 3.1 2.5 9.8 11.0 39.3 28.8 4.9

50歳代 136 1.5 1.5 3.7 9.6 20.6 24.3 30.9 8.1

60歳代 184 1.6 4.3 7.6 15.2 14.1 22.3 23.9 10.9

70歳代以上 289 1.4 10.0 9.3 15.9 12.1 17.0 19.4 14.9

Ｆ１ 性別

問26 参加の頻度

年齢(年代別)

合計 ほとんど毎
日

１週間に２
～３回程度

１週間に１
回程度

１か月に２
～３回程度

１か月に１
回程度

１年に数回
程度

特に定まっ
ていない

無回答

全体 928 1.1 5.4 5.8 12.4 14.7 26.1 24.2 10.3

中川エリア 157 1.3 8.3 1.9 11.5 20.4 26.8 21.7 8.3

緑園エリア 84 0.0 4.8 9.5 21.4 17.9 21.4 20.2 4.8

新橋エリア 43 2.3 7.0 9.3 9.3 14.0 20.9 27.9 9.3

和泉北部エリア 66 1.5 7.6 3.0 12.1 15.2 30.3 22.7 7.6

和泉中央エリア 117 0.9 1.7 5.1 11.1 14.5 28.2 28.2 10.3

下和泉エリア 43 0.0 7.0 4.7 7.0 11.6 32.6 30.2 7.0

富士見が丘エリア 70 0.0 5.7 15.7 10.0 11.4 28.6 17.1 11.4

上飯田エリア 79 1.3 6.3 6.3 12.7 8.9 24.1 27.8 12.7

上飯田団地エリア 14 0.0 0.0 0.0 14.3 7.1 14.3 28.6 35.7

いちょう団地エリア 18 0.0 5.6 0.0 11.1 16.7 22.2 27.8 16.7

中田エリア 178 2.2 4.5 5.6 11.2 14.0 25.3 24.7 12.4

しらゆりエリア 24 0.0 0.0 8.3 4.2 8.3 41.7 29.2 8.3

問26 参加の頻度

居住エリア別
（記載優先）
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現在、地域活動に参加していない方におたずねします。 

問２７ 地域活動に参加していない、または参加をためらう理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

・「参加する時間がとれない」が 46.2％、次いで「興味・関心がない」（30.3％）、「人間関係

が負担である」（29.4％）、「きっかけがない」（19.4％）、「参加方法が分からない」（10.5％）、

「移動手段がない」（1.5％）の順である。 

 

 

■ 性別・年齢別 参加していない理由、または参加をためらう理由（問 27×Ｆ１、２） 

・男女とも「参加する時間がとれない」が多い。男性は女性より「興味・関心がない」が 9.8 ポ

イント高い。 

・年齢別では、60 歳代までで「参加する時間がとれない」が多い。20 歳代以下で「興味・関心が

ない」「参加する時間がとれない」、30 歳代で「興味・関心がない」「参加方法が分からない」

「きっかけがない」が全体値に比べて 10ポイント以上高い。 

 

 

 

 

  

46.2

30.3

29.4

19.4

10.5

1.5

21.4

5.4

45.7

14.2

22.4

31.4

14

11.5

2.8

0％ 20％ 40％ 60％

参加する時間がとれない

興味・関心がない

人間関係が負担である

きっかけがない

参加方法が分からない

移動手段がない

その他

無回答

今回調査(n=459) H26調査(n=1,175)

注）「移動手段がない」の選択肢は

今回調査から追加

複数回答

合計 興味・関心
がない

参加する時
間がとれな
い

参加方法が
分からない

きっかけが
ない

人間関係が
負担である

移動手段が
ない

その他 無回答

全体 459 30.3 46.2 10.5 19.4 29.4 1.5 21.4 5.4

男性 217 35.0 46.5 12.4 23.0 29.5 0.9 18.9 5.1

女性 234 25.2 46.6 8.5 16.7 29.9 2.1 23.1 6.0

20歳代以下 65 43.1 73.8 13.8 29.2 29.2 0.0 0.0 1.5

30歳代 60 41.7 50.0 23.3 35.0 35.0 0.0 8.3 6.7

40歳代 73 30.1 63.0 15.1 20.5 32.9 2.7 12.3 2.7

50歳代 75 24.0 64.0 6.7 16.0 36.0 1.3 18.7 2.7

60歳代 57 22.8 35.1 3.5 17.5 31.6 0.0 22.8 7.0

70歳代以上 115 22.6 13.0 5.2 10.4 20.0 3.5 47.0 8.7

問27 地域活動に参加していない、または参加をためらう理由

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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問２８ 地域活動に、より多くの人が参加できるようにするためには何が必要だと思いますか。（〇はいく

つでも） 

・「参加に必要な情報の提供（活動場所・内容など）」が 47.3％、次いで「親しい人から誘われ

るなどのきっかけ」（37.4％）、「体験会など、初めての人が参加しやすくする工夫」（36.9％）、

「既に活動に参加している人たちからの呼びかけ」（21.2％）、「活動に伴う実費の補償（交

通費・食費など）」（18.1％）、「活動に参加するための技術や知識を習得できる講習会・研

修会の受講の機会」（13.3％）、「活動者への報酬」（12.7％）の順である。 

 
 

■ 性別・年齢別 地域活動に参加できるようにするために必要なこと（問 28×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代も「参加に必要な情報の提供（活動場所・内容など）」が多い。 

・30 歳代で「活動者への報酬」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

  

47 .3

37 .4

36 .9

21 .2

18 .1

13 .3

12 .7

4 .9

12 .3

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

参加に必要な情報の提供（活動場所・内容など）

親しい人から誘われるなどのきっかけ

体験会など、初めての人が参加しやすくする工夫

既に活動に参加している人たちからの呼びかけ

活動に伴う実費の補償（交通費・食費など）

活動に参加するための技術や知識を習得できる

講習会・研修会の受講の機会

活動者への報酬

その他

無回答

ｎ=459

複数回答

合計 親
し
い
人
か
ら
誘
わ
れ
る
な
ど

の
き
っ

か
け

参
加
に
必
要
な
情
報
の
提
供

（

活
動
場
所
・
内
容
な
ど
）

活
動
に
伴
う
実
費
の
補
償
（

交

通
費
・
食
費
な
ど
）

活
動
者
へ
の
報
酬

活
動
に
参
加
す
る
た
め
の
技
術

や
知
識
を
習
得
で
き
る
講
習

会
・
研
修
会
の
受
講
の
機
会

体
験
会
な
ど
、

初
め
て
の
人
が

参
加
し
や
す
く
す
る
工
夫

既
に
活
動
に
参
加
し
て
い
る
人

た
ち
か
ら
の
呼
び
か
け

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 37.4 47.3 18.1 12.7 13.3 36.9 21.2 4.9 12.3

男性 708 35.2 47.6 18.6 15.0 13.7 34.9 21.2 5.2 11.7

女性 992 39.4 48.1 18.0 11.6 13.2 38.8 21.5 4.7 11.0

20歳代以下 150 43.3 48.0 24.0 20.7 12.7 42.0 14.7 4.0 6.0

30歳代 181 40.3 51.4 26.0 24.9 8.8 42.0 12.2 6.1 5.0

40歳代 283 42.8 46.3 20.1 17.7 13.1 40.3 18.7 9.2 6.4

50歳代 259 31.7 51.7 23.6 16.2 15.1 38.2 21.6 6.9 5.8

60歳代 297 37.4 50.2 18.5 9.8 15.8 39.1 24.9 1.7 8.4

70歳代以上 503 36.8 45.1 10.7 4.2 13.5 31.8 26.0 3.2 21.5

問28 地域活動に、より多くの人が参加できるようにするために必要なこと

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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問２９ 地域で「身近な支え合いの関係」を築いていくためには、何が必要だと思いますか。

（〇はいくつでも） 

・「近所でのあいさつ・声かけ」が 79.1％、次いで「近所での普段からの付き合い」（59.3％）、

「自治会・町内会への参加（防犯・美化活動など）」（34.4％）、「まつりなど、地域での行

事への参加」（30.3％）、「若い世代の参加への働きかけ」（26.2％）、「住民一人ひとりが

支え合いのまちづくりに関心を持つこと」（26.1％）、「趣味を通じてのグループづくり 」

（18.3％）、「活動をひっぱるリーダーの育成」（13.1％）などの順である。 

 

 

■ 性別・年齢別 「身近な支え合いの関係」を築いていくために必要なこと（問 29×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代も「近所でのあいさつ・声かけ」が多い。 

・70 歳代以上で「近所での普段からの付き合い」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

  

79.1

59.3

34.4

30.3

26.2

26.1

18.3

13.1

6.9

1.1

2.2

3.3

0% 20% 40% 60% 80%

近所でのあいさつ・声かけ

近所での普段からの付き合い

自治会・町内会への参加（防犯・美化活動など）

まつりなど、地域での行事への参加

若い世代の参加への働きかけ

住民一人ひとりが支え合いのまちづくりに関心を持つこと

趣味を通じてのグループづくり

活動をひっぱるリーダーの育成

個人情報の適切な活用

その他

特にない

無回答

ｎ=1,753

複数回答

合計 近
所
で
の
あ
い
さ
つ
・
声
か
け

近
所
で
の
普
段
か
ら
の
付
き
合

い ま
つ
り
な
ど
、

地
域
で
の
行
事

へ
の
参
加

自
治
会
・
町
内
会
へ
の
参
加

（

防
犯
・
美
化
活
動
な
ど
）

趣
味
を
通
じ
て
の
グ
ル
ー

プ
づ

く
り

住
民
一
人
ひ
と
り
が
支
え
合
い

の
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
を
持
つ

こ
と

活
動
を
ひ
っ

ぱ
る
リ
ー

ダ
ー

の

育
成

若
い
世
代
の
参
加
へ
の
働
き
か

け 個
人
情
報
の
適
切
な
活
用

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 1753 79.1 59.3 30.3 34.4 18.3 26.1 13.1 26.2 6.9 1.1 2.2 3.3

男性 708 77.4 59.7 34.3 35.5 18.9 25.8 12.7 26.7 7.6 1.3 2.3 2.5

女性 992 81.4 59.6 27.7 33.6 18.2 26.8 13.5 25.8 6.7 1.0 2.2 2.5

20歳代以下 150 72.7 53.3 36.0 18.7 16.0 22.7 8.7 31.3 8.0 1.3 4.0 2.0

30歳代 181 74.6 49.2 34.3 21.5 13.3 25.4 7.7 31.5 5.5 2.2 1.7 1.7

40歳代 283 82.0 53.7 32.5 32.5 12.4 24.0 14.1 26.5 9.5 2.1 2.8 3.5

50歳代 259 78.4 59.1 22.0 32.0 11.6 28.6 12.4 23.9 9.3 0.4 1.9 2.7

60歳代 297 84.2 60.6 27.3 39.4 20.2 28.3 12.1 26.9 5.4 0.3 1.0 1.0

70歳代以上 503 80.1 71.0 34.0 43.3 27.2 27.4 17.7 24.5 6.2 1.0 2.0 3.4

問29 地域で「身近な支え合いの関係」を築いていくために必要なこと

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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８．健康づくりについて 

 

問３０  健康のために、どのようなことに取り組んでいますか。また、今後どのようなことに取り組みたい

ですか。（〇はいくつでも） 

・＜健康のために取り組んでいる＞は「３食しっかりと食べる」が 71.9％、次いで「野菜を多く

食べる」（68.5％）、「睡眠をとる」（58.8％）、「喫煙をしない（受動喫煙をさける）」（58.1％）、

「１年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける」（54.0％）、「塩分を控える」（47.2％）、

「ウォーキング（散歩）をする」（39.8％）、「お酒の量を控える」（39.4％）、「定期的に

歯科検診を受ける」（38.4％）、「定期的に運動をする」（33.9％）、「定期的にがん検診を

受ける」（32.2％）の順である。「取り組んでいることはない」は 1.8％である。 

・＜今後新たに取り組みたい＞は「定期的に運動をする」が 26.2％、次いで「ウォーキング（散

歩）をする」（22.2％）、「定期的にがん検診を受ける」（20.7％）、「定期的に歯科検診を

受ける」（16.9％）、「年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける」（15.0％）、

「塩分を控える」（14.5％）、「睡眠をとる」（11.4％）、「野菜を多く食べる」（10.6％）、

「お酒の量を控える」（7.5％）、「３食しっかりと食べる」（5.1％）、「喫煙をしない（受

動喫煙をさける）」（3.8％）の順である。「今後取り組みたいことはない」は 2.5％である。 

・「健康のために取り組んでいる」と「今後新たに取り組みたい」を合わせると、「野菜を多く

食べる」が 79.1％、次いで「３食しっかりと食べる」（77.0％）、「睡眠をとる」（70.2％）、

「１年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける」（69.0％）、「ウォーキング（散

歩）をする」（62.0％）、「喫煙をしない（受動喫煙をさける）」（61.9％）、「塩分を控え

る」（61.7％）、「定期的に運動をする」（60.1％）、「定期的に歯科検診を受ける」（55.3％）、

「定期的にがん検診を受ける」（52.9％）、「お酒の量を控える」（46.9％）の順である。 

 

