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次期府中市地域福祉計画・福祉のまちづくり推進計画策定のために

実施した調査結果 クロス集計結果 
 

 

１ クロス集計の年齢構成 
 

全体では、18～39歳が 20.1％、40～64歳が 48.6％、65歳以上が 31.1％となって

いる。 

世帯構成別にみると、ひとり暮らしとその他は 40～64歳、配偶者とふたり暮らしは 65

歳以上が最も多くなっている。 

福祉６圏域別にみると、すべての圏域で 40〜64歳が最も多くなっている。 

文化センター圏域別にみると、押立文化センター圏域は 65 歳以上が最も多く、その他の

圏域では 40～64歳が最も多くなっている。 

 

図表 クロス集計の年齢構成 

（全体、性別、世帯構成別、福祉６圏域別、文化センター圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

18～39歳 40～64歳 65歳以上 無回答

全体 (n=1,380) 20.1 48.6 31.1 0.2

男性 (n=609) 18.6 52.7 28.7 0.0

女性 (n=747) 21.6 45.9 32.5 0.0

ひとり暮らし (n=194) 17.5 42.3 40.2 0.0

配偶者とふたり暮らし (n=345) 11.0 38.6 50.4 0.0

その他 (n=769) 25.4 54.2 20.4 0.0

第一地区 (n=288) 20.5 50.0 29.5 0.0

第二地区 (n=263) 18.3 45.6 36.1 0.0

第三地区 (n=229) 20.5 44.2 34.9 0.4

第四地区 (n=169) 23.1 49.7 27.2 0.0

第五地区 (n=171) 18.1 49.1 32.2 0.6

第六地区 (n=243) 20.6 53.9 25.5 0.0

中央文化センター圏域 (n=246) 26.4 44.3 28.9 0.4

白糸台文化センター圏域 (n=150) 18.7 50.0 31.3 0.0

西府文化センター圏域 (n=118) 28.8 48.4 22.0 0.8

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 10.5 53.5 36.0 0.0

新町文化センター圏域 (n=137) 16.8 43.8 39.4 0.0

住吉文化センター圏域 (n=141) 14.9 51.8 33.3 0.0

是政文化センター圏域 (n=108) 17.6 46.3 36.1 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 20.7 52.6 26.7 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 11.7 43.3 45.0 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 16.2 55.9 27.9 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 25.2 52.7 22.1 0.0
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圏域

福祉６圏域
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２ 自治会・町会等の有無：F９ 

  自治会・町会等に加入の有無：F９－１ 

  自治会・町会等に加入していない理由：Ｆ９－２（複数回答（３つまで）） 
 

自治会・町会等の有無は、全体では、「ある」が 76.9％、「ない」が 3.5％、「分からない」

が 19.2％となっている。 

性・年代別にみると、「ある」の割合は、男性も女性も年代が上がるにつれて高くなってお

り、男性の 65歳以上で 85.8％、女性の 65歳以上で 88.1％となっている。 

居住年数別にみると、居住年数が短いと「分からない」の割合が高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、「ある」の割合は、是政文化センター圏域で 92.6％、押立

文化センター圏域で 88.4％、武蔵台文化センター圏域で 86.1％と高くなっているが、中央

文化センター圏域では 67.1％と低くなっている。 

 

図表 自治会・町会等の有無（全体、性・年代別、居住年数別、文化センター圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

ある ない
分からな
い

無回答

全体 (n=1,380) 76.9 3.5 19.2 0.4

男性-18～39歳 (n=113) 59.2 2.7 38.1 0.0

男性-40～64歳 (n=321) 76.0 3.1 20.6 0.3

男性-65歳以上 (n=175) 85.8 5.1 8.0 1.1

女性-18～39歳 (n=161) 53.5 3.7 42.2 0.6

女性-40～64歳 (n=343) 81.4 2.3 16.3 0.0

女性-65歳以上 (n=243) 88.1 4.9 7.0 0.0

１年未満 (n=48) 37.5 6.3 56.2 0.0

１年以上３年未満 (n=72) 47.2 4.2 48.6 0.0

３年以上５年未満 (n=89) 59.5 3.4 37.1 0.0

５年以上10年未満 (n=123) 65.0 4.1 30.1 0.8

10年以上20年未満 (n=300) 77.7 3.3 19.0 0.0

20年以上30年未満 (n=236) 80.9 3.4 15.3 0.4

30年以上 (n=506) 88.9 3.2 7.9 0.0

中央文化センター圏域 (n=246) 67.1 4.9 27.6 0.4

白糸台文化センター圏域 (n=150) 72.0 5.3 22.7 0.0

西府文化センター圏域 (n=118) 70.4 2.5 27.1 0.0

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 86.1 2.3 11.6 0.0

新町文化センター圏域 (n=137) 77.4 5.1 17.5 0.0

住吉文化センター圏域 (n=141) 76.6 2.8 20.6 0.0

是政文化センター圏域 (n=108) 92.6 0.0 6.5 0.9

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 80.2 3.4 16.4 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 88.4 3.3 8.3 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 80.9 2.9 16.2 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 81.7 2.3 16.0 0.0
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自治会・町会等に加入していない理由は、全体では、「加入するきっかけがないから」

（35.6％）が最も多く、次いで「仕事や家事・育児・介護等で時間がないから」（25.5％）、

「地域のイベントなどの活動が大変そうだから」（22.2％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性の 18～39歳、男性の 40～64歳、女性の 40～64歳で「加

入するきっかけがないから」、女性の 18～39 歳で「仕事や家事・育児・介護等で時間がな

いから」、男性の 65歳以上、女性の 65歳以上で「その他」が最も多くなっている。 

文化センター圏域別にみると、「加入するきっかけがないから」の割合は、白糸台文化セン

ター圏域で 46.4％、中央文化センター圏域で 44.7％、武蔵台文化センター圏域で 42.9％、

住吉文化センター圏域で 41.7％と高くなっている。 
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図表 自治会・町会等に加入していない理由 

（全体、性・年代別、居住年数別、文化センター圏域別：複数回答（３つまで）） 

＜「加入していない」と答えた方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

人間関係
などの関
わりがわ
ずらわし
いから

地域のイ
ベントな
どの活動
が大変そ
うだから

仕事や家
事・育
児・介護
等で時間
がないか
ら

地域活動
に興味が
ないから

加入する
ことのメ
リットを
感じない
から

全体 (n=216) 18.1 22.2 25.5 4.2 19.0

男性-18～39歳 (n=25) 20.0 24.0 36.0 4.0 20.0

男性-40～64歳 (n=63) 19.0 17.5 23.8 1.6 25.4

男性-65歳以上 (n=18) 11.1 22.2 0.0 5.6 16.7

女性-18～39歳 (n=27) 11.1 25.9 55.6 3.7 11.1

女性-40～64歳 (n=55) 20.0 27.3 25.5 1.8 20.0

女性-65歳以上 (n=21) 23.8 19.0 4.8 19.0 9.5

中央文化センター圏域 (n=38) 26.3 26.3 34.2 2.6 5.3

白糸台文化センター圏域 (n=28) 10.7 14.3 25.0 3.6 17.9

西府文化センター圏域 (n=15) 0.0 26.7 46.7 0.0 20.0

武蔵台文化センター圏域 (n=14) 35.7 21.4 28.6 0.0 28.6

新町文化センター圏域 (n=16) 18.8 25.0 25.0 6.3 6.3

住吉文化センター圏域 (n=12) 16.7 25.0 8.3 0.0 25.0

是政文化センター圏域 (n=20) 15.0 15.0 10.0 0.0 15.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=21) 9.5 23.8 23.8 9.5 33.3

押立文化センター圏域 (n=6) 66.7 50.0 33.3 33.3 50.0

四谷文化センター圏域 (n=9) 11.1 22.2 22.2 0.0 33.3

片町文化センター圏域 (n=36) 16.7 19.4 19.4 5.6 19.4

どのよう
な活動を
している
のか分か
らないか
ら

加入する
きっかけ
がないか
ら

加入方法
が分から
ないから

その他 無回答

全体 (n=216) 15.3 35.6 16.2 21.8 2.3

男性-18～39歳 (n=25) 24.0 48.0 16.0 12.0 0.0

男性-40～64歳 (n=63) 12.7 39.7 20.6 19.0 1.6

男性-65歳以上 (n=18) 22.2 22.2 16.7 27.8 5.6

女性-18～39歳 (n=27) 22.2 33.3 14.8 18.5 0.0

女性-40～64歳 (n=55) 9.1 36.4 18.2 21.8 0.0

女性-65歳以上 (n=21) 19.0 33.3 4.8 42.9 4.8

中央文化センター圏域 (n=38) 10.5 44.7 18.4 15.8 0.0

白糸台文化センター圏域 (n=28) 25.0 46.4 17.9 21.4 0.0

西府文化センター圏域 (n=15) 20.0 13.3 6.7 20.0 6.7

武蔵台文化センター圏域 (n=14) 28.6 42.9 14.3 14.3 0.0

新町文化センター圏域 (n=16) 12.5 18.8 25.0 6.3 12.5

住吉文化センター圏域 (n=12) 25.0 41.7 16.7 25.0 0.0

是政文化センター圏域 (n=20) 5.0 30.0 5.0 50.0 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=21) 14.3 28.6 9.5 28.6 0.0

押立文化センター圏域 (n=6) 16.7 33.3 16.7 16.7 0.0

四谷文化センター圏域 (n=9) 11.1 33.3 11.1 33.3 0.0

片町文化センター圏域 (n=36) 11.1 38.9 25.0 16.7 5.6

文化
センター

圏域

文化
センター

圏域

性・年代

性・年代
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３ 近所づきあいの必要性：問１ 
 

全体では、「必要だと思う」が 40.0％、「どちらかといえば必要だと思う」が 48.5％とな

っている。 

性・年代別にみると、男性も女性も年代があがるにつれて、「必要だと思う」の割合が高く

なっており、男性の 65歳以上で 56.6％、女性の 65歳以上で 50.3％となっている。 

文化センター圏域別にみると、「必要だと思う」の割合は、押立文化センター圏域で

61.7％と高くなっているが、中央文化センター圏域で 29.7％と低くなっている。 

 

図表 近所づきあいの必要性（全体、性・年代別、居住年数別、文化センター圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