71.9

68.5

58.8

58.1

54.0

47.2

39.8

39.4

38.4

33.9

32.2
2.2

1.8

2.4

5.1

10.6

11.4

3.8

15.0

14.5

22.2

7.5

16.9

26.2

20.7

0.5

2.5

37.7

合計77.0

合計79.1

合計70.2

合計61.9

合計69.0

合計61.7

合計62.0

合計46.9

合計55.3

合計60.1

合計52.9

合計2.7

合計4.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

３食しっかりと食べる

野菜を多く食べる

睡眠をとる

喫煙をしない（受動喫煙をさける）

１年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける

塩分を控える

ウォーキング（散歩）をする

お酒の量を控える

定期的に歯科検診を受ける

定期的に運動をする

定期的にがん検診を受ける

その他

取り組んでいること・今後取り組みたいことはない

無回答

健康のために取り組んでいること(n=1,753) 今後新たに取り組みたいこと(n=1,753)

複数回答
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■ 性別・年齢別 健康のために取り組んでいること（問 30×Ｆ１、２） 

・男性は「３食しっかりと食べる」が多い。女性は男性より「野菜を多く食べる」で、13.8 ポイ

ント、「塩分を控える」で 12.5 ポイント、「定期的に歯科検診を受ける」で 10.6ポイント高

い。 

・年齢別では、40 歳代までと 70 歳代以上で「３食しっかりと食べる」、50 歳代、60 歳代で「野

菜を多く食べる」が多い。60 歳代で「１年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける」、

70 歳代以上で「３食しっかりと食べる」「塩分を控える」「ウォーキング（散歩）をする」が

全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 性別・年齢別 今後新たに取り組みたいこと（問 30×Ｆ１、２） 

・男女とも「定期的に運動をする」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「定期的にがん検診を受ける」、30 歳代、40 歳代と 70 歳代以上で

「定期的に運動をする」、50 歳代、60 歳代で「ウォーキング（散歩）をする」が多い。20 歳

代以下で「定期的にがん検診を受ける」「定期的に歯科検診を受ける」「１年に１回健康診断

（特定健診・人間ドック）を受ける」、30 歳代で「定期的に運動をする」「定期的にがん検診

を受ける」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

合計 ３
食
し
っ

か
り
と
食
べ
る

野
菜
を
多
く
食
べ
る

塩
分
を
控
え
る

喫
煙
を
し
な
い
（

受
動
喫
煙
を

さ
け
る
）

お
酒
の
量
を
控
え
る

睡
眠
を
と
る

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
（

散
歩
）

を
す

る 定
期
的
に
運
動
を
す
る

定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
る

定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
る

１
年
に
１
回
健
康
診
断
（

特
定

健
診
・
人
間
ド
ッ

ク
）

を
受
け

る そ
の
他

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
・
今
後

取
り
組
み
た
い
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 1753 71.9 68.5 47.2 58.1 39.4 58.8 39.8 33.9 32.2 38.4 54.0 2.2 1.8 2.4

男性 708 69.8 61.0 39.8 56.9 38.6 54.8 40.0 33.1 28.5 32.3 55.5 2.7 2.7 2.0

女性 992 73.9 74.8 52.3 59.8 40.5 62.2 39.1 35.0 34.6 42.9 53.6 1.9 1.1 1.8

20歳代以下 150 62.7 55.3 18.7 61.3 43.3 56.0 26.7 28.7 5.3 23.3 30.7 1.3 3.3 4.0

30歳代 181 66.9 64.1 27.1 63.5 41.4 57.5 26.0 27.6 19.9 33.7 49.2 1.1 1.1 2.2

40歳代 283 68.6 67.8 39.6 62.5 39.9 54.1 25.8 31.4 34.3 36.4 60.4 1.4 2.5 0.7

50歳代 259 66.8 68.7 41.7 57.5 35.5 52.5 29.3 33.2 33.2 32.8 57.1 1.5 1.2 0.8

60歳代 297 70.0 71.0 52.9 60.9 39.7 58.2 43.1 40.1 39.7 44.1 67.3 2.4 1.7 1.7

70歳代以上 503 83.3 73.8 65.2 51.1 39.4 68.2 59.2 37.6 39.4 45.5 52.5 3.6 1.4 2.6

問30-1 健康のための現在取り組んでいること

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 ３
食
し
っ

か
り
と
食
べ
る

野
菜
を
多
く
食
べ
る

塩
分
を
控
え
る

喫
煙
を
し
な
い
（

受
動
喫
煙
を

さ
け
る
）

お
酒
の
量
を
控
え
る

睡
眠
を
と
る

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
（

散
歩
）

を
す

る 定
期
的
に
運
動
を
す
る

定
期
的
に
が
ん
検
診
を
受
け
る

定
期
的
に
歯
科
検
診
を
受
け
る

１
年
に
１
回
健
康
診
断
（

特
定

健
診
・
人
間
ド
ッ

ク
）

を
受
け

る そ
の
他

取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
・
今
後

取
り
組
み
た
い
こ
と
は
な
い

無
回
答

全体 1753 5.1 10.6 14.5 3.8 7.5 11.4 22.2 26.2 20.7 16.9 15.0 0.5 2.5 37.7

男性 708 5.5 13.0 15.4 6.2 12.0 11.0 17.8 26.0 19.4 15.1 11.2 0.7 2.7 38.4

女性 992 5.0 9.2 14.4 2.2 4.7 12.3 26.2 27.0 22.4 19.1 18.2 0.4 2.5 35.3

20歳代以下 150 14.0 18.7 23.3 2.7 4.7 20.0 28.0 36.0 36.7 28.7 26.7 1.3 5.3 17.3

30歳代 181 9.4 18.8 21.5 5.5 11.0 16.0 27.6 42.5 35.4 26.0 22.1 0.6 2.8 22.7

40歳代 283 6.4 12.7 18.7 4.9 10.6 17.3 27.2 37.1 24.0 23.3 18.7 0.4 2.1 25.4

50歳代 259 2.3 10.8 17.0 4.6 8.9 16.2 28.6 25.9 19.3 16.6 12.7 0.4 3.1 30.5

60歳代 297 2.4 7.4 13.8 3.4 11.1 7.7 26.9 24.9 17.2 15.2 11.1 0.3 1.7 36.0

70歳代以上 503 3.4 6.6 7.4 2.8 3.4 3.8 11.5 12.7 12.1 8.7 10.5 0.6 2.0 57.1

問30-2 今後新たに取り組みたいこと

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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問３１  健康づくりを進める上で、どのような環境が整備されているとよいと思いますか。（○はいくつでも） 

・「簡単にできる運動メニュー（ウォーキングや体操など）の情報提供」が 39.4％、次いで「野

菜メニューの提供やカロリー表示などのある飲食店」（32.3％）、「健康の活動の継続や地域

での交流などができる環境」（25.6％）、「自治会・町内会、団体等が自主的に開催する健康

づくり教室などへの支援」（20.9％）の順である。「わからない」は 18.2％である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 健康づくりを進める上で、整備されているとよい環境（問 31×Ｆ１、２） 

・男女とも「簡単にできる運動メニュー（ウォーキングや体操など）の情報提供」が多い。女性

は男性より「野菜メニューの提供やカロリー表示などのある飲食店」で 12.8 ポイント高い。 

・年齢別では、30 歳代以下で「野菜メニューの提供やカロリー表示などのある飲食店」、40 歳代

以上で「簡単にできる運動メニュー（ウォーキングや体操など）の情報提供」が多い。 

 

 

  

39 .4

32 .3

25 .6

20 .9

5 .2

18 .2

7 .1

0% 10% 20% 30% 40%

簡単にできる運動メニュー（ウォーキングや体操など）

の情報提供

野菜メニューの提供やカロリー表示などのある飲食店

健康の活動の継続や地域での交流などができる環境

自治会・町内会、団体等が自主的に開催する

健康づくり教室などへの支援

その他

わからない

無回答
ｎ=1,753

複数回答

合計 野
菜
メ
ニ
ュ
ー

の
提
供
や
カ
ロ

リ
ー

表
示
な
ど
の
あ
る
飲
食
店

簡
単
に
で
き
る
運
動
メ
ニ
ュ
ー

（

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
や
体
操
な

ど
）

の
情
報
提
供

自
治
会
・
町
内
会
、

団
体
等
が

自
主
的
に
開
催
す
る
健
康
づ
く

り
教
室
な
ど
へ
の
支
援

健
康
の
活
動
の
継
続
や
地
域
で

の
交
流
な
ど
が
で
き
る
環
境

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1753 32.3 39.4 20.9 25.6 5.2 18.2 7.1

男性 708 25.1 37.4 19.4 25.6 6.2 20.3 7.3

女性 992 37.9 41.2 22.4 25.4 4.6 16.9 5.3

20歳代以下 150 38.7 35.3 8.0 18.7 6.7 24.7 0.7

30歳代 181 44.8 31.5 12.7 17.1 8.8 21.5 3.3

40歳代 283 31.4 36.0 16.6 23.0 7.4 22.6 5.3

50歳代 259 35.9 41.7 12.4 22.0 5.4 21.6 2.7

60歳代 297 26.6 47.8 30.0 32.7 2.7 15.2 4.7

70歳代以上 503 27.8 40.6 30.6 30.6 4.0 12.9 11.9

問31 健康づくりを進める上で整備されているとよい環境

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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９．高齢者福祉について 

 

問３２ 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けるために、必要な支援やサービスは何だ

と思いますか。（〇は３つまで） 

・「在宅で医療を受けられる仕組み」が 49.3％、次いで「買い物サービスや配食サービス等、ち

ょっとした困りごとに対する生活支援」（46.7％）、「隣近所で助け合える見守りや声掛け」

（33.0％）、「介護保険制度や介護予防等の情報提供」（30.2％）、「身近な場所での健康づ

くりや介護予防活動（ウォーキング、体操教室等）」（24.0％）、「保健師等の専門職による

家庭訪問・相談」（22.9％）、「サロンや茶話会などご近所の人と交流ができる場」（20.8％）

などの順である。 

 

  

49 .3

46 .7

33 .0

30 .2

24 .0

22 .9

20 .8

13 .3

12 .8

1 .9

4 .1

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

在宅で医療を受けられる仕組み

買い物サービスや配食サービス等、ちょっとした困りごとに

対する生活支援

隣近所で助け合える見守りや声掛け

介護保険制度や介護予防等の情報提供

身近な場所での健康づくりや介護予防活動（ウォーキング、

体操教室等）

保健師等の専門職による家庭訪問・相談

サロンや茶話会などご近所の人と交流ができる場

子どもや若い世代と交流する場や機会

高齢者の権利や財産が守られる仕組み

その他

無回答

ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 誰もが地域で安心して暮らし続けるために必要なサービス（問 32×Ｆ１、２） 

・男性は「在宅で医療を受けられる仕組み」が多い。女性は「買い物サービスや配食サービス等、

ちょっとした困りごとに対する生活支援」が多く、男性より 10.8 ポイント高い。 

・年齢別では、20 歳代以下と 70 歳代以上で「在宅で医療を受けられる仕組み」、それ以外で「買

い物サービスや配食サービス等、ちょっとした困りごとに対する生活支援」が多い。40 歳代で

は「買い物サービスや配食サービス等、ちょっとした困りごとに対する生活支援」「子どもや

若い世代と交流する場や機会」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 居住地区別 誰もが地域で安心して暮らし続けるために必要なサービス（問 32×Ｆ３） 

・中川、新橋、しらゆりでは「買い物サービスや配食サービス等、ちょっとした困りごとに対す

る生活支援」が多く、緑園では「在宅で医療を受けられる仕組み」「買い物サービスや配食サ

ービス等、ちょっとした困りごとに対する生活支援」が同率、上飯田団地では「介護保険制度

や介護予防等の情報提供」「買い物サービスや配食サービス等、ちょっとした困りごとに対す

る生活支援」が同率である。それ以外は「在宅で医療を受けられる仕組み」が多い。 

  

合計 在
宅
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
仕

組
み

隣
近
所
で
助
け
合
え
る
見
守
り

や
声
掛
け

身
近
な
場
所
で
の
健
康
づ
く
り

や
介
護
予
防
活
動
（

ウ
ォ
ー

キ

ン
グ
、

体
操
教
室
等
）

介
護
保
険
制
度
や
介
護
予
防
等

の
情
報
提
供

高
齢
者
の
権
利
や
財
産
が
守
ら

れ
る
仕
組
み

サ
ロ
ン
や
茶
話
会
な
ど
ご
近
所

の
人
と
交
流
が
で
き
る
場

買
い
物
サ
ー

ビ
ス
や
配
食
サ
ー

ビ
ス
等
、

ち
ょ
っ

と
し
た
困
り

ご
と
に
対
す
る
生
活
支
援

子
ど
も
や
若
い
世
代
と
交
流
す

る
場
や
機
会

保
健
師
等
の
専
門
職
に
よ
る
家

庭
訪
問
・
相
談

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 49.3 33.0 24.0 30.2 12.8 20.8 46.7 13.3 22.9 1.9 4.1

男性 708 50.1 33.6 23.2 26.3 13.6 19.1 41.0 14.4 23.0 2.4 3.2

女性 992 49.9 33.6 25.2 33.3 11.8 22.5 51.8 13.1 22.9 1.6 3.4

20歳代以下 150 46.0 36.0 22.0 17.3 8.7 28.0 43.3 23.3 20.0 2.7 2.7

30歳代 181 47.0 37.0 22.1 24.9 11.0 23.2 58.0 19.3 22.7 1.7 1.1

40歳代 283 49.8 28.6 22.6 27.9 10.2 27.9 58.0 25.4 24.0 4.2 1.1

50歳代 259 53.3 31.3 23.2 33.6 13.9 20.1 56.4 12.0 25.5 1.9 3.5

60歳代 297 50.8 31.6 29.0 36.4 12.1 16.2 51.9 8.4 22.6 1.3 1.7

70歳代以上 503 50.5 38.4 24.7 32.6 15.3 18.3 30.8 6.2 22.3 1.0 6.0

問32 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けるために、必要な支援やサービス

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 在
宅
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
仕