必要だと
思う

どちらか
といえば
必要だと
思う

どちらか
といえば
必要だと
思わない

必要だと
思わない

分からな
い

無回答

全体 (n=1,380) 40.0 48.5 5.1 2.1 3.6 0.7

男性-18～39歳 (n=113) 23.9 58.4 6.2 8.0 3.5 0.0

男性-40～64歳 (n=321) 40.8 46.5 6.2 2.2 4.0 0.3

男性-65歳以上 (n=175) 56.6 36.0 3.4 1.1 0.6 2.3

女性-18～39歳 (n=161) 24.2 62.9 6.8 1.2 4.3 0.6

女性-40～64歳 (n=343) 35.6 53.4 5.2 2.0 3.8 0.0

女性-65歳以上 (n=243) 50.3 39.5 3.3 0.8 4.9 1.2

中央文化センター圏域 (n=246) 29.7 57.6 4.5 3.3 4.5 0.4

白糸台文化センター圏域 (n=150) 36.0 50.0 7.3 3.3 2.7 0.7

西府文化センター圏域 (n=118) 35.6 50.1 10.2 0.8 2.5 0.8

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 48.8 44.2 1.2 2.3 2.3 1.2

新町文化センター圏域 (n=137) 40.9 46.0 3.6 0.7 7.3 1.5

住吉文化センター圏域 (n=141) 45.4 41.1 5.7 2.8 5.0 0.0

是政文化センター圏域 (n=108) 45.4 48.9 1.9 1.9 1.9 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 44.8 45.8 4.3 1.7 3.4 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 61.7 33.3 3.3 0.0 1.7 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 38.2 54.5 4.4 0.0 2.9 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 38.9 48.1 7.6 2.3 2.3 0.8

文化
センター

圏域

性・年代
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４ 近所づきあいの現状：問２ 

 近所づきあいをしない理由：問２－１（複数回答（３つまで）） 
 

近所づきあいの現状は、全体では、「個人的なことを相談し合える人がいる」と回答した人

は 9.3％と少なく、「さしさわりのないことなら、話せる人がいる」が 33.5％、「道で会え

ば、あいさつをする程度の人ならいる」が 43.5％で多くなっている。 

性・年代別にみると、「個人的なことを相談し合える人がいる」は、年代が上がるにつれて

高くなっており、男性の 65 歳以上で 9.7％、女性の 65 歳以上で 16.0％となっている。

また、「さしさわりのないことなら、話せる人がいる」も、年代が上がるにつれて高くなって

おり、男性の 65歳以上で 44.0％、女性の 65歳以上で 50.3％となっている。 

世帯構成別にみると、ひとり暮らしの人は「全く交流はなく、近隣に住む人を知らない」

が 24.2％と高くなっている。 

住居形態別にみると、民間賃貸住宅（集合住宅）で「全く交流はなく、近隣に住む人を知

らない」が 23.3％と高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、「全く交流はなく、近隣に住む人を知らない」が中央文化セ

ンター圏域で 12.2％と高くなっている。 

 

図表 近所づきあいの現状（全体、性・年代別、世帯構成別、住居形態別、文化センター圏域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

個人的な
ことを相
談し合え
る人がい
る

さしさわ
りのない
ことな
ら、話せ
る人がい
る

道で会え
ば、あい
さつをす
る程度の
人ならい
る

あいさつ
や会話は
ないが、
顔を見れ
ば近隣の
人だと分
かる人が
いる

全く交流
はなく、
近隣に住
む人を知
らない

無回答

全体 (n=1,380) 9.3 33.5 43.5 5.9 7.0 0.8

男性-18～39歳 (n=113) 2.7 18.6 46.0 17.7 15.0 0.0

男性-40～64歳 (n=321) 5.0 24.6 56.1 5.6 8.1 0.6

男性-65歳以上 (n=175) 9.7 44.0 38.3 4.6 1.7 1.7

女性-18～39歳 (n=161) 5.6 18.6 51.6 8.7 15.5 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 12.8 36.7 41.7 3.5 4.7 0.6

女性-65歳以上 (n=243) 16.0 50.3 25.5 3.7 3.3 1.2

ひとり暮らし (n=194) 6.2 25.3 36.6 7.2 24.2 0.5

配偶者とふたり暮らし (n=345) 9.6 34.2 42.0 7.5 5.8 0.9

その他 (n=769) 10.3 35.4 45.4 4.8 3.6 0.5

持ち家の一戸建て (n=649) 11.1 41.6 41.9 3.4 1.2 0.8

持ち家の集合住宅 (n=344) 11.3 30.2 48.3 5.5 4.1 0.6

民間賃貸住宅（一戸建て） (n=12) 0.0 58.3 25.0 0.0 16.7 0.0

民間賃貸住宅（集合住宅） (n=266) 3.8 15.4 45.5 12.0 23.3 0.0

公的賃貸住宅（市営住宅など） (n=56) 10.7 41.0 39.3 5.4 1.8 1.8

社宅・公務員住宅など (n=29) 0.0 38.0 37.9 10.3 13.8 0.0

その他 (n=13) 7.7 23.1 46.1 0.0 23.1 0.0

中央文化センター圏域 (n=246) 6.9 25.6 49.6 5.7 12.2 0.0

白糸台文化センター圏域 (n=150) 12.0 32.7 40.6 8.7 6.0 0.0

西府文化センター圏域 (n=118) 6.8 28.8 49.2 5.9 8.5 0.8

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 7.0 50.0 36.0 1.2 3.5 2.3

新町文化センター圏域 (n=137) 8.8 40.1 42.3 4.4 2.2 2.2

住吉文化センター圏域 (n=141) 12.8 34.8 39.6 6.4 5.7 0.7

是政文化センター圏域 (n=108) 13.0 38.0 41.6 4.6 2.8 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 12.9 29.3 44.9 6.9 6.0 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 8.3 36.7 41.7 5.0 8.3 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 10.3 42.6 36.8 2.9 5.9 1.5

片町文化センター圏域 (n=131) 6.9 27.5 48.0 9.2 8.4 0.0

世帯構成

住居形態

文化
センター

圏域

性・年代
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近所づきあいをしない理由は、全体では、「普段つきあう機会がないから」（70.6％）が最

も多く、次いで「知り合う機会がないから」（53.7％）、「仕事や家事・育児等で忙しく時間

がないから」（22.0％）と続いている。 

性・年代別にみると、すべての年代で「普段つきあう機会がないから」と「知り合う機会

がないから」が上位２位となっている。また、男性はすべての年代で「あまり関わりを持ち

たくないから」が第３位となっており、男性の 18～39歳は「同世代の人が近くにいないか

ら」、男性の 40～64歳は「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないから」、男性の 65歳以

上は気の合う人・話の合う人が近くにいないから」も同率で第３位となっている。女性の 18

～39歳と女性の 40～64歳は「仕事や家事・育児等で忙しく時間がないから」、女性の 65

歳以上は「引っ越してきて間もないから」が第３位となっている。 

 

図表 近所づきあいをしない理由（全体、性・年代別：複数回答（３つまで）） 

＜「あいさつや会話はないが、顔を見れば近隣の人だと分かる人がいる」、 

「全く交流はなく、近隣に住む人を知らない」と答えた方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

普段つき
あう機会
がないか
ら

仕事や家
事・育児
等で忙し
く時間が
ないから

同世代の
人が近く
にいない
から

引っ越し
てきて間
もないか
ら

気の合う
人・話の
合う人が
近くにい
ないから

全体 (n=177) 70.6 22.0 11.3 12.4 5.1

男性-18～39歳 (n=37) 78.4 16.2 18.9 2.7 5.4

男性-40～64歳 (n=44) 61.4 20.5 2.3 6.8 6.8

男性-65歳以上 (n=11) 81.8 0.0 0.0 0.0 18.2

女性-18～39歳 (n=39) 69.2 30.8 15.4 17.9 0.0

女性-40～64歳 (n=28) 82.1 39.3 7.1 14.3 0.0

女性-65歳以上 (n=17) 52.9 5.9 23.5 41.2 11.8

あまり関
わりを持
ちたくな
いから

知り合う
機会がな
いから

その他 無回答

全体 (n=177) 17.5 53.7 3.4 2.8

男性-18～39歳 (n=37) 18.9 56.8 5.4 0.0

男性-40～64歳 (n=44) 25.0 52.3 4.5 2.3

男性-65歳以上 (n=11) 18.2 45.5 0.0 0.0

女性-18～39歳 (n=39) 12.8 56.4 2.6 2.6

女性-40～64歳 (n=28) 14.3 50.0 3.6 3.6

女性-65歳以上 (n=17) 11.8 52.9 0.0 11.8

性・年代

性・年代
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５ 今後の近所づきあいについて：問３ 
 

全体では、「今よりも積極的につきあいたい」が 10.7％、「現状程度のつきあいでよい」

が 81.4％と多くなっている。 

性・年代別にみると、男性も女性もすべての年代で「現状程度のつきあいでよい」が最も

多く、年代が上がるにつれて割合が高くなっており、男性の 65 歳以上で 85.7％、女性の

65歳以上で 87.7％となっている。 

近隣との付き合いの程度別にみると、個人的なことを話し合える人がいる人は「今よりも

積極的につきあいたい」が 18.6％と高くなっている。また、全く交流はなく、近隣に住む

人を知らない人は「分からない」が 29.2％と高くなっている。 

 
図表 今後の近所づきあいについて（全体、性・年代別、近隣との付き合いの程度別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）
今よりも
積極的に
つきあい
たい

現状程度
のつきあ
いでよい

今よりも
つきあい
を減らし
たい

今後もつ
きあいは
したくな
い

分からな
い

無回答

全体 (n=1,380) 10.7 81.4 0.7 1.9 4.3 1.0

男性-18～39歳 (n=113) 12.4 75.2 0.0 5.3 6.2 0.9

男性-40～64歳 (n=321) 10.9 78.9 0.6 2.5 6.2 0.9

男性-65歳以上 (n=175) 9.7 85.7 0.6 0.0 2.3 1.7

女性-18～39歳 (n=161) 10.6 79.5 0.0 3.1 6.8 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 12.0 81.3 1.2 1.7 3.2 0.6

女性-65歳以上 (n=243) 7.4 87.7 0.4 0.4 2.9 1.2

個人的なことを相談し合える人
がいる

(n=129) 18.6 80.6 0.0 0.0 0.8 0.0

さしさわりのないことなら、話
せる人がいる

(n=462) 10.8 87.3 0.6 0.0 0.4 0.9

道で会えば、あいさつをする程
度の人ならいる

(n=601) 9.5 84.0 1.0 1.5 3.3 0.7

あいさつや会話はないが、顔を
見れば近隣の人だと分かる人が
いる

(n=81) 8.6 76.6 0.0 3.7 11.1 0.0

全く交流はなく、近隣に住む人
を知らない

(n=96) 10.4 43.7 0.0 14.6 29.2 2.1

性・年代

近隣との
つきあい
の程度
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６ 手助けできること：問４（ア）（複数回答） 

 手助けしている又はしたこと：問４（イ）（複数回答） 

 手助けしてほしいこと：問４（ウ）（複数回答） 
 

手助けできることは、全体では、「日常の見守りや声かけ」（61.0％）が最も多く、次いで

「災害時など非常時の安否確認や避難の手助け」（52.3％）、「話し相手になること」

（37.0％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性は 18～39 歳と 40～64 歳で「災害時など非常時の安否確認

や避難の手助け」が最も多く、18～39歳で 64.6％、40～64歳で 64.2％となっている。

65歳以上は「日常の見守りや声かけ」が最も多く 57.1％となっている。女性はすべての年

代で「日常の見守りや声かけ」が最も多く、特に 40～64 歳で 74.6％と高くなっている。 

 
図表 手助けできること（全体、性・年代別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

日常の見
守りや声
かけ

話し相手
になるこ
と

悩みご
と、心配
ごとの相
談にのる
こと

ちょっと
した家事
（買い
物、ごみ
出しな
ど）

掃除、洗
濯、食事
の用意の
手伝い

短時間の
子どもの
預かり

全体 (n=1,380) 61.0 37.0 20.9 23.8 7.5 12.9

男性-18～39歳 (n=113) 50.4 30.1 23.0 18.6 10.6 21.2

男性-40～64歳 (n=321) 59.5 33.3 17.8 14.6 3.4 9.0

男性-65歳以上 (n=175) 57.1 31.4 18.3 17.1 4.6 8.6

女性-18～39歳 (n=161) 62.7 45.3 29.8 25.5 12.4 19.9

女性-40～64歳 (n=343) 74.6 42.9 25.9 34.7 8.2 14.9

女性-65歳以上 (n=243) 52.7 36.2 13.2 26.7 9.5 10.3

保育園・
幼稚園な
どの送迎

外出や通
院時の付
き添い

病気のと
きの看病

災害時な
ど非常時
の安否確
認や避難
の手助け

無回答

全体 (n=1,380) 9.3 9.5 4.4 52.3 19.6

男性-18～39歳 (n=113) 13.3 12.4 7.1 64.6 16.8

男性-40～64歳 (n=321) 5.9 6.2 2.5 64.2 15.6

男性-65歳以上 (n=175) 9.7 8.0 2.3 45.1 26.3

女性-18～39歳 (n=161) 13.7 11.8 9.3 59.0 14.3

女性-40～64歳 (n=343) 10.8 10.2 4.1 58.9 11.1

女性-65歳以上 (n=243) 7.4 11.1 4.5 25.1 34.6

性・年代

性・年代
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手助けしている又はしたことは、全体では、「日常の見守りや声かけ」（19.1％）が最も多

く、次いで「話し相手になること」（14.9％）、「悩みごと、心配ごとの相談にのること」

（6.5％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性はすべての年代で「日常の見守りや声かけ」が最も多く、年代

が上がるにつれて割合が高くなっている。女性もすべての年代で「日常の見守りや声かけ」

が最も多く、40～64歳で 23.6％、65歳以上で 23.5％と高くなっている。18～39歳は

「話し相手になること」も最も多くなっている。 

 

図表 手助けしている又はしたこと（全体、性・年代別：複数回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

日常の見
守りや声
かけ

話し相手
になるこ
と

悩みご
と、心配
ごとの相
談にのる
こと

ちょっと
した家事
（買い
物、ごみ
出しな
ど）

掃除、洗
濯、食事
の用意の
手伝い

短時間の
子どもの
預かり

全体 (n=1,380) 19.1 14.9 6.5 3.8 2.0 4.7

男性-18～39歳 (n=113) 14.2 8.0 3.5 0.9 0.9 1.8

男性-40～64歳 (n=321) 15.3 9.0 4.4 3.7 0.9 3.7

男性-65歳以上 (n=175) 20.6 16.0 6.9 3.4 1.1 4.6

女性-18～39歳 (n=161) 13.7 13.7 6.8 2.5 3.1 5.0

女性-40～64歳 (n=343) 23.6 18.1 7.9 3.5 1.7 7.3

女性-65歳以上 (n=243) 23.5 22.2 8.6 6.6 4.1 4.1

保育園・
幼稚園な
どの送迎

外出や通
院時の付
き添い

病気のと
きの看病

災害時な
ど非常時
の安否確
認や避難
の手助け

無回答

全体 (n=1,380) 3.0 2.2 1.0 5.0 70.9

男性-18～39歳 (n=113) 0.0 0.0 0.0 5.3 80.5

男性-40～64歳 (n=321) 2.2 0.6 0.3 6.2 76.3

男性-65歳以上 (n=175) 5.7 3.4 2.9 7.4 68.0

女性-18～39歳 (n=161) 0.0 1.2 1.2 3.1 75.2

女性-40～64歳 (n=343) 4.7 2.3 0.6 3.8 65.6

女性-65歳以上 (n=243) 3.7 5.3 1.6 4.5 65.0

性・年代

性・年代
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手助けしてほしいことは、全体では、「災害時など非常時の安否確認や避難の手助け」

（34.5％）が最も多く、次いで「日常の見守りや声かけ」（19.6％）、「話し相手になること」

（8.7％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性も女性もすべての年代で「災害時など非常時の安否確認や避難

の手助け」が最も多く、年代が下がるにつれて割合が高くなっている。次いで、男性も女性

もすべての年代で「日常の見守りや声かけ」が２位となっており、１位と同様に年代が下が

るにつれて割合が高くなっている。 

 

図表 手助けしてほしいこと（全体、性・年代別：複数回答）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

日常の見
守りや声
かけ

話し相手
になるこ
と

悩みご
と、心配
ごとの相
談にのる
こと

ちょっと
した家事
（買い
物、ごみ
出しな
ど）

掃除、洗
濯、食事
の用意の
手伝い

短時間の
子どもの
預かり

全体 (n=1,380) 19.6 8.7 6.6 5.8 3.5 6.4

男性-18～39歳 (n=113) 23.0 13.3 13.3 7.1 4.4 15.0

男性-40～64歳 (n=321) 13.1 4.7 3.4 5.0 2.5 3.4

男性-65歳以上 (n=175) 20.0 6.9 4.6 5.7 3.4 0.6

女性-18～39歳 (n=161) 28.6 16.8 14.9 7.5 5.6 21.1

女性-40～64歳 (n=343) 21.0 8.2 7.0 4.7 3.8 6.7

女性-65歳以上 (n=243) 18.9 9.1 3.3 6.6 2.9 0.8

保育園・
幼稚園な
どの送迎

外出や通
院時の付
き添い

病気のと
きの看病

災害時な
ど非常時
の安否確
認や避難
の手助け

無回答

全体 (n=1,380) 3.8 3.0 3.8 34.5 53.0

男性-18～39歳 (n=113) 10.6 5.3 6.2 43.4 36.3

男性-40～64歳 (n=321) 1.2 0.6 2.8 30.5 60.7

男性-65歳以上 (n=175) 0.6 2.9 5.1 24.0 64.0

女性-18～39歳 (n=161) 13.0 6.2 6.2 52.2 29.2

女性-40～64歳 (n=343) 3.8 3.8 2.3 35.3 52.8

女性-65歳以上 (n=243) 0.8 2.5 3.3 31.3 56.8

性・年代

性・年代
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７ 取り組んでいる地域での活動：問５（複数回答） 

 活動していない理由：問５－２（複数回答（３つまで）） 
 

取り組んでいる地域での活動は、全体では、「地域のお祭りや運動会などのレクリエーショ

ン活動、地域の伝統や文化を伝える活動」（10.4％）が最も多く、次いで「防災訓練や自主

防災組織への参加など災害時に備えるための活動」（7.3％）、「地域の環境美化、環境保全・

自然保護などの活動」（5.1％）と続いている。「取り組んでいるものはない」は 71.1％とな

っている。 

性・年代別にみると、男性の 65 歳以上で「地域の環境美化、環境保全・自然保護などの

活動」が 13.1％で全体を５ポイント以上、「防災訓練や自主防災組織への参加など災害時に

備えるための活動」が 17.7％で全体を 10.0ポイント以上上回っている。「取り組んでいる

ものはない」は、男性の 40～64 歳が 79.4％で全体を５.0 ポイント以上、18～39 歳が

81.4％で全体 10.0ポイント以上、女性の 18～39歳が 88.2％で全体を 15.0ポイント以

上上回っている。 

文化センター圏域別にみると、是政文化センター圏域で「地域の環境美化、環境保全・自

然保護などの活動」が 10.2％と全体を 5.0ポイント以上上回っている。 
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図表 取り組んでいる地域での活動（全体、性・年代別、文化センター圏域別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

子育て世
帯や児
童、青少
年を支援
する活動

高齢者を
支援する
活動

障害等の
ある方を
支援する
活動

交通安全
や防犯な
ど地域の
安全を守
る活動

非行や犯
罪をした
人を支援
する活動

地域の環
境美化、
環境保
全・自然
保護など
の活動

国際交流
に関する
活動

全体 (n=1,380) 3.5 2.3 1.5 3.6 0.2 5.1 0.9

男性-18～39歳 (n=113) 2.7 0.9 1.8 1.8 0.0 2.7 0.0

男性-40～64歳 (n=321) 3.4 1.2 1.2 2.5 0.0 2.5 0.0

男性-65歳以上 (n=175) 5.7 3.4 0.0 8.6 1.7 13.1 1.7

女性-18～39歳 (n=161) 1.2 0.6 1.2 1.2 0.0 1.9 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 3.5 1.2 1.7 5.0 0.0 3.5 2.0

女性-65歳以上 (n=243) 3.7 6.2 2.9 2.5 0.0 9.1 0.8

中央文化センター圏域 (n=246) 3.3 2.0 2.4 2.8 0.4 5.3 0.8

白糸台文化センター圏域 (n=150) 3.3 0.7 0.7 3.3 0.0 4.7 2.0

西府文化センター圏域 (n=118) 1.7 1.7 0.8 1.7 0.0 4.2 0.0

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 4.7 1.2 1.2 5.8 0.0 2.3 1.2

新町文化センター圏域 (n=137) 5.8 5.1 1.5 4.4 0.0 5.1 2.2

住吉文化センター圏域 (n=141) 5.0 2.1 2.1 2.8 0.7 5.7 0.0

是政文化センター圏域 (n=108) 2.8 2.8 2.8 5.6 0.9 10.2 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 5.2 1.7 0.0 5.2 0.0 4.3 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 3.3 5.0 1.7 3.3 0.0 3.3 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 2.9 2.9 1.5 1.5 0.0 7.4 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 0.8 2.3 1.5 4.6 0.0 4.6 2.3