組
み

隣
近
所
で
助
け
合
え
る
見
守
り

や
声
掛
け

身
近
な
場
所
で
の
健
康
づ
く
り

や
介
護
予
防
活
動
（

ウ
ォ
ー

キ

ン
グ
、

体
操
教
室
等
）

介
護
保
険
制
度
や
介
護
予
防
等

の
情
報
提
供

高
齢
者
の
権
利
や
財
産
が
守
ら

れ
る
仕
組
み

サ
ロ
ン
や
茶
話
会
な
ど
ご
近
所

の
人
と
交
流
が
で
き
る
場

買
い
物
サ
ー

ビ
ス
や
配
食
サ
ー

ビ
ス
等
、

ち
ょ
っ

と
し
た
困
り

ご
と
に
対
す
る
生
活
支
援

子
ど
も
や
若
い
世
代
と
交
流
す

る
場
や
機
会

保
健
師
等
の
専
門
職
に
よ
る
家

庭
訪
問
・
相
談

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 49.3 33.0 24.0 30.2 12.8 20.8 46.7 13.3 22.9 1.9 4.1

中川エリア 289 48.1 33.9 28.7 32.2 15.6 24.9 56.7 16.3 23.2 2.1 1.4

緑園エリア 171 52.0 28.7 24.0 26.3 9.9 17.0 52.0 12.9 22.2 2.9 2.3

新橋エリア 83 51.8 37.3 22.9 36.1 9.6 16.9 53.0 15.7 22.9 0.0 2.4

和泉北部エリア 103 52.4 35.9 28.2 33.0 11.7 22.3 35.9 6.8 17.5 3.9 4.9

和泉中央エリア 274 51.1 32.5 21.5 28.8 10.2 23.0 43.1 16.1 21.2 1.5 3.3

下和泉エリア 71 47.9 23.9 28.2 26.8 14.1 22.5 45.1 16.9 23.9 0.0 2.8

富士見が丘エリア 116 59.5 29.3 23.3 32.8 6.9 21.6 49.1 10.3 21.6 1.7 1.7

上飯田エリア 144 51.4 40.3 22.9 33.3 20.1 23.6 37.5 11.8 26.4 1.4 4.9

上飯田団地エリア 21 33.3 33.3 23.8 38.1 14.3 23.8 38.1 4.8 19.0 0.0 19.0

いちょう団地エリア 24 50.0 45.8 4.2 41.7 8.3 16.7 41.7 16.7 33.3 0.0 12.5

中田エリア 329 48.3 35.6 24.0 28.3 14.0 18.8 44.4 14.3 24.9 1.8 3.3

しらゆりエリア 53 39.6 35.8 22.6 22.6 9.4 15.1 58.5 13.2 20.8 7.5 3.8

問32 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けるために、必要な支援やサービス

居住エリア別
（記載優先）
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■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 誰もが地域で安心して暮らし続ける

ために必要なサービス（問 32×Ｆ７） 

・乳幼児・未就学児と小学生・中学生がいるケースでは「買い物サービスや配食サービス等、ち

ょっとした困りごとに対する生活支援」、それ以外では「在宅で医療を受けられる仕組み」が

多い。 

 

 

  

合計 在
宅
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
仕

組
み

隣
近
所
で
助
け
合
え
る
見
守
り

や
声
掛
け

身
近
な
場
所
で
の
健
康
づ
く
り

や
介
護
予
防
活
動
（

ウ
ォ
ー

キ

ン
グ
、

体
操
教
室
等
）

介
護
保
険
制
度
や
介
護
予
防
等

の
情
報
提
供

高
齢
者
の
権
利
や
財
産
が
守
ら

れ
る
仕
組
み

サ
ロ
ン
や
茶
話
会
な
ど
ご
近
所

の
人
と
交
流
が
で
き
る
場

買
い
物
サ
ー

ビ
ス
や
配
食
サ
ー

ビ
ス
等
、

ち
ょ
っ

と
し
た
困
り

ご
と
に
対
す
る
生
活
支
援

子
ど
も
や
若
い
世
代
と
交
流
す

る
場
や
機
会

保
健
師
等
の
専
門
職
に
よ
る
家

庭
訪
問
・
相
談

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 49.3 33.0 24.0 30.2 12.8 20.8 46.7 13.3 22.9 1.9 4.1

乳幼児・未就学児 156 45.5 36.5 17.9 24.4 10.9 24.4 58.3 29.5 29.5 4.5 1.3

小学生・中学生 242 48.8 33.9 23.6 23.6 7.0 28.9 53.7 24.8 23.6 2.9 1.2

高校生･専門学校生･大学生 226 52.7 29.6 23.0 32.7 10.6 26.5 48.2 21.2 21.7 2.2 2.2

65歳以上の高齢者 481 53.6 32.6 26.4 31.4 15.4 16.6 43.0 12.3 21.2 2.5 3.5

要介護など支援を要する人 118 50.0 33.1 20.3 39.0 9.3 20.3 42.4 9.3 30.5 3.4 3.4

当てはまる同居者はいない 480 50.0 36.0 25.0 30.6 13.3 20.2 49.8 9.8 22.9 0.4 3.1

問32 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けるために、必要な支援やサービス

Ｆ７ 同居さ
れている方
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問３３ 現在、認知症について不安や関心がありますか。（〇はひとつ） 

・「不安や関心がある」が 52.6％、「不安や関心がない」が 17.3％である。 

 

 

問33で「不安や関心がある」を選択した方におたずねします。 

問３４ 認知症について、どのようなことに関心がありますか。（〇は３つまで） 

・「認知症の予防について」が 60.4％、次いで「認知症の早期発見」（54.2％）、「認知症にな

った場合の相談窓口 」（42.6％）、「認知症の診断を受けられる医療機関」（34.1％）、「認

知症の方の介護について」（31.7％）、「認知症の治療について」（28.4％）、「認知症の症

状について」（16.3％）の順である。「関心はない」は 0.1％である。 

 

 

  

不安や関心が

ある

922

52 .6%

不安や関心がない

303

17 .3%

どちらとも

言えない

466

26 .6%

無回答

62

3 .5%

n=1,753

60.4

54.2

42.6

34.1

31.7

28.4

16.3

2.1

0.1

0.3

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

認知症の予防について

認知症の早期発見

認知症になった場合の相談窓口

認知症の診断を受けられる医療機関

認知症の方の介護について

認知症の治療について

認知症の症状について

その他

関心はない

無回答
ｎ=922

複数回答
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■ 性別・年齢別 認知症についての不安や関心の有無（問 33×Ｆ１、２） 

・「不安や関心がある」は男性で 49.0％、女性で 55.6％である。 

・年齢別では、20 歳代以下で「不安や関心がない」、30 歳代以上では「不安や関心がある」が多

い。30 歳代以下では「不安や関心がない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 認知症についての不安や関心の有無

（問 33×Ｆ７） 

・いずれのケースも「不安や関心がある」が多く、要介護など支援を要する家族がいるケースで

は 72.0％と高い。乳幼児・未就学児がいるケースでは「不安や関心がない」が全体値に比べて

10 ポイント以上高い。 

 

 

  

合計 不安や関心
がある

不安や関心
がない

どちらとも
言えない

無回答

全体 1753 52.6 17.3 26.6 3.5

男性 708 49.0 20.8 27.8 2.4

女性 992 55.6 15.3 25.9 3.1

20歳代以下 150 30.0 39.3 28.0 2.7

30歳代 181 41.4 29.8 27.6 1.1

40歳代 283 43.5 21.9 33.6 1.1

50歳代 259 54.8 13.5 30.1 1.5

60歳代 297 62.6 11.4 23.6 2.4

70歳代以上 503 64.0 9.9 20.9 5.2

問33 現在、認知症について不安や関心がある
か

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)

合計 不安や関心
がある

不安や関心
がない

どちらとも
言えない

無回答

全体 1753 52.6 17.3 26.6 3.5

乳幼児・未就学児 156 37.8 29.5 30.8 1.9

小学生・中学生 242 37.6 25.2 35.5 1.7

高校生･専門学校生･大学生 226 47.3 20.4 30.5 1.8

65歳以上の高齢者 481 58.2 13.3 25.4 3.1

要介護など支援を要する人 118 72.0 10.2 16.1 1.7

当てはまる同居者はいない 480 55.6 18.1 24.2 2.1

問33 現在、認知症について不安や関心がある
か

Ｆ７ 同居さ
れている方
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■ 性別・年齢別 認知症について関心のあること（問 34×Ｆ１、２） 

・男女とも「認知症の予防について」が多い。 

・年齢別では、50 歳代で「認知症の早期発見」、それ以外で「認知症の予防について」が多い。

20 歳代以下で「認知症の症状について」「認知症の方の介護について」、30 歳代、40 歳代で

「認知症の方の介護について」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 認知症について関心のあること 

（問 34×Ｆ７） 

・乳幼児・未就学児、65 歳以上の高齢者、当てはまる同居者はいないケースで「認知症の予防に

ついて」、小学生・中学生、高校生･専門学校生･大学生がいるケースで「認知症の早期発見」、

要介護など支援を要する人がいるケースで「認知症の方の介護について」が多い。乳幼児・未

就学児がいるケースで「認知症の方の介護について」「認知症の治療について」が全体値に比

べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

合計 認
知
症
の
予
防
に
つ

い
て

認
知
症
の
早
期
発
見

認
知
症
の
症
状
に
つ

い
て

認
知
症
の
方
の
介
護

に
つ
い
て

認
知
症
に
な
っ

た
場

合
の
相
談
窓
口

認
知
症
の
診
断
を
受

け
ら
れ
る
医
療
機
関

認
知
症
の
治
療
に
つ

い
て

そ
の
他

関
心
は
な
い

無
回
答

全体 922 60.4 54.2 16.3 31.7 42.6 34.1 28.4 2.1 0.1 0.3

男性 347 64.3 53.0 17.6 33.4 41.2 34.0 28.5 1.2 0.3 0.6

女性 552 58.5 54.3 15.4 31.0 43.8 33.7 29.0 2.7 0.0 0.2

20歳代以下 45 64.4 42.2 28.9 57.8 26.7 31.1 35.6 2.2 0.0 0.0

30歳代 75 64.0 50.7 16.0 54.7 32.0 17.3 22.7 4.0 0.0 0.0

40歳代 123 56.1 52.0 17.1 42.3 44.7 33.3 31.7 4.1 0.0 0.0

50歳代 142 54.9 57.7 14.8 38.7 40.8 34.5 31.7 2.8 0.0 0.0

60歳代 186 69.4 52.7 12.9 25.8 45.7 31.7 25.8 0.5 0.0 0.0

70歳代以上 322 59.0 56.2 16.5 19.3 46.0 38.5 28.9 1.6 0.3 0.9

Ｆ１ 性別

問34 認知症について、関心がある内容

年齢(年代別)

合計 認
知
症
の
予
防
に
つ

い
て

認
知
症
の
早
期
発
見

認
知
症
の
症
状
に
つ

い
て

認
知
症
の
方
の
介
護

に
つ
い
て

認
知
症
に
な
っ

た
場

合
の
相
談
窓
口

認
知
症
の
診
断
を
受

け
ら
れ
る
医
療
機
関

認
知
症
の
治
療
に
つ

い
て

そ
の
他

関
心
は
な
い

無
回
答

全体 922 60.4 54.2 16.3 31.7 42.6 34.1 28.4 2.1 0.1 0.3

乳幼児・未就学児 59 57.6 52.5 20.3 44.1 39.0 33.9 45.8 6.8 0.0 0.0

小学生・中学生 91 50.5 62.6 19.8 38.5 37.4 31.9 34.1 3.3 0.0 0.0

高校生･専門学校生･大学生 107 54.2 56.1 14.0 34.6 39.3 37.4 29.0 5.6 0.0 0.0

65歳以上の高齢者 280 58.9 50.7 12.9 37.5 45.4 40.0 29.3 1.4 0.0 0.4

要介護など支援を要する人 85 49.4 38.8 20.0 52.9 38.8 25.9 31.8 5.9 0.0 2.4

当てはまる同居者はいない 267 64.4 50.9 16.5 28.1 41.9 32.6 27.0 1.1 0.4 0.0

問34 認知症について、関心がある内容

Ｆ７ 同居さ
れている方
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問３５ ご家族やご自身が認知症になったときに、身近に相談できる人がいますか。（〇はひとつ） 

・「いる」が 59.0％、「いない」は 19.9％である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 家族や自身が認知症になったときの相談先の有無（問 35×Ｆ１、２） 

・男女とも「いる」が多く、女性は男性より 9.6 ポイント高い。男性は「いない」が女性より 10.0

ポイント高い。 

 

 

 

 

  

いる

1 ,034

59 .0%

いない

348

19 .9%

どちらとも言

えない

287

16 .4%

無回答

84

4 .8%

ｎ=1,753

合計 いる いない どちらとも
言えない

無回答

全体 1753 59.0 19.9 16.4 4.8

男性 708 53.7 25.8 16.8 3.7

女性 992 63.3 15.8 16.5 4.3

20歳代以下 150 55.3 24.7 16.7 3.3

30歳代 181 62.4 21.0 14.9 1.7

40歳代 283 50.9 28.3 18.7 2.1

50歳代 259 58.3 20.1 18.5 3.1

60歳代 297 62.6 17.8 16.2 3.4

70歳代以上 503 62.4 14.5 15.7 7.4

問35 家族や自身が認知症になったときに、身
近に相談できる人がいるか

Ｆ１ 性別

年齢(年代別)
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問３６ ご家族やご自身が認知症になったときに、どこ（誰）に相談しますか。（〇はいくつでも） 

・「親族」が 62.2％、次いで「かかりつけ医等の医療機関」（56.7％）、「区役所、地域ケアプ

ラザ（地域包括支援センター）などの行政機関」（43.0％）、「友人、知人等」（20.3％）、

「近隣の人」（2.4％）の順である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 家族や自身が認知症になったときの相談先（問 36×Ｆ１、２） 

・男女とも「親族」が多い。女性は男性より「区役所、地域ケアプラザ（地域包括支援センター）

などの行政機関」が 9.7 ポイント高い。 

・年齢別では、50 歳代までで「親族」、60 歳代で「かかりつけ医等の医療機関」が多く、70 歳

代以上で「かかりつけ医等の医療機関」「親族」が同率である。40 歳代で「友人、知人等」、

60 歳代で「区役所、地域ケアプラザ（地域包括支援センター）などの行政機関」が全体値に比

べて 10 ポイント以上高い。 

 

 
 

  

62.2

56.7

43.0

20.3

2.4

1.6

4.4

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

親族

かかりつけ医等の医療機関

区役所、地域ケアプラザ（地域包括支援

センター）などの行政機関

友人、知人等

近隣の人

その他

無回答
ｎ=1,753

複数回答

合計 区
役
所
、

地
域
ケ
ア

プ
ラ
ザ
（

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
）

な

ど
の
行
政
機
関

か
か
り
つ
け
医
等
の

医
療
機
関

親
族

友
人
、

知
人
等

近
隣
の
人

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 43.0 56.7 62.2 20.3 2.4 1.6 4.4

男性 708 37.6 55.4 59.2 16.5 2.5 2.5 3.0

女性 992 47.3 58.6 65.3 23.9 2.4 0.9 4.0

20歳代以下 150 20.7 54.7 70.0 30.0 2.7 1.3 4.7

30歳代 181 32.6 53.0 68.5 26.5 1.1 2.2 3.3

40歳代 283 49.8 49.8 65.4 31.4 3.2 1.1 2.1

50歳代 259 42.9 61.4 63.3 22.4 1.9 1.5 1.9

60歳代 297 54.5 58.2 57.2 17.5 2.4 1.7 2.4

70歳代以上 503 44.5 60.2 60.2 11.3 2.8 1.8 5.8

Ｆ１ 性別

問36 家族や自身が認知症になったときの相談先

年齢(年代別)
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■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 家族や自身が認知症になったときの

相談先（問 36×Ｆ７） 

・要介護など支援を要する人のいるケースで「かかりつけ医等の医療機関」、それ以外で「親族」

が多い。要介護など支援を要する人のいるケースで、「区役所、地域ケアプラザ（地域包括支

援センター）などの行政機関」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

  

合計 区
役
所
、

地
域
ケ
ア

プ
ラ
ザ
（

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
）

な

ど
の
行
政
機
関

か
か
り
つ
け
医
等
の

医
療
機
関

親
族

友
人
、

知
人
等

近
隣
の
人

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 43.0 56.7 62.2 20.3 2.4 1.6 4.4

乳幼児・未就学児 156 40.4 56.4 69.9 26.9 2.6 1.3 3.8

小学生・中学生 242 41.3 55.8 68.6 24.4 2.9 1.2 3.3

高校生･専門学校生･大学生 226 39.8 61.1 65.0 26.1 3.5 1.3 1.8

65歳以上の高齢者 481 47.0 61.1 62.4 17.7 1.9 1.5 4.0

要介護など支援を要する人 118 57.6 59.3 56.8 16.1 5.1 1.7 2.5

当てはまる同居者はいない 480 42.9 55.8 62.9 21.9 2.7 1.0 3.5

問36 家族や自身が認知症になったときの相談先

Ｆ７ 同居さ
れている方
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問３７ 人生の終末期に向けて必要な情報を残すためのノート等について、知っているものはどのような

ものですか。（〇はいくつでも） 

・「エンディングノート（泉区版以外）」が 30.6％、次いで「エンディングノート（泉区版「わ

たしの人生計画帳」）」（9.8％）、「もしも手帳」（3.4％）の順である。「知らない」は 52.5％

である。 

 

 

 

 

■ 性別・年齢別 人生の終末期に向けて必要な情報を残すためのノート等について、知っているもの

（問 37×Ｆ１、２） 

・男女とも「知らない」が多く、男性は女性より 21.6 ポイント高い。 

・年齢別では、いずれの年代も「知らない」が多い。 

 
 

  

30.6

9.8

3.4

2.8

52.5

5.4

0% 20% 40% 60%

エンディングノート（泉区版以外）

エンディングノート（泉区版「わたしの人生計画帳」）

もしも手帳

その他

知らない

無回答 ｎ=1,753

複数回答

合計 エ
ン
デ
ィ

ン
グ
ノ
ー

ト
（

泉
区
版
「

わ
た

し
の
人
生
計
画

帳
」
）

エ
ン
デ
ィ

ン
グ
ノ
ー

ト
（

泉
区
版
以
外
）

も
し
も
手
帳

そ
の
他

知
ら
な
い

無
回
答

全体 1753 9.8 30.6 3.4 2.8 52.5 5.4

男性 708 7.5 21.6 2.5 2.3 65.7 3.7

女性 992 11.5 37.7 4.0 2.9 44.1 4.8

20歳代以下 150 4.0 22.0 1.3 0.7 68.7 4.0

30歳代 181 5.0 34.3 2.2 0.6 59.7 2.2

40歳代 283 5.7 39.2 1.8 2.5 52.7 1.8

50歳代 259 7.7 37.5 1.9 0.8 54.4 1.9

60歳代 297 10.8 35.7 3.4 3.7 48.5 2.7

70歳代以上 503 16.7 21.9 6.0 4.8 47.1 9.3

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問37 人生の終末期に向けて必要な情報を残すためのノート等につ
いて、知っているもの
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10．子育て支援・青少年育成について 

 

子育て中の方におたずねします。 

問３８ あなたは子育て関係の情報をどのようにして収集していますか。（〇はひとつ） 

・「広報よこはま」が 20.1％、次いで「新聞・雑誌」（15.6％）、「ウェブサイト（お出かけ情

報まとめサイト以外）」（14.8％）、「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）」（10.9％）、

「ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）」（10.6％）、「口コミ」（10.3％）、「地域情

報紙（タウンニュース、ぱど等）」（4.2％）、「地域情報紙以外のフリーペーパー」（0.6％）

の順である。 

 

 

  

20.1

15.6

14.8

10.9

10.6

10.3

4.2

0.6

12.8

0% 10% 20% 30%

広報よこはま

新聞・雑誌

ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外）

ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）

ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）

口コミ

地域情報紙（タウンニュース、ぱど等）

地域情報紙以外のフリーペーパー

その他

ｎ=358

(無回答を除く）
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■ 性別・年齢別 子育て関係の情報の収集方法（問 38×Ｆ１、２） 

・男性は「新聞・雑誌」「広報よこはま」が同率、女性は「広報よこはま」が多い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等）」、30歳代で「ウェブ

サイト（お出かけ情報まとめサイト以外）」が多く、40 歳代で「ウェブサイト（お出かけ情報

まとめサイト以外）」「口コミ」が同率、50 歳代以上では「広報よこはま」が多い。 

 
 

■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 子育て関係の情報の収集方法

（問 38×Ｆ７） 

・乳幼児・未就学児、小学生・中学生がいるケースで「ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイ

ト以外）」、65 歳以上の高齢者がいるケースで「新聞・雑誌」、それ以外で「広報よこはま」

が多い。 

 

 

  

合計 新
聞
・
雑
誌

広
報
よ
こ
は
ま

地
域
情
報
紙
（

タ
ウ

ン
ニ
ュ
ー

ス
、

ぱ
ど

等
）

地
域
情
報
紙
以
外
の

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
）

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
以
外
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

ツ
イ
ッ

タ
ー
、

イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
等
）

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 3.2 4.1 0.9 0.1 2.2 3.0 2.2 2.1 2.6 79.6

男性 708 4.1 4.1 1.0 0.0 2.3 4.0 1.6 2.4 3.4 77.3

女性 992 2.4 4.2 0.8 0.2 2.1 2.4 2.7 2.0 2.0 81.0

20歳代以下 150 2.7 0.7 0.7 0.7 1.3 0.7 8.7 1.3 2.0 81.3

30歳代 181 1.7 3.3 1.1 0.0 6.1 11.0 6.6 1.7 5.5 63.0

40歳代 283 5.3 4.6 2.1 0.4 6.4 7.4 3.9 7.4 4.9 57.6

50歳代 259 3.9 8.5 1.9 0.0 1.2 3.9 0.8 1.9 3.5 74.5

60歳代 297 3.0 3.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.0 1.3 90.6

70歳代以上 503 2.0 3.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 92.6

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問38 子育て関係の情報を収集する媒体

合計 新
聞
・
雑
誌

広
報
よ
こ
は
ま

地
域
情
報
紙
（

タ
ウ

ン
ニ
ュ
ー

ス
、

ぱ
ど

等
）

地
域
情
報
紙
以
外
の

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
）

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
（

お

出
か
け
情
報
ま
と
め

サ
イ
ト
以
外
）

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

ツ
イ
ッ

タ
ー
、

イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
等
）

口
コ
ミ

そ
の
他

無
回
答

全体 1753 3.2 4.1 0.9 0.1 2.2 3.0 2.2 2.1 2.6 79.6

乳幼児・未就学児 156 3.8 4.5 1.3 1.3 9.0 15.4 7.7 4.5 5.8 46.8

小学生・中学生 242 5.0 7.9 2.9 0.0 7.4 9.5 5.8 7.9 7.9 45.9

高校生･専門学校生･大学生 226 6.2 7.1 1.3 0.0 4.4 5.8 3.5 5.3 4.0 62.4

65歳以上の高齢者 481 4.0 3.1 0.2 0.0 1.0 0.8 0.0 2.3 1.7 86.9

要介護など支援を要する人 118 2.5 5.9 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.7 2.5 86.4

当てはまる同居者はいない 480 1.7 2.9 0.0 0.0 0.4 1.0 1.9 0.2 1.5 90.4

Ｆ７ 同居さ
れている方

問38 子育て関係の情報を収集する媒体
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問３９ 泉区は子育てがしやすい環境だと思いますか。（〇はひとつ） 

・「どちらかといえば子育てがしやすいと思う」が 29.0％、「子育てがしやすいと思う」（9.5％）

と合わせると 38.5％が『子育てしやすい』環境だと感じている。 

 

 

■ 性別・年齢別 泉区は子育てがしやすい環境だと思うか（問 39×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代も「どちらかといえば子育てがしやすいと思う」が多い。 

・20 歳代以下では「どちらともいえない」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 
 

■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 泉区は子育てがしやすい環境だと

思うか（問 39×Ｆ７） 

・いずれのケースも「どちらかといえば子育てがしやすいと思う」が多い。小学生・中学生のい

るケースで「子育てがしやすいと思う」「どちらかといえば子育てがしやすいと思う」が全体

値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

  

9.5

29.0

2.3

1.4

12.3

45.5

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

子育てがしやすいと思う

どちらかといえば子育てがしやすいと思う

どちらかといえば子育てがしにくいと思う

子育てしにくいと思う

どちらともいえない

無回答ｎ=1,753

合計 子
育
て
が
し
や
す
い

と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

子
育
て
が
し
や
す
い

と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

子
育
て
が
し
に
く
い

と
思
う

子
育
て
し
に
く
い
と

思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 無
回
答

全体 1753 9.5 29.0 2.3 1.4 12.3 45.5

男性 708 10.9 30.2 2.5 1.1 14.3 41.0

女性 992 8.7 28.9 2.1 1.7 11.3 47.3

20歳代以下 150 12.0 28.7 2.7 2.0 25.3 29.3

30歳代 181 12.2 42.0 5.5 4.4 17.7 18.2

40歳代 283 17.3 47.0 2.5 3.2 12.0 18.0

50歳代 259 12.0 41.3 2.3 0.8 16.2 27.4

60歳代 297 6.1 22.6 1.7 0.3 12.5 56.9

70歳代以上 503 4.8 13.9 1.4 0.4 5.0 74.6

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問39 泉区は子育てがしやすい環境だと思うか

合計 子
育
て
が
し
や
す
い

と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

子
育
て
が
し
や
す
い

と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

子
育
て
が
し
に
く
い

と
思
う

子
育
て
し
に
く
い
と

思
う

ど
ち
ら
と
も
い
え
な

い 無
回
答

全体 1753 9.5 29.0 2.3 1.4 12.3 45.5

乳幼児・未就学児 156 17.3 55.1 7.7 5.1 10.3 4.5

小学生・中学生 242 22.3 50.8 3.7 2.5 8.7 12.0

高校生･専門学校生･大学生 226 13.3 49.1 3.1 1.8 9.7 23.0

65歳以上の高齢者 481 6.0 24.9 1.2 1.5 12.9 53.4

要介護など支援を要する人 118 4.2 25.4 2.5 0.8 16.1 50.8

当てはまる同居者はいない 480 7.7 25.2 2.3 0.4 16.7 47.7

Ｆ７ 同居さ
れている方

問39 泉区は子育てがしやすい環境だと思うか
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問４０ 子育て中の親子が地域とつながりを持つために、隣近所や地域住民にできる取組は、どのような