防災訓練
や自主防
災組織へ
の参加な
ど災害時
に備える
ための活
動

介護予防
運動など
健康・保
健のため
の活動

地域のお
祭りや運
動会など
のレクリ
エーショ
ン活動、
地域の伝
統や文化
を伝える
活動

自分の技
術や経
験、学ん
だことを
地域にい
かす活動

取り組ん
でいるも
のはない

その他 無回答

全体 (n=1,380) 7.3 2.1 10.4 3.3 71.1 1.3 6.6

男性-18～39歳 (n=113) 2.7 1.8 7.1 0.9 81.4 1.8 3.5

男性-40～64歳 (n=321) 5.3 0.0 11.5 3.1 79.4 1.2 2.2

男性-65歳以上 (n=175) 17.7 2.9 13.1 4.0 56.0 0.6 12.6

女性-18～39歳 (n=161) 1.9 0.6 4.3 1.2 88.2 0.0 0.6

女性-40～64歳 (n=343) 5.5 0.3 11.4 1.5 72.0 1.2 5.2

女性-65歳以上 (n=243) 11.1 8.2 11.9 8.2 54.3 2.9 13.6

中央文化センター圏域 (n=246) 5.3 2.0 11.4 4.5 72.0 0.8 6.1

白糸台文化センター圏域 (n=150) 6.7 1.3 12.0 2.0 73.3 1.3 6.0

西府文化センター圏域 (n=118) 5.9 2.5 11.0 2.5 77.1 0.8 5.1

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 14.0 1.2 11.6 2.3 72.1 2.3 5.8

新町文化センター圏域 (n=137) 8.0 1.5 10.2 3.6 70.1 0.7 6.6

住吉文化センター圏域 (n=141) 7.8 3.5 9.9 5.0 66.7 2.1 7.8

是政文化センター圏域 (n=108) 9.3 3.7 10.2 3.7 60.2 1.9 9.3

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 7.8 1.7 9.5 4.3 75.9 0.9 6.0

押立文化センター圏域 (n=60) 13.3 3.3 11.7 1.7 66.7 1.7 6.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 10.3 1.5 13.2 1.5 67.6 1.5 10.3

片町文化センター圏域 (n=131) 2.3 1.5 6.1 2.3 73.3 1.5 4.6

性・年代

文化
センター
圏域

文化
センター
圏域

性・年代
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活動していない理由は、全体では、「仕事や勉強・家事等で時間がないから」（52.4％）が

最も多く、次いで「きっかけがないから」（31.8％）、「活動に関する情報がないから」

（17.1％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性は 18～39 歳と 40～64 歳で「仕事や勉強・家事等で時間が

ないから」が最も多く、６割を超えて高くなっている。65歳以上は「きっかけがないから」

が 34.7％で最も多くなっている。女性は 18～39歳、40～64歳で「仕事や勉強・家事等

で時間がないから」が最も多く、６割を超えて高くなっている。65 歳以上は「きっかけが

ないから」と「体調がすぐれないから」が 26.5％と同率で最も多くなっている。 

 

図表 活動していない理由（全体、性・年代別：複数回答（３つまで）） 

＜「取り組んでいるものはない」と答えた方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

興味のあ
る活動が
ないから

活動に関
する情報
がないか
ら

経済的負
担が大き
いから

メリット
を感じな
いから

きっかけ
がないか
ら

仕事や勉
強・家事
等で時間
がないか
ら

体調がす
ぐれない
から

全体 (n=981) 5.4 17.1 3.1 2.0 31.8 52.4 11.1

男性-18～39歳 (n=92) 8.7 16.3 4.3 13.0 32.6 64.1 4.3

男性-40～64歳 (n=255) 5.1 17.3 2.4 2.0 32.9 53.7 4.3

男性-65歳以上 (n=98) 3.1 22.4 1.0 1.0 34.7 28.6 23.5

女性-18～39歳 (n=142) 9.2 14.8 2.8 1.4 33.8 66.2 4.2

女性-40～64歳 (n=247) 3.6 20.2 4.5 0.0 31.6 65.6 10.9

女性-65歳以上 (n=132) 4.5 9.8 1.5 0.0 26.5 21.2 26.5

一緒に活
動する仲
間がいな
いから

人間関係
等がわず
らわしい
から

参加方法
が分から
ないから

特にない その他 無回答

全体 (n=981) 9.1 9.4 16.0 9.7 4.7 0.4

男性-18～39歳 (n=92) 12.0 10.9 14.1 7.6 3.3 0.0

男性-40～64歳 (n=255) 9.0 11.8 16.5 12.2 2.0 1.2

男性-65歳以上 (n=98) 8.2 3.1 18.4 10.2 8.2 0.0

女性-18～39歳 (n=142) 9.2 5.6 21.8 5.6 2.1 0.0

女性-40～64歳 (n=247) 8.1 10.9 16.2 6.1 2.4 0.4

女性-65歳以上 (n=132) 10.6 9.8 8.3 15.9 15.9 0.0

性・年代

性・年代
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８ ボランティア活動に活動・参加できる条件：問６（複数回答（３つまで）） 
 

全体では、「活動時間や曜日を選べる」（33.7％）が最も多く、次いで「気軽に参加できる」

（33.6％）、「身近なところで活動できる」（31.7％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性はすべての年代で「気軽に参加できる」が最も多くなっている。

女性は 18～39歳で「気軽に参加できる」、40～64歳で「活動時間や曜日を選べる」、65

歳以上で「身近なところで活動できる」が最も多くなっている。 

地域活動・ボランティア活動の取組状況別にみると、取り組んでいる人は「活動時間や曜

日を選べる」が最も多く、取り組んでいない人は「気軽に参加できる」が最も多くなってい

る。また、「特にない」は、取り組んでいる人は 3.9％と低くなっているが、取り組んでいな

い人は、20.9％と高くなっている。 

 

図表 ボランティア活動に活動・参加できる条件 

（全体、性・年代別、地域活動・ボランティアの活動の取組状況：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

活動情報
の提供が
ある

友人等と
一緒に参
加できる

身近なと
ころで活
動できる

活動時間
や曜日を
選べる

気軽に参
加できる

適切な指
導者や
リーダー
がいる

特技や知
識がいか
せる

身体的な
負担が少
ない

全体 (n=1,380) 15.8 9.6 31.7 33.7 33.6 11.2 12.0 18.2

男性-18～39歳 (n=113) 12.4 13.3 29.2 21.2 30.1 8.8 16.8 11.5

男性-40～64歳 (n=321) 18.7 5.3 31.2 34.9 36.4 11.2 12.5 13.4

男性-65歳以上 (n=175) 20.0 6.3 29.1 21.1 30.3 10.3 13.1 21.7

女性-18～39歳 (n=161) 13.0 17.4 32.3 37.3 44.7 8.7 5.0 14.3

女性-40～64歳 (n=343) 16.9 11.4 34.4 47.2 37.6 13.4 14.0 22.2

女性-65歳以上 (n=243) 11.5 7.4 31.7 27.2 21.8 11.9 9.9 22.2

取り組んでいる (n=308) 19.5 15.6 42.5 46.1 36.7 17.9 20.1 22.1

取り組んでいない (n=981) 15.3 8.2 30.0 31.8 34.4 9.3 10.2 17.1

活動経費
が支給さ
れる

謝礼が出
る

家事・育
児・介護
への支援
がある

就労先の
理解や協
力が得ら
れる

特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 10.2 8.3 3.3 8.1 16.7 2.9 5.6

男性-18～39歳 (n=113) 23.0 23.0 4.4 12.4 16.8 0.0 2.7

男性-40～64歳 (n=321) 11.2 8.7 1.6 14.0 18.1 2.5 2.8

男性-65歳以上 (n=175) 4.6 2.3 0.0 1.1 23.4 2.9 9.7

女性-18～39歳 (n=161) 16.1 18.6 15.5 8.7 11.2 0.6 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 9.9 7.3 2.9 10.5 10.8 2.3 3.5

女性-65歳以上 (n=243) 4.1 0.4 0.0 0.4 21.4 7.0 12.8

取り組んでいる (n=308) 11.7 8.8 1.9 4.9 3.9 4.2 4.9

取り組んでいない (n=981) 10.2 8.6 4.0 9.4 20.9 2.2 2.8

地域活動・
ボランティ
ア活動の
取組状況

性・年代

性・年代

地域活動・
ボランティ
ア活動の
取組状況
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９ 活動の拠点としている施設：問７（複数回答） 
 

全体では、「文化センター」（15.8％）が最も多く、次いで「図書館」（14.9％）、「生涯学

習センター」（8.4％）と続いている。「特にない」は 48.1％となっている。 

性・年代別にみると、女性は 18～39 歳で「市民会館「ルミエール府中」」と「図書館」、

40～64 歳で「小学校・中学校」が全体を 5.0 ポイント以上上回っている。「特にない」の

割合は、男性の 18～39歳と 40～64歳、女性の 18～39歳以上で５割を超えて高くなっ

ている。 

文化センター圏域別にみると、「文化センター」の割合は、武蔵台文化センター圏域で

30.2％とすべての圏域で最も高く、中央文化センター圏域で 4.9％と最も低くなっている。

また、中央文化センター圏域で「市民会館「ルミエール府中」」、新町文化センター圏域と紅

葉丘文化センター圏域で「生涯学習センター」、押立文化センター圏域で「民間の施設」が全

体を 5.0 ポイント以上上回っている。「特にない」の割合は、武蔵台文化センター圏域で

39.5％と最も低く、白糸台文化センター圏域で 59.3％と最も高くなっている。 
 

図表 活動の拠点としている施設（全体、性・年代別、文化センター圏域別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

文化セン
ター

市民会館
「ルミ
エール府
中」

市民活動
センター
「プラッ
ツ」

ふれあい
会館

生涯学習
センター

教育セン
ター

国際交流
サロン

全体 (n=1,380) 15.8 6.7 3.9 0.9 8.4 0.4 0.3

男性-18～39歳 (n=113) 9.7 8.8 4.4 0.0 9.7 0.9 0.0

男性-40～64歳 (n=321) 14.0 7.2 3.7 0.9 9.3 0.6 0.0

男性-65歳以上 (n=175) 20.0 4.6 2.3 0.6 6.9 0.0 0.6

女性-18～39歳 (n=161) 15.5 12.4 1.9 0.6 7.5 0.0 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 15.5 5.5 4.7 1.2 8.7 0.3 0.6

女性-65歳以上 (n=243) 19.8 4.9 5.8 1.6 8.2 0.4 0.4

中央文化センター圏域 (n=246) 4.9 13.0 7.3 1.2 11.0 0.4 0.4

白糸台文化センター圏域 (n=150) 12.0 6.0 2.0 0.7 4.7 0.0 1.3

西府文化センター圏域 (n=118) 22.9 5.1 5.1 0.0 5.9 0.0 0.0

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 30.2 3.5 1.2 1.2 3.5 1.2 0.0

新町文化センター圏域 (n=137) 16.1 7.3 3.6 2.2 13.9 0.7 0.7

住吉文化センター圏域 (n=141) 19.1 3.5 2.1 1.4 6.4 0.0 0.0

是政文化センター圏域 (n=108) 18.5 3.7 4.6 0.9 9.3 0.9 0.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 19.0 3.4 1.7 0.0 14.7 0.0 0.0

押立文化センター圏域 (n=60) 23.3 6.7 5.0 1.7 13.3 1.7 0.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 19.1 7.4 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 10.7 6.1 3.8 0.8 3.8 0.0 0.0

図書館
小学校・
中学校

民間の施
設

個人宅 特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 14.9 6.4 1.7 4.6 48.1 5.6 9.6

男性-18～39歳 (n=113) 16.8 1.8 0.0 8.8 54.9 5.3 5.3

男性-40～64歳 (n=321) 12.1 6.5 0.9 5.3 53.3 5.6 5.6

男性-65歳以上 (n=175) 12.0 3.4 1.1 2.9 40.6 5.1 19.4

女性-18～39歳 (n=161) 19.9 6.8 1.2 9.3 54.0 4.3 2.5

女性-40～64歳 (n=343) 18.4 12.0 1.2 2.6 47.8 4.7 6.4

女性-65歳以上 (n=243) 11.9 2.5 4.9 3.3 39.5 8.2 16.9

中央文化センター圏域 (n=246) 17.9 5.7 0.8 6.5 44.7 8.5 6.5

白糸台文化センター圏域 (n=150) 14.0 4.7 1.3 4.7 59.3 5.3 8.0

西府文化センター圏域 (n=118) 15.3 8.5 1.7 0.8 50.0 3.4 5.9

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 18.6 7.0 1.2 1.2 39.5 8.1 9.3

新町文化センター圏域 (n=137) 12.4 5.1 2.2 5.1 43.8 4.4 13.1

住吉文化センター圏域 (n=141) 12.1 6.4 2.1 2.8 48.2 5.7 12.1

是政文化センター圏域 (n=108) 13.0 11.1 1.9 4.6 40.7 3.7 16.7

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 10.3 6.0 0.0 9.5 51.7 8.6 6.0

押立文化センター圏域 (n=60) 18.3 6.7 6.7 6.7 43.3 1.7 10.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 11.8 10.3 1.5 4.4 51.5 4.4 11.8

片町文化センター圏域 (n=131) 19.8 3.8 2.3 3.8 51.9 3.8 9.2

性・年代

文化
センター
圏域

文化
センター
圏域

性・年代
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10 日常生活の悩みや不安：問９（複数回答（３つまで）） 
 

全体では、「自分や家族の健康のこと」（43.6％）が最も多く、次いで「自分や家族の老後

のこと」（40.3％）、「災害時の備えに関すること」（25.7％）と続いている。「特にない」は

15.4％となっている。 

年齢別にみると、18～19歳と 50～59歳で「自分や家族の老後のこと」、20～29歳で

「経済的なこと」、30～39歳で「子育てに関すること」、40～49歳と 60歳以上で「自分

や家族の健康のこと」が最も多くなっている。 

 

図表 日常生活の悩みや不安（全体、年齢別：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

（％）

自分や家
族の健康
のこと

自分や家
族の老後
のこと

生きがい
に関する
こと

子育てに
関するこ
と

介護に関
すること

経済的な
こと

近隣との
関係

全体 (n=1,380) 43.6 40.3 7.1 13.6 12.3 24.6 2.8

18～19歳 （n=11) 36.4 45.5 9.1 0.0 0.0 27.3 0.0

20～29歳 （n=93) 36.6 26.9 9.7 14.0 7.5 38.7 0.0

30～39歳 （n=173) 39.9 27.7 8.7 43.4 3.5 31.8 1.7

40～49歳 （n=278) 38.8 37.4 6.1 27.7 7.9 31.3 4.3

50～59歳 （n=278) 40.3 51.1 6.8 7.9 15.8 26.6 2.5

60～64歳　 （n=115) 47.8 47.0 13.0 0.0 13.9 22.6 4.3

65～69歳　 （n=110) 54.5 39.1 6.4 0.9 10.0 17.3 1.8

70～74歳　 （n=132) 45.5 40.9 3.8 0.0 13.6 14.4 3.8

75歳以上 （n=187) 53.5 43.3 5.3 0.0 24.1 11.2 2.7

住まいに
関するこ
と

地域の治
安のこと

災害時の
備えに関
すること

差別や偏
見、人権
侵害に関
すること

特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 8.7 7.0 25.7 1.4 15.4 1.4 2.9

18～19歳 （n=11) 0.0 0.0 27.3 9.1 18.2 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 5.4 7.5 28.0 2.2 18.3 2.2 0.0

30～39歳 （n=173) 9.8 8.7 30.6 1.7 13.9 0.6 1.2

40～49歳 （n=278) 9.4 9.7 26.3 2.2 14.0 1.4 2.2

50～59歳 （n=278) 12.9 6.1 27.7 1.1 13.7 1.4 1.4

60～64歳　 （n=115) 6.1 7.0 20.9 0.0 15.7 0.9 1.7

65～69歳　 （n=110) 9.1 2.7 24.5 0.9 20.9 1.8 2.7

70～74歳　 （n=132) 7.6 3.0 18.9 0.0 22.0 0.0 6.8

75歳以上 （n=187) 4.8 8.0 24.6 1.6 11.8 2.1 7.0

年齢

年齢
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11 悩みや困りごとを相談できる人の有無：問 10 

 相談をしている人・機関：問 10－１（複数回答） 
 

悩みや困りごとを相談できる人の有無は、全体では、「いる」が 83.3％、「いない」が

14.2％となっている。 

性・年代別にみると、男性はすべての年代で「いない」の割合が１割を超えており、特に

40～64歳で 23.1％と高くなっている。女性は年代が下がるにつれて、「いる」の割合が高

くなっている。 

 

図表 悩みや困りごとを相談できる人の有無（全体、性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

相談をしている人・機関は、全体では、「家族や親族」（86.8％）が最も多く、次いで「友

人、知人」（71.5％）、「かかりつけ医や保健師等医療関係者」（8.9％）と続いている。 

性・年代別にみると、男性も女性もすべての年代で上位２位は全体と同様に「家族や親族」

が最も多く、次いで「友人、知人」と続いている。また、男性の 65 歳以上で「かかりつけ

医や保健師等医療関係者」と「近隣の人、自治会・町会等の人」、女性の 18～39 歳で「保

育所、幼稚園、学校の先生」、女性の 65歳以上で「かかりつけ医や保健師等医療関係者」が

他の世代よりも割合が高くなっている。 

 

図表 相談をしている人・機関（全体、性・年代別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる いない 無回答

全体 (n=1,380) 83.3 14.2 2.5

男性-18～39歳 (n=113) 84.0 14.2 1.8

男性-40～64歳 (n=321) 75.3 23.1 1.6

男性-65歳以上 (n=175) 75.5 19.4 5.1

女性-18～39歳 (n=161) 91.3 8.1 0.6

女性-40～64歳 (n=343) 88.9 9.9 1.2

女性-65歳以上 (n=243) 86.0 9.5 4.5

性・年代

（％）

家族や親
族

友人、知
人

近隣の
人、自治
会・町会
等の人

民生委
員・児童
委員

同じ悩み
や問題を
抱える人

行政の相
談窓口

地域包括
支援セン
ター

地域生活
支援セン
ター

保健セン
ター

全体 (n=1,150) 86.8 71.5 4.4 0.6 1.7 1.8 3.0 0.4 0.8

男性-18～39歳 (n=95) 87.4 73.7 1.1 0.0 2.1 1.1 0.0 0.0 1.1

男性-40～64歳 (n=242) 83.5 62.4 2.9 0.4 1.2 0.8 1.7 0.8 0.0

男性-65歳以上 (n=132) 85.6 62.1 12.1 0.8 0.0 3.0 6.1 0.8 0.0

女性-18～39歳 (n=147) 91.2 86.4 3.4 0.0 1.4 1.4 0.0 0.7 3.4

女性-40～64歳 (n=305) 87.5 83.3 3.9 0.3 3.3 0.7 2.3 0.3 1.0

女性-65歳以上 (n=209) 89.0 60.8 4.8 1.9 1.4 4.8 7.7 0.0 0.0

子ども家
庭支援セ
ンター

社会福祉
協議会

地域福祉
コーディ
ネーター

ボラン
ティア団
体・NPO
法人

保育所、
幼稚園、
学校の先
生

ケアマネ
ジャーや
福祉施設
の関係者

かかりつ
け医や保
健師等医
療関係者

その他 無回答

全体 (n=1,150) 1.0 0.6 0.3 0.3 3.0 3.8 8.9 2.1 0.1

男性-18～39歳 (n=95) 1.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 7.4 3.2 0.0

男性-40～64歳 (n=242) 0.8 0.8 0.4 0.4 1.2 2.5 2.9 2.1 0.0

男性-65歳以上 (n=132) 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 6.8 18.2 2.3 0.0

女性-18～39歳 (n=147) 3.4 0.0 0.0 1.4 10.9 1.4 4.8 2.0 0.0

女性-40～64歳 (n=305) 1.0 0.0 0.3 0.0 3.6 4.3 8.9 3.0 0.3

女性-65歳以上 (n=209) 0.0 1.9 1.0 0.0 0.0 5.3 12.9 0.5 0.0

性・年代

性・年代
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12 相談窓口の認知度：問 12（ア）（複数回答） 