ことだと思いますか。（〇はいくつでも） 

・「親子が集える地域の身近な場づくり 」が 23.8％、次いで「普段からの声掛け」（23.0％）、

「不安のある人や悩む人の話し相手」（15.3％）、「子育て支援のイベント等の企画・実施」

（15.0％）、「ひとり親など様々な子育てスタイルの理解」（14.0％）、「ちょっとした子ど

もの預かり」（12.1％）、「地域の行事やイベントへの誘い」（11.9％）、「地域のイベント

が子育て中の親子が参加しやすいイベントになるように若い人の意見を取り入れる」（11.6％）、

「障害児が当たり前に過ごせるための、地域単位での障害理解の啓発への取り組み」（11.6％）、

「シニア世代の積極的な子育て支援への参加」（10.2％）などの順である。「特にない」は 3.9％

である。 

  

23.8

23.0

15.3

15.0

14.0

12.1

11.9

11.6

11.6

10.2

8.3

4.9

3.7

1.5

3.9

45.8

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

親子が集える地域の身近な場づくり

普段からの声掛け

不安のある人や悩む人の話し相手

子育て支援のイベント等の企画・実施

ひとり親など様々な子育てスタイルの理解

ちょっとした子どもの預かり

地域の行事やイベントへの誘い

地域のイベントが子育て中の親子が参加しやすいイベント

になるように若い人の意見を取り入れる

障害児が当たり前に過ごせるための、地域単位での障害理

解の啓発への取り組み

シニア世代の積極的な子育て支援への参加

子育て支援のイベント等の手伝い

自分が知っている・体験した子育て情報を伝える

子育て世帯の声をつなぐ・橋渡しを行うための工夫につい

ての自治会等での話し合い

その他

特にない

無回答

ｎ=1,753

複数回答
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■ 性別・年齢別 子育て中の親子が地域とつながりを持つために、隣近所や地域住民にできる取組

（問 40×Ｆ１、２） 

・男女とも「親子が集える地域の身近な場づくり」が多い。 

・年齢別では、50 歳代までで「親子が集える地域の身近な場づくり」が多く、60歳代で「親子が

集える地域の身近な場づくり」「普段からの声掛け」が同率、70 歳代以上で「普段からの声掛

け」が多い。20 歳代以下で「親子が集える地域の身近な場づくり」「ひとり親など様々な子育

てスタイルの理解」、30 歳代で「親子が集える地域の身近な場づくり」「子育て支援のイベン

ト等の企画・実施」「ちょっとした子どもの預かり」、40 歳代で「親子が集える地域の身近な

場づくり」「普段からの声掛け」が全体値に比べて 10 ポイント以上高い。 

 

 

■ 乳幼児・未就学児、学童・学生、高齢者、要介護者の有無別 子育て中の親子が地域とつながり

を持つために、隣近所や地域住民にできる取組（問 40×Ｆ７） 

・65 歳以上の高齢者、要介護など支援を要する人がいるケースで「普段からの声掛け」、それ以

外で「親子が集える地域の身近な場づくり」が多い。乳幼児・未就学児、小学生・中学生がい

るケースで「子育て支援のイベント等の企画・実施」「親子が集える地域の身近な場づくり」

「普段からの声掛け」「地域の行事やイベントへの誘い」「地域のイベントが子育て中の親子

が参加しやすいイベントになるように若い人の意見を取り入れる」、乳幼児・未就学児がいる

ケースではこれに加えて「ちょっとした子どもの預かり」、高校生･専門学校生･大学生がいる

ケースでは「親子が集える地域の身近な場づくり」「普段からの声掛け」が全体値に比べて 10

ポイント以上高い。 

 

合計 子
育
て
支
援
の
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
・

実
施

子
育
て
支
援
の
イ
ベ
ン
ト
等
の
手
伝
い

親
子
が
集
え
る
地
域
の
身
近
な
場
づ
く

り 普
段
か
ら
の
声
掛
け

地
域
の
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
誘
い

自
分
が
知
っ

て
い
る
・
体
験
し
た
子
育

て
情
報
を
伝
え
る

ち
ょ
っ

と
し
た
子
ど
も
の
預
か
り

不
安
の
あ
る
人
や
悩
む
人
の
話
し
相
手

子
育
て
世
帯
の
声
を
つ
な
ぐ
・
橋
渡
し

を
行
う
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
の
自
治

会
等
で
の
話
し
合
い

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
が
子
育
て
中
の
親
子

が
参
加
し
や
す
い
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
よ

う
に
若
い
人
の
意
見
を
取
り
入
れ
る

ひ
と
り
親
な
ど
様
々
な
子
育
て
ス
タ
イ

ル
の
理
解

障
害
児
が
当
た
り
前
に
過
ご
せ
る
た
め

の
、

地
域
単
位
で
の
障
害
理
解
の
啓
発

へ
の
取
り
組
み

シ
ニ
ア
世
代
の
積
極
的
な
子
育
て
支
援

へ
の
参
加

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 1753 15.0 8.3 23.8 23.0 11.9 4.9 12.1 15.3 3.7 11.6 14.0 11.6 10.2 1.5 3.9 45.8

男性 708 15.8 8.8 24.6 24.0 12.6 4.2 9.0 14.4 4.4 10.7 12.0 9.2 10.3 1.4 5.1 41.4

女性 992 14.7 8.1 23.9 22.9 11.6 5.4 14.8 16.6 3.2 12.5 15.8 13.6 10.5 1.4 3.1 47.6

20歳代以下 150 23.3 9.3 34.7 22.0 17.3 5.3 22.0 18.0 6.0 14.7 25.3 15.3 8.7 1.3 6.0 28.7

30歳代 181 27.6 9.4 39.2 32.6 13.3 3.3 27.1 24.3 6.1 17.1 23.2 17.7 7.2 1.7 6.1 18.8

40歳代 283 21.9 9.9 37.1 35.0 21.6 7.4 18.7 23.0 3.9 18.0 18.4 16.6 13.1 2.8 2.5 19.4

50歳代 259 19.3 14.7 29.7 29.0 17.0 7.7 13.9 23.6 3.9 11.6 18.1 15.8 15.8 1.9 6.9 27.8

60歳代 297 10.1 7.1 17.2 17.2 8.1 4.7 7.1 11.4 2.7 9.1 9.8 8.8 10.8 0.3 3.7 58.6

70歳代以上 503 5.6 4.4 10.3 15.3 5.2 3.0 3.6 6.2 2.8 7.6 6.8 6.4 8.0 1.0 1.8 73.6

年齢(年代別)

問40 子育て中の親子が地域とつながりを持つために、隣近所や地域住民にできる取組

Ｆ１ 性別

合計 子
育
て
支
援
の
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
・

実
施

子
育
て
支
援
の
イ
ベ
ン
ト
等
の
手
伝
い

親
子
が
集
え
る
地
域
の
身
近
な
場
づ
く

り 普
段
か
ら
の
声
掛
け

地
域
の
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
誘
い

自
分
が
知
っ

て
い
る
・
体
験
し
た
子
育

て
情
報
を
伝
え
る

ち
ょ
っ

と
し
た
子
ど
も
の
預
か
り

不
安
の
あ
る
人
や
悩
む
人
の
話
し
相
手

子
育
て
世
帯
の
声
を
つ
な
ぐ
・
橋
渡
し

を
行
う
た
め
の
工
夫
に
つ
い
て
の
自
治

会
等
で
の
話
し
合
い

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
が
子
育
て
中
の
親
子

が
参
加
し
や
す
い
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
よ

う
に
若
い
人
の
意
見
を
取
り
入
れ
る

ひ
と
り
親
な
ど
様
々
な
子
育
て
ス
タ
イ

ル
の
理
解

障
害
児
が
当
た
り
前
に
過
ご
せ
る
た
め

の
、

地
域
単
位
で
の
障
害
理
解
の
啓
発

へ
の
取
り
組
み

シ
ニ
ア
世
代
の
積
極
的
な
子
育
て
支
援

へ
の
参
加

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

全体 1753 15.0 8.3 23.8 23.0 11.9 4.9 12.1 15.3 3.7 11.6 14.0 11.6 10.2 1.5 3.9 45.8

乳幼児・未就学児 156 32.7 9.0 46.8 42.3 25.6 4.5 23.7 18.6 7.1 24.4 18.6 19.9 14.1 3.2 3.2 5.1

小学生・中学生 242 29.3 14.0 48.3 38.8 25.2 6.2 20.7 21.5 4.5 22.3 19.8 18.2 12.8 3.3 1.7 12.0

高校生･専門学校生･大学生 226 21.2 11.1 40.3 33.6 16.8 7.1 17.3 23.5 3.5 19.9 20.8 16.4 16.8 4.0 3.5 22.6

65歳以上の高齢者 481 10.4 8.1 18.1 20.6 10.6 5.0 9.4 15.8 3.5 10.8 14.1 9.8 11.0 1.7 4.0 53.6

要介護など支援を要する人 118 10.2 8.5 18.6 22.0 11.9 3.4 7.6 20.3 3.4 10.2 15.3 18.6 9.3 0.8 5.9 50.0

当てはまる同居者はいない 480 12.9 8.1 21.0 20.0 9.2 4.8 11.5 14.2 3.3 9.4 14.6 11.9 9.8 0.6 4.8 48.5

Ｆ７ 同居さ
れている方

問40 子育て中の親子が地域とつながりを持つために、隣近所や地域住民にできる取組
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問４１ あなたの身近に、ひきこもり等の困難を抱える人がいますか。または、知っていますか。（〇はひとつ） 

・「いない・知らない」が 75.0％、「いる・知っている」は 15.7％である。 

 

 

■ 性別・年齢別 身近に、ひきこもり等の困難を抱える人がいるか・知っているか（問 41×Ｆ１、２） 

・男女とも「いない・知らない」が多い。 

・年齢別では、いずれの年代も「いない・知らない」の方が多い。 

 

 

 

  

いる・知っている

275
15.7%

いない・知らない

1,314
75.0%

無回答

164
9.4%

ｎ=1,753

合計 いる・知っ
ている

いない・知
らない

無回答

全体 1753 15.7 75.0 9.4

男性 708 15.1 76.6 8.3

女性 992 16.3 75.0 8.7

20歳代以下 150 14.7 84.0 1.3

30歳代 181 16.6 82.9 0.6

40歳代 283 18.4 80.9 0.7

50歳代 259 15.4 81.9 2.7

60歳代 297 15.8 74.7 9.4

70歳代以上 503 15.1 64.4 20.5

年齢(年代別)

Ｆ１ 性別

問41 身近に、ひきこもり等の困難を抱
える人がいるか・知っているか
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問４２ ひきこもり等の困難を抱える人や家族に対して、横浜市が行っている様々な取組や支援について

知っていますか。（〇はひとつ） 

・「知らない」が 76.1％、「詳しくは知らないが、多少知っている」は 13.0％である。 

 

 

 

■ 性別・年齢別 ひきこもり等の困難を抱える人や家族に対しての取組や支援の認知度

（問 42×Ｆ１、２） 

・男女とも、いずれの年代も「知らない」が多い。 

 

 

  

よく知っている

15
0.9% 詳しくは知らないが、

多少知っている

228

13.0%

知らない

1,334
76.1%

無回答

176
10.0%

ｎ=1,753

合計 よく知って
いる

詳しくは知
らないが、
多少知って
いる

知らない 無回答

全体 1753 0.9 13.0 76.1 10.0

男性 708 0.7 13.0 76.6 9.7

女性 992 0.8 13.1 77.3 8.8

20歳代以下 150 0.7 11.3 86.7 1.3

30歳代 181 0.0 8.8 89.5 1.7

40歳代 283 0.7 11.3 86.6 1.4

50歳代 259 1.2 12.4 83.0 3.5

60歳代 297 0.0 11.8 77.8 10.4

70歳代以上 503 1.4 16.9 60.8 20.9

年齢(年代別)

問42 ひきこもり等の困難を抱える人や家族に対して、横浜
市が行っている様々な取組や支援を知っているか

Ｆ１ 性別
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問４３ ひきこもり等の困難を抱える人への支援として、特に重要だと思う項目は何ですか。(○はいくつでも） 

・「相談できる身近な場所」が 44.4％、次いで「相談できる身近な人」（36.9％）、「区役所で

の専門相談の周知」（33.4％）、「ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解」

（33.1％）、「家族以外の人と交流できる機会・場」（24.2％）、「社会参加につながる活動

や体験」（23.6％）、「青少年相談センターや地域ユースプラザ等専門機関の周知」（21.7％）、

「居場所、フリースペース」（20.1％）などの順である。「わからない」は 7.3％、「特にな

い」は 1.0％である。 

 

■ 性別・年齢別 ひきこもり等の困難を抱える人への支援として、特に重要だと思う項目 

（問 43×Ｆ１、２） 

・男女とも「相談できる身近な場所」が多い。女性は男性より「家族会、家族が集える機会・場」

で 11.3 ポイント、「ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解」で 14.8 ポイント、

高い。 

・年齢別では、20 歳代以下で「相談できる身近な人」、70 歳代以上で「区役所での専門相談の周

知」、それ以外で「相談できる身近な場所」が多い。20 歳代以下で「相談できる身近な人」「場

所、フリースペース」「ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解」、30 歳代で「居

場所、フリースペース」「ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解」、50 歳代で

「相談できる身近な場所」「家族会、家族が集える機会・場」が全体値に比べて 10 ポイント以

上高い。 

 

 

  

44.4

36.9

33.4

33.1

24.2

23.6

21.7

20.1

19.3

19.2

17.1

12.5

1.7

7.3

1.0

12.8

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

相談できる身近な場所

相談できる身近な人

区役所での専門相談の周知

ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解

家族以外の人と交流できる機会・場

社会参加につながる活動や体験

青少年相談センターや地域ユースプラザ等専門機関の周知

居場所、フリースペース

支援の推進や協力を行う団体・組織等の拡充

就労体験・訓練

家族会、家族が集える機会・場

声をかけたり、気にかけている近隣の関係

その他

わからない

特にない

無回答
ｎ=1,753

複数回答

合計 青
少
年
相
談
セ
ン
タ
ー

や
地
域

ユ
ー

ス
プ
ラ
ザ
等
専
門
機
関
の

周
知

区
役
所
で
の
専
門
相
談
の
周
知

相
談
で
き
る
身
近
な
場
所

相
談
で
き
る
身
近
な
人

声
を
か
け
た
り
、

気
に
か
け
て

い
る
近
隣
の
関
係

家
族
以
外
の
人
と
交
流
で
き
る

機
会
・
場

居
場
所
、

フ
リ
ー

ス
ペ
ー

ス

社
会
参
加
に
つ
な
が
る
活
動
や

体
験

就
労
体
験
・
訓
練

家
族
会
、

家
族
が
集
え
る
機

会
・
場

ひ
き
こ
も
り
等
の
困
難
を
抱
え

る
人
及
び
そ
の
家
族
へ
の
理
解

支
援
の
推
進
や
協
力
を
行
う
団

体
・
組
織
等
の
拡
充

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

特
に
な
い

無
回
答

全体 1753 21.7 33.4 44.4 36.9 12.5 24.2 20.1 23.6 19.2 17.1 33.1 19.3 1.7 7.3 1.0 12.8

男性 708 21.0 29.8 40.4 34.3 12.6 21.2 17.5 20.3 17.7 10.9 24.9 19.4 1.4 9.2 1.4 12.4

女性 992 22.3 36.2 48.1 40.3 13.0 27.4 22.8 26.5 20.7 22.2 39.7 19.7 1.9 5.9 0.8 11.3

20歳代以下 150 13.3 21.3 50.0 60.0 15.3 25.3 34.7 24.7 21.3 9.3 43.3 14.7 0.7 7.3 2.7 4.7

30歳代 181 18.8 29.8 46.4 44.8 15.5 28.7 30.4 29.3 27.1 16.0 44.2 18.8 3.3 6.1 2.2 2.8

40歳代 283 23.0 35.0 48.4 44.9 13.8 28.6 21.6 25.4 24.7 21.9 35.7 21.9 3.5 8.1 1.4 2.5

50歳代 259 19.3 36.3 55.6 40.2 8.1 27.0 27.0 30.9 25.1 28.2 39.8 24.3 1.9 4.6 0.4 5.0

60歳代 297 29.0 38.0 52.5 30.6 11.1 24.2 18.2 25.6 17.5 17.5 32.0 20.9 0.7 6.7 0.3 11.4

70歳代以上 503 21.5 33.6 31.4 28.6 14.5 20.5 10.5 17.1 11.3 12.1 24.5 17.1 0.6 8.5 0.6 26.4

年齢(年代別)

問43 ひきこもり等の困難を抱える人への支援として、特に重要だと思う項目

Ｆ１ 性別
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調査票 
 





 

 

 

 

ご協力のお願い 

日頃から泉区政にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。 

泉区役所では、「共感と信頼の泉区政 区民とつくる元気の出る泉区」を基本目標として、

様々な施策を進めています。 

この度、区民の皆様に、よりご満足いただける区政を進めていくため、区民の皆様の生活

環境への意識や日常生活等について調査を実施することといたしました。 

つきましては、お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、アンケ

ート調査にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

➢ この調査は、18歳以上の区民の皆様から、無作為で 3,000名を選ばせていただいています。 

➢ この調査には、あなたのお名前やご住所をご記入いただく必要はありません。 

➢ ご回答いただいた内容は、全て統計的な集計・分析のみに用います。また、行政上の基礎資料

として活用することを目的としていますので、他の目的に使用することはありません。 

➢ ご返送いただいた調査票は、調査終了後に区が責任を持って処分いたします。 

 

 

ご記入にあたって 

・お送りした宛名のご本人がご回答ください。 

・濃い鉛筆又はボールペン・万年筆でご記入ください。 

・ご回答は、当てはまる答えの番号を○で囲んでください。 

・設問ごとに（○は１つ）（○は３つ）など指定されています。 

・ご記入いただいた調査票は７月 16 日（火）までにポストに投函していただきますようお願いいたします。 

・ご返送には、同封の返信用封筒をご利用ください（切手は不要です）。 

 

 

 

 

※ この調査について、ご不明な点やご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。 
 

泉区役所 区政推進課 企画調整係 担当:芹澤、石井 

電話 045-800-2331 FAX 045-800-2505 

受付時間： 月曜～金曜（祝日を除く） 8時 45分～17時 00分 

E-mail iz-kusei@city.yokohama.jp 

令和元年度 泉 区 区 民 意 識 調 査 



 

 

生活環境についておたずねします  
 
問１ お住まいの地域について、現在どのように感じていますか。また、以前(４～５年前)と比べて 

どのように変わったと思いますか。（「現在」「以前と比べて」のそれぞれの項目ごとに○はひとつ） 
 

 

現在 以前と比べて 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

わ
か
ら
な
い 

よ
く
な
っ
た 

変
わ
ら
な
い 

悪
く
な
っ
た 

分
か
ら
な
い 

１ 住宅地の良好な環境が維持されている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

２ 交通安全に関する取組が進んでおり、通学路など、道路の
歩行空間が安全である 

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

３ 幹線道路が整備されている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

４ 鉄道やバスの利便性が高い １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

５ 道路・公共交通・公共施設などのバリアフリー化が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

６ 最寄駅周辺に生活に必要な施設がそろっている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

７ 食料品や日用品などの買い物をする場所が近くにある １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

８ 
洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等の買い物を
する場所が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

９ 飲食をする場所が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

10 農業の振興、農に触れられる機会が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

11 公園・緑地・親水施設が多く、緑環境や水辺環境に恵まれている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

12 CO2削減や省エネの取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

13 ごみの分別排出がしっかり行われている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

14 不快に感じる悪臭がない １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

15 保育施設の整備や子育て支援に関する取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

16 青少年健全育成に関する取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

17 病院や救急医療などの地域医療が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

18 健康づくり活動の取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

19 高齢者福祉保健に関する取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

20 障害者福祉保健に関する取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

21 生活困窮者の自立のための家計や就労等に関する支援が 
充実している 

１ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

22 地域でのサークルなど、団体活動への支援が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

23 地区センターやケアプラザなど、区民利用施設が充実している １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

24 自治会・町内会活動など、地域のつながりが深い １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

25 スポーツ活動が盛んである １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

26 趣味の講座や生涯学習講座が盛んである １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

27 地域に伝わる伝統文化などが継承されている １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

28 防犯に関する取組が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

29 食中毒予防など、食の安全対策が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 

30 地震、洪水や浸水などの水害への対策が進んでいる １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ 



 

 

問２ 前ページ 1～30 の質問項目のうち、ご自身の生活環境にとって、どれが特に重要だと思いますか。     

                           （該当する項目の番号を３つまで記入） 

 
 

問３  前ページ 1～30 の質問項目のうち、区役所が取り組む課題として、どれが特に重要だと思いますか。       

（該当する項目の番号を３つまで記入） 
 

 

 

問４ 現在、ご自分やご家族の生活の事で心配ごとや困っていることがありますか。 

また、将来（４～５年後）懸念される心配ごとや困りごとがありますか。（○は３つまで） 
 

現在の心配ごとや困っていること 将来（４～５年後）懸念される心配や困りごと 

１ 自分の病気や老後のこと １ 自分の病気や老後のこと 

２ 家族の健康や生活上の問題 ２ 家族の健康や生活上の問題 

３ 失業・倒産や収入が減ること ３ 失業・倒産や収入が減ること 

４ 仕事や職場のこと ４ 仕事や職場のこと 

５ 景気や生活費のこと ５ 景気や生活費のこと 

６ 子どもの保育や教育のこと ６ 子どもの保育や教育のこと 

７ 近隣からの悪臭 ７ 近隣からの悪臭 

８ 環境問題 ８ 環境問題 

９ 災害のこと ９ 災害のこと 

10 犯罪や防犯のこと 10 犯罪や防犯のこと 

11 住宅のこと 11 住宅のこと 

12 その他（                       ） 12 その他（                       ） 

13 心配ごとや困っていることはない 13 心配ごとや困っていることはない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

買い物や飲食についておたずねします 
 

 

 

問５ 食料品や日用品など日常的な商品を購入する際、主にどのようなお店を利用していますか。また、泉区にもっと

あったら良いと思うお店はどれですか。（○はいくつでも） 

 利用している店 
泉区にもっとあったら 

良いと思う店 

身近な個人商店 １ １ 

大型専門店 ２ ２ 

スーパー ３ ３ 

デパート ４ ４ 

コンビニエンスストア ５ ５ 

ドラッグストア ６ ６ 

農産物などの直売所 ７ ７ 

宅配 ８ ８ 

通信販売やインターネット ９ ― 

その他（                                    ） 10 10 

 

問６ 食料品や日用品など日常的な商品の購入について、困っていることはありますか。（○はひとつ） 

 １ ある  ２ ない 

理由を教えてください。(○はいくつでも) 

１ 交通手段がない、または不便である １ 一人で店等で必要な時に必要な買い物ができる 

２ 身体を自由に動かすことが困難である ２ 
家族やヘルパー等の付き添いがあり、店等で必要
な時に必要な買い物ができる 

３ 
一人で店等に買い物に行くことができず、家族や
ヘルパー等の付き添いが必要である 

３ 
家族やヘルパー等が買い物を行っているため、 
自分で買い物をする必要がない 

４ 子育てや介護等で、家を空けることができない ４ 
インターネットを利用して、必要な時に必要な買い
物ができる 

５ 買い物をする時間がない ５ 
通信販売を利用して、必要な時に必要な買い物が
できる 

６ 
店等で買い物をした際の荷物を持ち帰ることが
困難である 

６ 
移動販売を利用して、必要な時に必要な買い物が
できる 

７ その他（                      ） ７ その他（                      ） 

 

問７ 日常的な商品以外の商品（洋服、鞄、靴、アクセサリー等の服飾品、贈答品等）を購入する際、よく利用する場所は

どこですか。（○はいくつでも） 

  

１ 立場駅周辺 ７ 辻堂駅周辺 

２ 二俣川駅周辺 ８ 藤沢駅周辺 

３ 戸塚駅周辺 ９ 鴨居駅周辺 

４ 東戸塚駅周辺 10 横浜駅周辺・みなとみらい駅周辺 

５ 湘南台駅周辺 11 東京都内 

６ 海老名駅周辺 12 その他（                      ） 



 

 

問８ 飲食店の利用について、おたずねします。（それぞれに○はひとつ） 

 昼 食 夕 食 

ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で 

飲
食
店
を
利
用
し
ま
す
か
。 

１ ほとんど毎日 １ ほとんど毎日 

２ １週間に数回 ２ １週間に数回 

３ １週間に１回程度 ３ １週間に１回程度 

４ １か月に数回程度 ４ １か月に数回程度 

５ １か月に１回程度 ５ １か月に１回程度 

６ １年に数回程度 ６ １年に数回程度 

７ 特に決まっていない ７ 特に決まっていない 

８ その他（        ） ８ その他（        ） 

ど
の
く
ら
い
の
頻
度
で 

泉
区
内
の
飲
食
店
を 

利
用
し
ま
す
か
。 

１ ほとんど毎日 １ ほとんど毎日 

２ １週間に数回 ２ １週間に数回 

３ １週間に１回程度 ３ １週間に１回程度 

４ １か月に数回程度 ４ １か月に数回程度 

５ １か月に１回程度 ５ １か月に１回程度 

６ １年に数回程度 ６ １年に数回程度 

７ 特に決まっていない ７ 特に決まっていない 

８ その他（        ） ８ その他（        ） 

主
に
ど
の
よ
う
な 

場
合
に
、
飲
食
店
を

利
用
し
ま
す
か
。 

１ 平日（通勤、通学日）の昼食 １ 平日（通勤、通学日）の夕食 

２ 休日の昼食 ２ 休日の夕食 

３ 友人・知人と会う時 ３ 友人・知人と会う時 

４ レジャー ４ レジャー 

５ 外出のついで ５ 外出のついで 

６ その他（        ） ６ その他（        ） 

１
回
（
１
人
） 

あ
た
り
の
支
払
額
は 

ど
の
く
ら
い
で
す
か
。 

１ ５００円未満 １ ５００円未満 

２ ５００円～８００円未満 ２ ５００円～８００円未満 

３ ８００円～１，０００円未満 ３ ８００円～１，０００円未満 

４ １，０００円～１，２００円未満 ４ １，０００円～１，２００円未満 

５ １，２００円～１，５００円未満 ５ １，２００円～１，５００円未満 

６ １，５００円～２，０００円未満 ６ １，５００円～２，０００円未満 

７ ２，０００円～３，０００円未満 ７ ２，０００円～３，０００円未満 

 ８ ３，０００円以上 ８ ３，０００円以上 

 