 相談窓口を利用するにあたっての課題：問 12（イ）（複数回答（３つまで）） 
 

相談窓口の認知度は、全体では、「市役所の相談窓口」（65.1％）が最も多く、次いで「保

健センター」（27.5％）、「子ども家庭支援センター「たっち」「しらとり」」（26.4％）と続

いている。「知っているものはない」は 14.6％となっている。 

年齢別にみると、30～39歳で「保健センター」、30～39歳と 40～49歳で「子ども家

庭支援センター「たっち」「しらとり」」、50～59歳で「民生委員・児童委員」、60～64歳

で「地域包括支援センター」と「地域生活支援センター「み～な」「あけぼの」「ふらっと」」、

70～74歳で「市役所の相談窓口」、75歳以上で「社会福祉協議会」と「地域包括支援セン

ター」が全体を５ポイント以上上回っている。 

相談できる人の有無別にみると、「知っているものはない」は、相談できる人がいる人は

12.7％と低くなっているが、相談できる人がいない人は 26.0％と高くなっている。 

 

図表 相談窓口の認知度（全体、年齢別、相談できる人の有無別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

市役所の
相談窓口

民生委
員・児童
委員

地域包括
支援セン
ター

権利擁護
センター
ふちゅう

子ども発
達支援セ
ンター
「あゆの
子」（心
身障害者
福祉セン
ター内）

保健セン
ター

地域生活
支援セン
ター「み
～な」
「あけぼ
の」「プ
ラザ」
「ふらっ
と」

子ども家
庭支援セ
ンター
「たっ
ち」「し
らとり」

全体 (n=1,380) 65.1 25.0 26.2 2.3 6.2 27.5 7.5 26.4

18～19歳 （n=11) 36.4 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 27.3 27.3

20～29歳 （n=93) 60.2 18.3 14.0 1.1 7.5 22.6 6.5 20.4

30～39歳 （n=173) 59.5 13.9 13.9 1.2 8.1 34.1 6.4 48.6

40～49歳 （n=278) 63.7 26.3 19.4 3.2 10.8 26.6 6.5 48.6

50～59歳 （n=278) 69.8 33.5 27.0 2.5 6.8 29.5 6.8 25.5

60～64歳　 （n=115) 63.5 20.9 32.2 3.5 2.6 27.0 13.0 12.2

65～69歳　 （n=110) 67.3 22.7 30.0 1.8 5.5 31.8 9.1 12.7

70～74歳　 （n=132) 75.8 27.3 30.3 2.3 2.3 28.0 8.3 9.8

75歳以上 （n=187) 62.6 27.8 45.5 1.6 1.1 20.3 5.9 5.3

相談できる人がいる （n=1,150) 66.8 26.1 26.5 2.5 7.0 29.0 8.0 28.9

相談できる人がいない （n=196) 55.6 18.4 23.5 1.0 2.6 19.9 5.1 12.8

地域子育
て支援セ
ンター
「はぐ」

男女共同
参画セン
ター「フ
チュー
ル」

社会福祉
協議会

地域福祉
コーディ
ネーター

市民活動
センター
「プラッ
ツ」

知ってい
るものは
ない

無回答

全体 (n=1,380) 2.4 7.2 15.5 1.9 18.8 14.6 2.4

18～19歳 （n=11) 0.0 9.1 0.0 0.0 27.3 18.2 0.0

20～29歳 （n=93) 2.2 9.7 8.6 2.2 22.6 24.7 0.0

30～39歳 （n=173) 4.6 5.8 8.7 1.2 23.1 15.0 0.0

40～49歳 （n=278) 3.6 8.3 11.5 1.1 25.9 14.4 1.4

50～59歳 （n=278) 2.2 8.3 16.2 1.8 16.9 15.8 0.4

60～64歳　 （n=115) 0.0 8.7 20.0 1.7 17.4 22.6 3.5

65～69歳　 （n=110) 0.9 5.5 20.0 1.8 15.5 12.7 3.6

70～74歳　 （n=132) 0.8 3.8 19.7 2.3 14.4 7.6 6.1

75歳以上 （n=187) 2.1 6.4 22.5 3.7 9.6 8.6 5.9

相談できる人がいる （n=1,150) 2.8 7.9 15.9 2.1 19.6 12.7 2.0

相談できる人がいない （n=196) 0.0 4.1 13.3 1.0 14.3 26.0 2.0

相談できる
人の有無

相談できる
人の有無

年齢

年齢
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相談窓口を利用するにあたっての課題は、全体では、「どの相談窓口に行けばよいか分から

ない」（28.2％）が最も多く、次いで「相談しても悩みが解決するか分からない」（21.6％）、

「相談窓口が開いている時間に行けない」（14.1％）と続いている。「特にない」の割合は

35.8％となっている。 

年齢別にみると、20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～64歳で「ど

の相談窓口に行けばよいか分からない」が最も多くなっている。また、18 歳～19 歳、65

～69 歳、70～74 歳、75 歳以上で「特にない」の割合が４割を超えており、特に 70～

74歳で 56.1％と高くなっている。 

相談できる人の有無別にみると、相談できる人がいない人は「どの相談窓口に行けばよいか

分からない」と「相談しても悩みが解決するか分からない」で３割を超え、多くなっている。 

 

図表 相談窓口を利用するにあたっての課題 

（全体、年齢別、相談できる人の有無別：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

どの相談
窓口に行
けばよい
か分から
ない

相談窓口
が遠い

相談窓口
が開いて
いる時間
に行けな
い

相談の予
約をする
ことが面
倒

個人情報
が漏れな
いか不安

どのよう
な人が相
談員をし
ているか
不安

全体 (n=1,380) 28.2 5.3 14.1 7.2 9.4 12.8

18～19歳 （n=11) 27.3 0.0 0.0 9.1 9.1 9.1

20～29歳 （n=93) 31.2 12.9 25.8 12.9 6.5 8.6

30～39歳 （n=173) 32.4 6.4 19.7 11.6 9.2 14.5

40～49歳 （n=278) 35.3 4.7 22.7 9.7 12.9 14.7

50～59歳 （n=278) 34.2 4.0 18.3 5.8 8.6 15.8

60～64歳　 （n=115) 31.3 6.1 10.4 8.7 7.0 11.3

65～69歳　 （n=110) 25.5 3.6 6.4 5.5 10.0 8.2

70～74歳　 （n=132) 10.6 4.5 0.0 3.8 8.3 10.6

75歳以上 （n=187) 16.0 4.8 1.6 1.1 9.1 11.2

相談できる人がいる （n=1,150) 27.5 4.9 14.3 7.2 10.5 13.1

相談できる人がいない （n=196) 34.2 8.2 14.3 7.7 4.6 10.7

相談員の
言動に
よって不
快な思い
をするか
もしれな
いと不安

人に打ち
明けるこ
とに抵抗
がある

相談して
も悩みが
解決する
か分から
ない

特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 7.6 10.3 21.6 35.8 1.8 5.3

18～19歳 （n=11) 18.2 27.3 0.0 45.5 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 9.7 14.0 30.1 24.7 1.1 2.2

30～39歳 （n=173) 11.0 15.6 21.4 30.1 1.2 1.2

40～49歳 （n=278) 9.0 11.2 30.2 28.1 2.2 2.5

50～59歳 （n=278) 8.6 8.3 22.7 30.6 2.2 3.6

60～64歳　 （n=115) 7.8 13.9 20.0 33.9 1.7 5.2

65～69歳　 （n=110) 1.8 9.1 17.3 45.5 0.9 6.4

70～74歳　 （n=132) 3.8 3.8 10.6 56.1 0.0 12.9

75歳以上 （n=187) 5.3 7.5 15.5 46.5 3.7 11.2

相談できる人がいる （n=1,150) 7.6 9.7 19.8 36.6 1.7 4.5

相談できる人がいない （n=196) 9.2 14.3 33.2 31.1 2.0 5.1

年齢

相談できる
人の有無

相談できる
人の有無

年齢
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13 相談したいと思う形態：問 13（複数回答（３つまで）） 
 

全体では、「来所による相談」（40.7％）が最も多く、次いで「電話相談」（30.1％）、「メ

ールによる相談」（22.5％）と続いている。「特にない」の割合は 24.1％となっている。 

年齢別にみると、18～19 歳で「メールによる相談」、20～29 歳で「ライン等の無料通

話アプリによる相談」、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～64歳、65～69歳、

70～74歳、75歳以上で「来所による相談」が最も多くなっている。「特にない」の割合は

75歳以上で 36.4％と最も高くなっている。 

相談できる人の有無別にみると、相談できる人がいる人と相談できる人がいない人のどち

らも「来所による相談」が最も多くなっている。 

 

図表 相談したいと思う形態 

（全体、年齢別、相談できる人の有無別：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

来所によ
る相談

相談員の
訪問によ
る相談

電話相談
メールに
よる相談

ライン等
の無料通
話アプリ
による相
談

全体 (n=1,380) 40.7 11.7 30.1 22.5 15.9

18～19歳 （n=11) 36.4 0.0 18.2 45.5 36.4

20～29歳 （n=93) 33.3 8.6 18.3 35.5 45.2

30～39歳 （n=173) 37.0 11.6 27.7 33.5 30.1

40～49歳 （n=278) 40.6 9.0 30.6 33.1 18.0

50～59歳 （n=278) 46.8 11.5 36.7 30.6 16.9

60～64歳　 （n=115) 45.2 14.8 31.3 13.0 6.1

65～69歳　 （n=110) 42.7 10.0 34.5 10.0 8.2

70～74歳　 （n=132) 40.9 10.6 25.8 4.5 2.3

75歳以上 （n=187) 34.8 18.7 28.3 2.7 2.7

相談できる人がいる （n=1,150) 41.7 11.7 30.8 22.8 16.5

相談できる人がいない （n=196) 35.2 12.2 25.5 23.0 13.3

投書によ
る相談

特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 3.0 24.1 1.5 3.0

18～19歳 （n=11) 18.2 18.2 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 8.6 20.4 2.2 1.1

30～39歳 （n=173) 4.0 17.9 0.6 0.0

40～49歳 （n=278) 1.4 20.1 2.9 1.8

50～59歳 （n=278) 1.8 15.5 0.7 1.8

60～64歳　 （n=115) 2.6 32.2 0.9 3.5

65～69歳　 （n=110) 1.8 27.3 1.8 3.6

70～74歳　 （n=132) 3.0 34.8 0.8 8.3

75歳以上 （n=187) 3.7 36.4 2.1 5.3

相談できる人がいる （n=1,150) 2.9 23.3 1.4 2.1

相談できる人がいない （n=196) 4.6 28.6 2.0 4.6

相談できる
人の有無

年齢

年齢

相談できる
人の有無
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14 地域包括支援センターの役割や機能の認知：問 14（複数回答） 
 