問９ 飲食店を利用する際、主にどのようなお店を利用していますか。また、泉区にもっとあったら良いと思うお店は 

どれですか。（○はいくつでも） 

 利用している店 
泉区にもっとあっ
たら良いと思う店 

ファミリーレストラン １ １ 

回転寿司店 ２ ２ 

焼肉店 ３ ３ 

ファストフード店 ４ ４ 

牛丼店 ５ ５ 

ラーメン店 ６ ６ 

そば・うどん店 ７ ７ 

専門料理店（中華料理、西洋料理、韓国料理、日本料理、エスニック料理等） ８ ８ 

コーヒーショップ、喫茶店 ９ ９ 

居酒屋、バー 10 10 

その他（                                 ） 11 11 



 

 

日常の交通行動についておたずねします 
 

 

 

問 10 日常の交通行動について、おたずねします。 

 
通勤・通学 

食料品日用品など 

日常的な商品の購入 

病気や怪我、 

歯科治療等のための通院 

主
な
行
き
先
（
〇
は
ひ
と
つ
） 

1 自宅（自営業等） 1 泉区内（いずみ中央駅周辺） 1 泉区内 

2 泉区内（自宅以外） 2 泉区内（いずみ野駅周辺） 2 横浜市内（泉区以外） 

3 横浜市内（泉区以外） 3 泉区内（弥生台駅周辺） 3 神奈川県内（横浜市以外） 

4 神奈川県内（横浜市以外） 4 泉区内（立場駅周辺） 4 東京都内 

5 東京都内 5 泉区内（上記以外） 5 神奈川県外（東京都以外） 

6 神奈川県外（東京都以外） 6 横浜市内（泉区以外） 6 その他（           ） 

  ７ その他（           ）   

7 
通勤・通学していない 
（下記「主な交通手段」「移動
時間」「満足度」は回答不要） 

８ 
買物をしない・できない 
（下記「主な交通手段」「移動
時間」「満足度」は回答不要） 

７ 
通院しない・できない 
（下記「主な交通手段」「移動
時間」「満足度」は回答不要） 

主
な
交
通
手
段 

 

（
〇
は
い
く
つ
で
も
） 

1 徒歩 1 徒歩 1 徒歩 

2 自転車 2 自転車 2 自転車 

3 原付・バイク 3 原付・バイク 3 原付・バイク 

4 路線バス 4 路線バス 4 路線バス 

5 鉄道 5 鉄道 5 鉄道 

6 自家用車 6 自家用車 6 自家用車 

7 その他 7 その他 7 その他 

移
動
時
間 (

片
道) 

 

（
〇
は
ひ
と
つ
） 

1 15分未満 1 15分未満 1 15分未満 

2 15分～30分未満 2 15分～30分未満 2 15分～30分未満 

3 30分～１時間未満 3 30分～１時間未満 3 30分～１時間未満 

4 １時間～１時間半未満 4 １時間～１時間半未満 4 １時間～１時間半未満 

5 １時間半以上 5 １時間半以上 5 １時間半以上 

行
き
先
ま
で
の 

交
通
に
対
す
る
満
足
度 

（
〇
は
ひ
と
つ
） 

1 満足 1 満足 1 満足 

2 ある程度満足 2 ある程度満足 2 ある程度満足 

3 どちらとも言えない 3 どちらとも言えない 3 どちらとも言えない 

4 やや不満 4 やや不満 4 やや不満 

5 不満 5 不満 5 不満 

6 考えていない 6 考えていない 6 考えていない 
 

「４ やや不満」「５ 不満」を選択した方に 
おたずねします。 

そ
の
理
由
は
何
で
す
か
。 

 

（
〇
は
い
く
つ
で
も
） 

1 鉄道駅まで遠い 1 徒歩・自転車以外の交通手段がない 1 徒歩・自転車以外の交通手段がない 

2 バス停まで遠い 2 鉄道駅まで遠い 2 鉄道駅まで遠い 

3 バスの本数が少ない 3 バス停まで遠い 3 バス停まで遠い 

4 乗車時間が長い 4 バスの本数が少ない 4 バスの本数が少ない 

5 乗換えがある・多い 5 乗車時間が長い 5 乗車時間が長い 

6 乗車料金が高い 6 乗換えがある・多い 6 乗換えがある・多い 

7 鉄道やバスが混雑している 7 乗車料金が高い 7 乗車料金が高い 

8 その他（           ） 8 鉄道やバスが混雑している 8 鉄道やバスが混雑している 

  9 その他（           ） 9 その他（           ） 

問11へ 



 

 

泉区の魅力・定住意向についておたずねします                 

 

問 11 泉区に居住したきっかけは何ですか。（○はいくつでも） 

１ 生まれてからずっと住んでいる ９ 子育て環境が良いため 

２ 就職・転勤等の仕事の都合のため 10 福祉・医療の環境が良いため 

３ 家族の就職・転勤等の仕事の都合のため 11 買い物環境が良いため 

４ 進学のため 12 趣味が実現(ガーデニング・スポーツ等)できるため 

５ 実家に近いため 13 泉区が好きなため 

６ 通勤・通学に便利なため 14 横浜が好きなため 

７ 住宅購入価格、家賃が手ごろなため 15 子ども、友人が近くにいるため 

８ 住宅地そのものの環境（自然環境など）が良いため 16 その他（               ） 
 
問 12 （問 11で「１ 生まれてからずっと住んでいる」以外を選択した方におたずねします。） 

泉区に転居する際、情報収集は何を利用しましたか。（○はいくつでも） 

１ 不動産会社（店舗） ４ 住宅情報雑誌 

２ 不動産会社（折込チラシ） ５ 口コミ 

３ 民間の住宅情報ウェブサイト（サイト名             ） ６ その他（                 ） 
 
問 13 泉区にお住まいになって感じる魅力はどのような点ですか。（自由記述--箇条書きで簡潔に） 

 

 
問 14 泉区にお住まいになって改善が必要と感じるのはどのような点ですか。（自由記述--箇条書きで簡潔に） 

 

 
問 15 泉区の住環境のうち、周りの人へおすすめしたいのはどのような点ですか。（○は２つまで） 

１ 豊かな自然環境 ４ 趣味の実現 ６ 職場・学校へのアクセスの良さ 

２ 治安の良さ  (ガーデニング、スポーツ等) ７ その他 

３ 地域コミュニティの充実 ５ 保育園・幼稚園の入りやすさ  （                   ） 
 

問 16 レジャー等のお出かけ先の情報は、テレビ以外ではどのように収集していますか。（○は２つまで） 

１ 新聞・雑誌 ４ 地域情報紙以外のフリーペーパー 7 ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等） 

２ 広報よこはま ５ ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト）  ８ 口コミ 

３ 地域情報紙（タウンニュース、ぱど等）  ６ ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外） ９ その他（         ） 
 
問 17 あなたは、これからもずっと泉区に住み続けたいと思いますか。（○はひとつ） 

１ 住み続ける ３ たぶん転居する ５ わからない 

２ たぶん住み続ける ４ 転居する   
 
問 18 （問 17で「3 たぶん転居する」「4 転居する」を選択した方におたずねします。） 

その理由は何ですか。（○はひとつ） 

１ 通勤・通学のため ５ 買物やサービスが不便なため ９ 泉区に魅力や愛着がないため 

２ 親や子と同居・近隣に住むため ６ 子育てや教育のため 10 その他 

３ 生まれ育った土地に戻るため ７ 通院のため  （                  ） 

４ 交通が不便なため ８ 他に住んでみたい場所があるため 11 特別な理由はない 



 

 

防犯についておたずねします 

防災についておたずねします 

 

 

 

問 19 市の防災計画では、市民の責務として３日以上の備蓄をお願いしていますが、あなたのご家庭では、 

何日分の備蓄を行っていますか。（それぞれに○はひとつ） 

飲料水 １ なし ２ 1日分程度 ３ 3日分程度 ４ 5日分程度 ５ 7日分以上 

食料 １ なし ２ 1日分程度 ３ 3日分程度 ４ 5日分程度 ５ 7日分以上 

トイレパック １ なし ２ 1日分程度 ３ 3日分程度 ４ 5日分程度 ５ 7日分以上 

 

問 20 あなたのご家庭では、水道・電気・ガスが停止した場合の備蓄を行っていますか。（それぞれに○はひとつ） 

電力供給停止に備えたランタンや懐中電灯等、明かりの確保のための備蓄 １ なし ２ 備えている 

水道水供給停止に備えた風呂の水のため置きや飲料水等の備蓄 １ なし ２ 備えている 

ガス供給停止に備えたカセットガスコンロ等の備蓄 １ なし ２ 備えている 

その他（災害時のために備蓄しているものを記載してください。） （                  ） 

 

問 21 大きな地震などの大規模な災害が起きた時、どのような場合に避難所へ行きますか。（○はいくつでも） 

１ 余震が続く場合（自宅は無事） ４ 自宅が半壊・全壊した場合 

２ 水道・電気・ガスが使えない場合 ５ 区役所等から避難指示があった場合 

３ 自宅が一部損壊した場合 ６ わからない 

 

問 22 ご自宅に感震ブレーカーを設置していますか。（○はひとつ） 

１ 設置している    ２ 設置していない     ３ 今後設置したい ４ 感震ブレーカーを知らない 

 

 

 

 

問 23 次の振り込め詐欺を知っていますか。（それぞれに○はひとつ） 

オレオレ詐欺 
（家族等を装った電話で、「小切手が入った仕事用の鞄をなくしたので、現金が
必要だ」などと言われ、犯人に現金を渡してしまうなど） 

１ 知っている ２ 知らない 

キャッシュカード手渡し型詐欺 
（金融機関や警察を装った電話で、「キャッシュカードの再発行が必要だ」など
と言ってカードをだましとり、口座からお金を引き出すなど） 

１ 知っている ２ 知らない 

還付金等詐欺 
（官公庁を装った電話で、医療費や保険料の払戻しの手続きと偽って、ＡＴＭ等
から振り込み手続き操作をさせるなど） 

１ 知っている ２ 知らない 

架空請求詐欺 
（購入していない物について、支払未納の訴訟通知等がハガキで届き、連絡をす
ると「訴訟取り下げ費用が必要だ」などと言って、お金を振り込ませるなど） 

１ 知っている ２ 知らない 

 

問 24 振り込め詐欺被害にあわないために、心がけていることはありますか。（○はいくつでも） 

１ 自宅の電話は常時留守番設定にしている ５ 家族や知人と振り込め詐欺を話題にしている 

２ 通帳、印鑑、キャッシュカードは他人に渡さない ６ その他 

３ 不審な電話やハガキは自分で判断せず人に相談している （                         ） 

４ 電話による手続きで、お金が戻らないことを知っている ７ 何もしていない 



 

 

地域での支え合いについておたずねします  

 

問 25 現在、仕事や学業以外で、どのような地域活動に参加していますか。また、今後参加してみたいと思う活動
はどのような活動ですか。（〇はいくつでも） 

活 動 
現在 

行っている 
今後新たに 
参加してみたい 

自治会・町内会の活動 １ １ 

防犯・交通安全に関する活動 ２ ２ 

災害に備えた活動 ３ ３ 

未就学児の子育てに関する活動（読み聞かせ、子育てサークル、サロンなど） ４ ４ 

青少年（小学生・中学生・高校生）育成に関する活動（青少年指導員、子ども会など） ５ ５ 

高齢者に関する活動（ごみ出しや送迎などのボランティア活動やサロンなど） ６ ６ 

障害のある人との交流の活動 ７ ７ 

健康づくりの活動（体操・ウォーキング・食に関することなど） ８ ８ 

地域行事での活動（おまつり、スポーツ大会など） ９ ９ 

障害児・者施設や高齢者施設などでのボランティア活動 10 10 

その他（                                           ） 11 11 

地域活動に参加していない、今後も参加するつもりはない 12 12 
 
問 26 （現在、地域活動に参加している方におたずねします。）参加の頻度はどのくらいですか。（〇はひとつ） 

※複数の活動に参加されている方は、全ての活動を含めた延べ回数で回答してください。 

１ ほとんど毎日 ４ １か月に２~３回程度 ７ 特に定まっていない 

２ １週間に２~３回程度 ５ １か月に１回程度   

３ １週間に１回程度 ６ １年に数回程度   

 
問 27 （現在、地域活動に参加していない方におたずねします。） 

地域活動に参加していない、または参加をためらう理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 興味・関心がない 

２ 参加する時間がとれない 

３ 参加方法が分からない 

４ きっかけがない 

５ 
人間関係が負担である 

（興味ある活動グループに知人・友人がいないので参加しづらい、人付き合いが得意ではない等） 

６ 移動手段がない 

７ その他（                                                          ） 
 
問 28 地域活動に、より多くの人が参加できるようにするためには何が必要だと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 親しい人から誘われるなどのきっかけ 

２ 参加に必要な情報の提供（活動場所・内容など） 

３ 活動に伴う実費の補償（交通費・食費など） 

４ 活動者への報酬 

５ 活動に参加するための技術や知識を習得できる講習会・研修会の受講の機会 

６ 体験会など、初めての人が参加しやすくする工夫 

７ 既に活動に参加している人たちからの呼びかけ 

８ その他（                                                          ） 



 

 

健康づくりについておたずねします 

問 29 地域で「身近な支え合いの関係」を築いていくためには、何が必要だと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 近所でのあいさつ・声かけ 

２ 近所での普段からの付き合い 

３ まつりなど、地域での行事への参加 

４ 自治会・町内会への参加（防犯・美化活動など） 

５ 趣味を通じてのグループづくり 

６ 住民一人ひとりが支え合いのまちづくりに関心を持つこと 

７ 活動をひっぱるリーダーの育成 

８ 若い世代の参加への働きかけ 

９ 個人情報の適切な活用 

10 その他（                                                          ） 

11 特にない 

 

 

 

 

問 30 健康のために、どのようなことに取り組んでいますか。また、今後どのようなことに取り組みたいですか。 

（〇はいくつでも） 

活 動 現在取り組んでいる 
今後新たに 

取り組みたい 

３食しっかりと食べる １ １ 

野菜を多く食べる ２ ２ 

塩分を控える ３ ３ 

喫煙をしない（受動喫煙をさける） ４ ４ 

お酒の量を控える ５ ５ 

睡眠をとる ６ ６ 

ウォーキング（散歩）をする ７ ７ 

定期的に運動をする ８ ８ 

定期的にがん検診を受ける ９ ９ 

定期的に歯科検診を受ける 10 10 

１年に１回健康診断（特定健診・人間ドック）を受ける 11 11 

その他（                                ）  12 12 

取り組んでいること・今後取り組みたいことはない 13 13 

 

問 31 健康づくりを進める上で、どのような環境が整備されているとよいと思いますか。（○はいくつでも） 

１ 
野菜メニューの提供やカロリー表示などのある
飲食店 

４ 
健康の活動の継続や地域での交流などが 
できる環境 

２ 
簡単にできる運動メニュー（ウォーキングや体操
など）の情報提供 

５ その他（                      ） 

３ 
自治会・町内会、団体等が自主的に開催する健
康づくり教室などへの支援 

６ わからない 



 

 

高齢者福祉についておたずねします 

 

 

 

問 32 高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らし続けるために、必要な支援やサービスは何だと思いま

すか。（〇は３つまで） 

１ 在宅で医療を受けられる仕組み ６ サロンや茶話会などご近所の人と交流ができる場 

２ 隣近所で助け合える見守りや声掛け ７ 
買い物サービスや配食サービス等、ちょっとした
困りごとに対する生活支援 

３ 
身近な場所での健康づくりや介護予防活動 
（ウォーキング、体操教室等） 

８ 子どもや若い世代と交流する場や機会 

４ 介護保険制度や介護予防等の情報提供 ９ 保健師等の専門職による家庭訪問・相談 

５ 高齢者の権利や財産が守られる仕組み 10 その他（                   ） 

 

問 33 現在、認知症について不安や関心がありますか。（〇はひとつ） 

１ 不安や関心がある ２ 不安や関心がない ３ どちらとも言えない 

 

 （問 33で「１不安や関心がある」を選択した方におたずねします。） 

問 34 認知症について、どのようなことに関心がありますか。（〇は３つまで） 

１ 認知症の予防について ６ 認知症の診断を受けられる医療機関 

２ 認知症の早期発見 ７ 認知症の治療について 

３ 認知症の症状について ８ その他（                       ） 

４ 認知症の方の介護について ９ 関心はない 

５ 認知症になった場合の相談窓口  

 

問 35 ご家族やご自身が認知症になったときに、身近に相談できる人がいますか。（〇はひとつ） 

１ いる ２ いない ３ どちらとも言えない 

 

問 36 ご家族やご自身が認知症になったときに、どこ（誰）に相談しますか。（〇はいくつでも） 

１ 
区役所、地域ケアプラザ 

（地域包括支援センター）などの行政機関 
４ 友人、知人等 

２ かかりつけ医等の医療機関 ５ 近隣の人 

３ 親族 ６ その他（               ） 

 

問 37 人生の終末期に向けて必要な情報を残すためのノート等について、知っているものはどのようなものですか。

（〇はいくつでも） 

１ エンディングノート（泉区版「わたしの人生計画帳」） ４ その他（                   ）  

２ エンディングノート（泉区版以外） ５ 知らない 

３ もしも手帳   

  



 

 

子育て支援・青少年育成についておたずねします  

 

問 38 （子育て中の方におたずねします。)  

あなたは子育て関係の情報をどのようにして収集していますか。（〇はひとつ） 

１ 新聞・雑誌 

２ 広報よこはま 

３ 地域情報紙（タウンニュース、ぱど等） 

４ 地域情報紙以外のフリーペーパー 

５ ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト） 

６ ウェブサイト（お出かけ情報まとめサイト以外） 

７ ＳＮＳ（ツイッター、インスタグラム等） 

８ 口コミ 

９ その他（         ） 

 

問 39 泉区は子育てがしやすい環境だと思いますか。（〇はひとつ） 

１ 子育てがしやすいと思う 

２ どちらかといえば子育てがしやすいと思う 

３ どちらかといえば子育てがしにくいと思う 

４ 子育てしにくいと思う 

５ どちらともいえない 

 

問 40 子育て中の親子が地域とつながりを持つために、隣近所や地域住民にできる取組は、どのようなことだと

思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 子育て支援のイベント等の企画・実施 

２ 子育て支援のイベント等の手伝い 

３ 親子が集える地域の身近な場づくり 

４ 普段からの声掛け 

５ 地域の行事やイベントへの誘い 

６ 自分が知っている・体験した子育て情報を伝える 

７ ちょっとした子どもの預かり 

８ 不安のある人や悩む人の話し相手 

９ 子育て世帯の声をつなぐ・橋渡しを行うための工夫についての自治会等での話し合い 

10 地域のイベントが子育て中の親子が参加しやすいイベントになるように若い人の意見を取り入れる 

11 ひとり親など様々な子育てスタイルの理解 

12 障害児が当たり前に過ごせるための、地域単位での障害理解の啓発への取り組み 

13 シニア世代の積極的な子育て支援への参加 

14 その他（                             ） 

15 特にない 

  



 

 

 

 

 

 

問 41 あなたの身近に、ひきこもり等の困難を抱える人がいますか。または、知っていますか。（〇はひとつ） 

１ いる・知っている ２ いない・知らない 

 

問 42 ひきこもり等の困難を抱える人や家族に対して、横浜市が行っている様々な取組や支援について知っていま

すか。（〇はひとつ） 

１ よく知っている          ２ 詳しくは知らないが、多少知っている ３ 知らない 

 

問 43 ひきこもり等の困難を抱える人への支援として、特に重要だと思う項目は何ですか。(○はいくつでも） 

１ 青少年相談センターや地域ユースプラザ等専門機関の周知 

２  区役所での専門相談の周知 

３ 相談できる身近な場所 

４ 相談できる身近な人 

５ 声をかけたり、気にかけている近隣の関係 

６ 家族以外の人と交流できる機会・場 

７ 居場所、フリースペース 

８ 社会参加につながる活動や体験 

９ 就労体験・訓練 

10 家族会、家族が集える機会・場 

11 ひきこもり等の困難を抱える人及びその家族への理解 

12 支援の推進や協力を行う団体・組織等の拡充 

13 その他（                                                           ） 

14 わからない 

15 特にない 

  

ひきこもり等の困難を抱える人の自立に向けた取組 

横浜市青少年相談センター（月曜日から金曜日 ８時 45分から 17時）では、厚生労働省「ひき
こもり地域支援センター」として、年齢にかかわらず、ひきこもりに関する一次的なご相談をお受け
しています。 
また、横浜市青少年相談センターのほか、地域ユースプラザ、若者サポートステーション、よこは

ま型若者自立塾では、無業やひきこもり等の困難を抱える若者等の自立に向けて、個別相談や居場所
の提供、社会体験、就労訓練等、本人の状態に応じた段階的支援に取り組んでいます。 
泉区役所では、第 2・第 4水曜日の 13時から 17時に、よこはま西部ユースプラザ地域連携相談

員（社会福祉士等）によるひきこもり等の困難を抱える若者等の専門相談を実施しています。 

 

～ひきこもり等の困難を抱える人～ 
 

自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態を「ひきこもり」と呼び、部屋から全く

出られない人もいれば、買物等には出かけられる人もいるなど、状態は様々です。 

ひきこもり等の状態が長く続くと、より多くの困難を抱え、自立に向けた支援も難しくなる傾向が

あるため、早期に適切な支援につなぐ取組や困難を抱えないようにする取組が求められています。 

 



 

 

あなた自身についておたずねします 
 

 

 

F１ あなたの性別をお答えください。（○はひとつ） 
 

１ 男性 ２ 女性              ３ その他 
  
F２ あなたの年齢をお答えください。 
  

令和元年７月１日現在 満         歳 
  
F３ あなたのお住まいの地域をお答えください。（○は１つ） 
 

１ 池の谷 18 和泉が丘二丁目 35 新橋町 52 中田南五丁目 

２ 和泉町 1～3499番 19 和泉が丘三丁目 36 中田町 53 西が岡一丁目 

３ 和泉町 3500～4999番 20 岡津町 1～2000番 37 中田北一丁目 54 西が岡二丁目 

４ 和泉町 5000～5999番 21 岡津町 2001番～ 38 中田北二丁目 55 西が岡三丁目 

５ 和泉町 6000番～ 22 桂坂 39 中田北三丁目 56 弥生台 

６ 和泉中央南一丁目 23 上飯田町 1～2000番 40 中田西一丁目 57 領家一丁目 

７ 和泉中央南二丁目 24 上飯田町2001～4000番 41 中田西二丁目 58 領家二丁目 

８ 和泉中央南三丁目 25 上飯田町 4001番～ 42 中田西三丁目 59 領家三丁目 

９ 和泉中央南四丁目 26 下飯田町 43 中田西四丁目 60 領家四丁目 

10 和泉中央南五丁目 27 下和泉一丁目 44 中田東一丁目 61 緑園一丁目 

11 和泉中央北一丁目 28 下和泉二丁目 45 中田東二丁目 62 緑園二丁目 

12 和泉中央北二丁目 29 下和泉三丁目 46 中田東三丁目 63 緑園三丁目 

13 和泉中央北三丁目 30 下和泉四丁目 47 中田東四丁目 64 緑園四丁目 

14 和泉中央北四丁目 31 下和泉五丁目 48 中田南一丁目 65 緑園五丁目 

15 和泉中央北五丁目 32 白百合一丁目 49 中田南二丁目 66 緑園六丁目 

16 和泉中央北六丁目 33 白百合二丁目 50 中田南三丁目 67 緑園七丁目 

17 和泉が丘一丁目 34 白百合三丁目 51 中田南四丁目  

 

F４ あなたの家族構成をお答えください。（○はひとつ） 
 

１ ひとり暮らし ３ 親と子（二世代） ５ その他 

２ 夫婦だけ ４ 親と子と孫（三世代）  

 

Ｆ５ 配偶者はいらっしゃいますか。（○はひとつ） 
 

１ なし（離婚・死別を含む） ２ あり 

 

Ｆ６ （Ｆ５で「２ あり」とお答えいただいた方）  

あなたと配偶者は、２人とも働いていますか。（○はひとつ） 
 

１ 働いている ２ 働いていない 

 

  



 

 

F７ 同居されている方で次に当てはまる方はいらっしゃいますか。（○はいくつでも） 
 

１ 乳幼児・未就学児 ３ 高校生・専門学校生・大学生 ５ 要介護など支援を要する人 

２ 小学生・中学生 ４ 65歳以上の高齢者 ６ １～５に当てはまる同居者はいない 
  
F８ あなたのお住まいの形態をお答えください。（○はひとつ） 
 

１ 持ち家（戸建て） ４ 賃貸物件（ＵＲ・公社等） ７ 住宅に間借り 

２ 持ち家(マンション・共同住宅等) ５ 賃貸物件（民間） ８ 会社等の独身寮・寄宿舎 

３ 賃貸物件（県営・市営） ６ 社宅・公務員住宅等 ９ その他 
  
F９ 現在のお住まいでの居住年数をお答えください。（○はひとつ） 
 

１ 0～4年 ４ 15～19年 ７ 30年以上 

２ 5～9年 ５ 20～24年  

３ 10～14年 ６ 25～29年  
  
F10 あなたの就労状況をお答えください。（○はひとつ） 
 

１ 自営業 ５ 専業主婦・専業主夫 

２ 正社員・正職員 ６ 学生 

３ 契約社員・委託社員・派遣社員・嘱託員等 ７ 就業していない 

４ パート・アルバイト等 ８ その他（                    ） 
   
F11 あなた（もしくはあなたのご家族の方）は自治会・町内会に加入していますか。（○はひとつ） 

   ※加入している方で、自治会・町内会名が分かる方は、自治会・町内会名をご記入ください。 
 

１ 加入している   （自治会・町内会名：                                     ）   

２ 加入していない 
  

 

お手数ですが同封の返信用封筒に入れ、７月16日（火）までにポストにご投函ください。 

ご協力いただき、ありがとうございました。 
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