全体では、「高齢者の総合的な相談を行っている」（34.3％）が最も多く、次いで「介護予

防の支援や相談を行っている」（32.0％）、「認知症に関する生活相談や財産管理の相談を行

っている」（15.0％）と続いている。「まったく知らなかった」は 54.6％となっている。 

性・年代別にみると、女性の 65 歳以上で「高齢者の総合的な相談を行っている」と「介

護予防の支援や相談を行っている」が５割を超え、多くなっている。「まったく知らなかった」

の割合は、男性も女性も年代が低くなるにつれ、高くなっている。 

 

図表 地域包括支援センターの役割や機能の認知（全体、性・年代別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

高齢者の
総合的な
相談を
行ってい
る

介護予防
の支援や
相談を
行ってい
る

認知症に
関する生
活相談や
財産管理
の相談を
行ってい
る

成年後見
制度の利
用相談を
行ってい
る

高齢者虐
待の早期
発見や対
応をして
いる

全体 (n=1,380) 34.3 32.0 15.0 8.0 5.7

男性-18～39歳 (n=113) 22.1 20.4 9.7 3.5 4.4

男性-40～64歳 (n=321) 25.2 21.5 11.8 8.1 4.0

男性-65歳以上 (n=175) 37.1 32.6 10.9 5.1 2.9

女性-18～39歳 (n=161) 22.4 19.3 7.5 5.0 6.8

女性-40～64歳 (n=343) 38.5 37.0 21.3 11.4 9.6

女性-65歳以上 (n=243) 53.1 53.5 21.4 9.9 4.5

悪質な訪
問販売・
電話勧誘
などの被
害相談を
行ってい
る

地域の
ネット
ワークを
活用し、
高齢者の
実態把握
を行って
いる

まったく
知らな
かった

無回答

全体 (n=1,380) 8.0 9.9 54.6 2.9

男性-18～39歳 (n=113) 7.1 6.2 71.7 1.8

男性-40～64歳 (n=321) 7.2 5.6 66.4 1.6

男性-65歳以上 (n=175) 7.4 8.6 49.7 6.3

女性-18～39歳 (n=161) 6.2 7.5 72.0 0.0

女性-40～64歳 (n=343) 8.5 13.1 50.7 1.2

女性-65歳以上 (n=243) 10.7 15.6 27.2 6.6

性・年代

性・年代
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15 福祉サービスの情報の入手先：問 16（ア）（複数回答） 
 

全体では、「広報ふちゅうや市のパンフレットなどの印刷物」（58.1％）が最も多く、次い

で「町内の回覧板」（24.1％）、「家族や知人から」（22.4％）と続いている。「情報を得たこ

とはない」の割合は 16.3％となっている。 

性別にみると、男性も女性も「広報ふちゅうや市のパンフレットなどの印刷物」が最も多

くなっている。 

年齢別にみると、18～19 歳と 20～29 歳で「家族や知人から」が最も多く、30～39

歳、40～49 歳、50～59 歳、60～64 歳、65～69 歳、70～74 歳、75 歳以上で「広

報ふちゅうや市のパンフレットなどの印刷物」が最も多くなっている。 

 

図表 福祉サービスの情報の入手先（全体、性別、年齢別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

家族や知
人から

行政等の
相談窓口
（市役
所、行政
事務所、
社会福祉
協議会、
民生委
員・児童
委員な
ど）

保育所、
学校、医
療機関、
店舗など
日ごろ
通ってい
る施設等
の職員や
配布物か
ら

広報ふ
ちゅうや
市のパン
フレット
などの印
刷物

町内の回
覧板

テレビ
（ケーブ
ルテレビ
を含
む）、ラ
ジオ、新
聞、雑誌
等

全体 (n=1,380) 22.4 12.0 11.4 58.1 24.1 4.1

男性 (n=609) 23.2 12.5 9.4 52.9 19.2 4.8

女性 (n=747) 22.2 11.9 13.4 62.9 28.0 3.7

18～19歳 （n=11) 54.5 0.0 27.3 18.2 9.1 9.1

20～29歳 （n=93) 37.6 5.4 3.2 25.8 9.7 1.1

30～39歳 （n=173) 20.2 11.0 23.7 46.8 12.1 1.2

40～49歳 （n=278) 24.5 7.6 20.9 53.2 20.9 2.5

50～59歳 （n=278) 21.2 11.9 7.6 60.1 20.1 5.0

60～64歳　 （n=115) 15.7 15.7 1.7 66.1 24.3 4.3

65～69歳　 （n=110) 17.3 18.2 8.2 70.9 34.5 3.6

70～74歳　 （n=132) 22.7 16.7 6.1 68.9 40.2 6.1

75歳以上 （n=187) 20.9 15.0 7.0 71.1 35.8 8.0

市のホー
ムページ
等のイン
ターネッ
トサイト

フェイス
ブック・
ツイッ
ター等の
SNS

情報を得
たことは
ない

その他 無回答

全体 (n=1,380) 19.0 2.7 16.3 1.2 1.6

男性 (n=609) 19.2 2.8 19.9 0.7 1.5

女性 (n=747) 19.4 2.7 13.1 1.5 1.3

18～19歳 （n=11) 18.2 9.1 9.1 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 15.1 7.5 33.3 1.1 1.1

30～39歳 （n=173) 26.6 6.9 22.0 2.3 0.0

40～49歳 （n=278) 25.9 3.6 18.7 0.4 1.1

50～59歳 （n=278) 23.0 1.8 15.8 0.4 0.0

60～64歳　 （n=115) 20.0 0.0 17.4 1.7 1.7

65～69歳　 （n=110) 18.2 0.9 6.4 1.8 2.7

70～74歳　 （n=132) 7.6 0.0 11.4 0.8 3.8

75歳以上 （n=187) 5.9 0.5 9.1 2.1 3.7

年齢

年齢

性別

性別
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16 情報を入手する際に困っていること：問 16（イ）（複数回答） 
 

全体では、「困ったことはない」（50.9％）が５割を超えている。困っていることでは、「ど

こで又はどうすれば情報が入手できるのか分からない」（18.9％）、「情報の内容が分かりに

くい」（16.6％）と続いている。 

性別にみると、男性も女性も「困ったことはない」が５割を超えている。 

年齢別にみると、75 歳以上で「困ったことはない」が 46.5％で全体を 4.4 ポイント下

回っている。 

 

図表 情報を入手する際に困っていること（全体、性別、年齢別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

ほしい情
報が少な
い

情報量が
多すぎる
（必要な
情報を選
びきれな
い）

情報の内
容が分か
りにくい

情報を入
手するた
めの手段
が少ない

どこで又
はどうす
れば情報
が入手で
きるのか
分からな
い

視覚障害
者や弱視
者のため
の情報提
供が不十
分

全体 (n=1,380) 12.0 5.1 16.6 10.0 18.9 0.4

男性 (n=609) 12.5 6.2 16.7 9.9 19.9 0.7

女性 (n=747) 11.4 4.1 16.7 10.3 18.2 0.3

18～19歳 （n=11) 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 16.1 8.6 17.2 6.5 19.4 0.0

30～39歳 （n=173) 16.2 6.4 18.5 11.6 23.7 0.6

40～49歳 （n=278) 10.1 5.0 17.3 9.7 19.4 0.0

50～59歳 （n=278) 14.4 4.7 21.2 9.4 20.1 0.0

60～64歳　 （n=115) 13.0 4.3 15.7 10.4 14.8 0.9

65～69歳　 （n=110) 10.9 2.7 11.8 10.0 18.2 0.0

70～74歳　 （n=132) 6.8 6.1 14.4 13.6 17.4 0.8

75歳以上 （n=187) 10.2 4.3 12.3 9.6 16.6 1.6

聴覚障害
者のため
の情報提
供が不十
分

外国人の
ための情
報提供が
不十分

困ったこ
とはない

その他 無回答

全体 (n=1,380) 0.8 1.2 50.9 2.9 5.3

男性 (n=609) 1.3 1.6 52.2 3.1 3.3

女性 (n=747) 0.4 0.7 50.1 2.8 6.6

18～19歳 （n=11) 0.0 0.0 90.9 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 1.1 1.1 50.5 2.2 2.2

30～39歳 （n=173) 0.0 0.6 50.3 1.7 0.6

40～49歳 （n=278) 0.0 1.1 51.4 2.9 2.2

50～59歳 （n=278) 0.4 1.1 48.2 3.6 4.0

60～64歳　 （n=115) 0.9 0.9 55.7 1.7 6.1

65～69歳　 （n=110) 0.9 1.8 54.5 4.5 6.4

70～74歳　 （n=132) 0.0 1.5 51.5 3.8 9.1

75歳以上 （n=187) 3.7 2.1 46.5 2.7 13.9

性別

年齢

性別

年齢



 

- 25 - 

17 手助けの経験の有無：問 18（複数回答） 
 

全体では、「乗り物で席を譲った」（82.2％）が最も多く、次いで「扉を開けた」（50.2％）、

「車いすやベビーカーを押したり、持ち上げたりするのを手伝った」（30.8％）と続いてい

る。「何もしたことがない」の割合は 7.8％となっている。 

また、「何もしたことがない」の割合は、20〜29歳と 75歳以上で 1割を超えている。 

 

図表 手助けの経験の有無（全体、年齢別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

乗り物で
席を譲っ
た

荷物を
持った

階段の上
り下りや
道路の横
断、電
車・バス
の乗り降
りに手を
貸した

車いすや
ベビー
カーを押
したり、
持ち上げ
たりする
のを手
伝った

道を教え
た

扉を開け
た

全体 (n=1,380) 82.2 22.5 28.1 30.8 45.7 50.2
18～19歳 （n=11) 100.0 36.4 27.3 36.4 63.6 36.4
20～29歳 （n=93) 77.4 15.1 10.8 17.2 50.5 48.4
30～39歳 （n=173) 90.2 15.6 26.0 32.9 45.1 59.5
40～49歳 （n=278) 88.5 18.7 27.7 38.5 46.0 59.4
50～59歳 （n=278) 88.5 26.3 33.5 36.3 46.4 56.8
60～64歳　 （n=115) 80.0 25.2 33.9 33.9 44.3 48.7
65～69歳　 （n=110) 83.6 26.4 29.1 28.2 46.4 43.6
70～74歳　 （n=132) 81.8 26.5 23.5 28.0 38.6 40.9
75歳以上 （n=187) 58.3 25.1 30.5 17.6 46.5 31.6

話しかけ
たり、声
をかけた
りした

車で送り
迎えをす
る等、外
出の手助
けをした

何もした
ことがな
い

その他 無回答

全体 (n=1,380) 24.2 4.6 7.8 1.0 1.5
18～19歳 （n=11) 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0
20～29歳 （n=93) 16.1 2.2 15.1 2.2 0.0
30～39歳 （n=173) 22.5 1.7 5.2 1.2 0.0
40～49歳 （n=278) 18.0 4.3 5.4 0.4 0.4
50～59歳 （n=278) 21.9 4.7 5.0 0.7 0.4
60～64歳　 （n=115) 27.8 6.1 8.7 0.0 1.7
65～69歳　 （n=110) 29.1 5.5 8.2 0.9 1.8
70～74歳　 （n=132) 25.8 6.8 6.8 0.8 3.0
75歳以上 （n=187) 34.8 5.9 14.4 2.7 5.3

年齢

年齢
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18 災害時の不安や心配ごと：問 21（複数回答（３つまで）） 
 

全体では、「家族の所在、安否確認について」（57.8％）が最も多く、次いで「食糧や日用

品などの生活物資の入手」（40.6％）、「正確な情報の入手」（36.4％）と続いている。「特に

不安や心配ごとはない」の割合は 1.7％となっている。 

年齢別にみると、18～19歳で「食糧や日用品などの生活物資の入手」、20～29歳、30

～39歳、40～49歳、50～59歳、60～64歳、65～69歳、75歳以上で「家族の所在、

安否確認について」が最も多く、75 歳以上は「正確な情報の入手」も同率で最も多くなっ

ている。70～74歳は「正確な情報の入手」が最も多くなっている。 

世帯構成別にみると、ひとり暮らしは「正確な情報の入手」が最も多く、「食糧や日用品な

どの生活物資の入手」と続いている。配偶者と二人暮らしとその他は「家族の所在、安否確

認について」が最も多く、配偶者と二人暮らしは「正確な情報の入手」、その他は「食糧や日

用品などの生活物資の入手」と続いている。 

 

図表 災害時の不安や心配ごと（全体、年齢別、世帯構成別：複数回答（３つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

家族の所
在、安否
確認につ
いて

家具の転
倒

家屋や外
壁の強度

自身や家
族の歩行
に不安が
あること

避難所が
はっきり
分からな
いこと

ペット
（犬・猫
など）の
避難のこ
と

正確な情
報の入手

全体 (n=1,380) 57.8 9.3 15.3 6.7 13.0 12.7 36.4

18～19歳 （n=11) 45.5 18.2 27.3 9.1 9.1 18.2 9.1

20～29歳 （n=93) 60.2 11.8 16.1 1.1 15.1 14.0 19.4

30～39歳 （n=173) 64.2 11.6 15.0 0.6 11.6 9.8 28.9

40～49歳 （n=278) 71.6 4.7 14.0 2.9 15.1 16.5 34.9

50～59歳 （n=278) 62.6 7.2 12.9 4.7 7.6 16.9 42.4

60～64歳　 （n=115) 57.4 14.8 23.5 5.2 13.0 12.2 39.1

65～69歳　 （n=110) 58.2 10.0 14.5 10.0 13.6 15.5 40.9

70～74歳　 （n=132) 45.5 8.3 15.2 6.1 15.2 6.1 48.5

75歳以上 （n=187) 33.7 12.3 15.5 22.5 16.6 5.9 33.7

ひとり暮らし (n=194) 32.5 9.3 16.5 7.2 17.5 8.8 44.8

配偶者とふたり暮らし (n=345) 50.7 10.7 15.1 6.4 13.6 10.7 40.3

その他 (n=769) 67.2 8.2 15.7 6.4 12.1 14.7 31.9

避難所生
活でのプ
ライバ
シー

食糧や日
用品など
の生活物
資の入手

医療機
関、診
療、薬の
入手

精神的な
ストレス

特に不安
や心配ご
とはない

その他 無回答

全体 (n=1,380) 29.1 40.6 17.5 22.1 1.7 3.1 1.3

18～19歳 （n=11) 9.1 63.6 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 36.6 48.4 12.9 31.2 2.2 1.1 0.0

30～39歳 （n=173) 30.1 58.4 15.6 24.3 0.6 1.2 1.2

40～49歳 （n=278) 29.1 43.2 11.2 22.7 0.7 4.0 1.1

50～59歳 （n=278) 27.7 40.6 15.1 21.6 1.4 3.6 0.7

60～64歳　 （n=115) 27.0 37.4 19.1 22.6 0.9 0.9 0.9

65～69歳　 （n=110) 23.6 26.4 22.7 22.7 3.6 5.5 1.8

70～74歳　 （n=132) 30.3 36.4 24.2 14.4 6.1 3.0 0.8

75歳以上 （n=187) 31.0 28.9 25.7 20.3 0.5 4.3 3.2

ひとり暮らし (n=194) 30.9 34.5 22.7 25.8 2.6 3.6 1.5

配偶者とふたり暮らし (n=345) 31.3 38.3 20.9 22.6 2.3 2.0 0.6

その他 (n=769) 27.3 44.1 15.1 20.4 1.2 3.4 1.2

年齢

世帯構成

世帯構成

年齢



 

- 27 - 

19 普段から災害に備えていること：問 22（複数回答） 
 

全体では、「食糧や日用品の備蓄」（60.1％）が最も多く、次いで「防災マップやハザード

マップ等の確認」（37.9％）、「家族で所在、安否確認方法を決める」（32.3％）と続いてい

る。「特にない」の割合は 14.0％となっている。 

年齢別にみると、すべての年齢で「食糧や日用品の備蓄」が最も多く、18～19歳で「避

難経路や避難場所の確認」、20～29 歳、65～69 歳、70～74 歳、75 歳以上で「家具の

転倒防止対策」、30～39歳、40～49歳、50～59歳、60～64歳で「防災マップやハザ

ードマップ等の確認」と続いている。 

世帯構成別にみると、ひとり暮らしは「災害時の情報入手手段の確認」を除いたすべての

項目で他の世代に比べて低くなっており、「特にない」の割合が 26.3％と高くなっている。 

 

図表 普段から災害に備えていること（全体、年齢別、世帯構成別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

家族で所
在、安否
確認方法
を決める

家具の転
倒防止対
策

家屋や外
壁の耐震
補強

防災マッ
プやハ
ザード
マップ等
の確認

避難経路
や避難場
所の確認

地域の防
災訓練へ
の参加

食糧や日
用品の備
蓄

全体 (n=1,380) 32.3 31.4 6.4 37.9 24.2 8.5 60.1

18～19歳 （n=11) 45.5 36.4 9.1 45.5 54.5 0.0 81.8

20～29歳 （n=93) 24.7 28.0 4.3 31.2 24.7 2.2 41.9

30～39歳 （n=173) 27.2 23.7 5.2 41.0 23.7 2.9 57.8

40～49歳 （n=278) 36.3 28.1 3.6 46.4 25.9 5.4 66.5

50～59歳 （n=278) 35.6 29.9 5.8 37.4 24.1 9.0 60.8

60～64歳　 （n=115) 27.8 26.1 5.2 37.4 13.0 2.6 61.7

65～69歳　 （n=110) 37.3 40.9 8.2 38.2 28.2 14.5 63.6

70～74歳　 （n=132) 34.8 42.4 10.6 37.1 29.5 16.7 58.3

75歳以上 （n=187) 27.3 36.9 10.2 26.7 20.9 15.5 57.8

ひとり暮らし (n=194) 13.4 16.0 2.1 28.9 22.7 5.2 41.8

配偶者とふたり暮らし (n=345) 33.9 38.6 7.2 37.1 22.9 12.2 65.8

その他 (n=769) 36.3 32.1 7.3 40.8 25.4 8.1 62.9

災害時の
情報入手
手段の確
認

災害時要
援護者名
簿への登
録

救急医療
情報キッ
トの申込
み

特にない その他 無回答

全体 (n=1,380) 14.2 1.3 2.4 14.0 0.9 2.1

18～19歳 （n=11) 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 10.8 0.0 2.2 22.6 0.0 1.1

30～39歳 （n=173) 12.7 1.2 1.7 14.5 0.6 1.2

40～49歳 （n=278) 15.1 0.4 0.4 12.6 0.4 1.8

50～59歳 （n=278) 11.2 1.1 1.8 16.2 0.4 0.4

60～64歳　 （n=115) 14.8 0.0 2.6 18.3 0.9 1.7

65～69歳　 （n=110) 16.4 0.0 0.9 8.2 0.9 2.7

70～74歳　 （n=132) 14.4 0.8 3.0 12.9 0.8 2.3

75歳以上 （n=187) 19.3 5.9 7.5 10.7 3.2 5.9

ひとり暮らし (n=194) 15.5 2.1 4.6 26.3 1.5 3.6

配偶者とふたり暮らし (n=345) 18.3 0.9 3.2 10.7 1.2 1.7

その他 (n=769) 12.1 1.4 1.6 12.2 0.4 1.7

年齢

世帯構成

世帯構成

年齢
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20 災害に備えて地域で取り組むとよいと思うもの：問 23（複数回答） 
 

全体では、「物資の備蓄」（57.8％）が最も多く、次いで「地域住民同士の声かけや安否確

認」（57.7％）、「避難時に支援が必要な人を把握しておくこと」（39.3％）と続いている。 

年齢別にみると、18～19歳、20～29歳、30～39歳、40～49歳、50～59歳で「物

資の備蓄」が最も多く、60～64歳、65～69歳、70～74歳、75歳以上で「地域住民同

士の声かけや安否確認」が最も多くなっている。 

世帯構成別にみると、順位の入れ替えはあるものの、すべての世帯構成で「地域住民同士

の声かけや安否確認」と「物資の備蓄」が多くなっている。 

文化センター圏域別にみると、中央文化センター圏域、白糸台文化センター圏域、西府文

化センター圏域、武蔵台分文化センター圏域、片町文化センター圏域で「物資の備蓄」が最

も多く、新町文化センター圏域、住吉文化センター圏域、是政文化センター圏域、紅葉丘文

化センター圏域、押立文化センター圏域、四谷文化センター圏域で「地域住民同士の声かけ

や安否確認」が最も多くなっている。 
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図表 災害に備えて地域で取り組むとよいと思うもの 

（全体、年齢別、世帯構成別、文化センター圏域別：複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

地域住民
同士の声
かけや安
否確認

防災訓練
の実施

地域独自
の防災マ
ニュアル
や防災
マップの
作成

地域内外
の団体等
との日ご
ろからの
交流

物資の備
蓄

全体 (n=1,380) 57.7 30.0 43.7 12.7 57.8

18～19歳 （n=11) 54.5 9.1 36.4 0.0 81.8

20～29歳 （n=93) 39.8 19.4 40.9 4.3 76.3

30～39歳 （n=173) 51.4 35.8 46.2 9.8 68.2

40～49歳 （n=278) 52.9 28.1 38.8 14.0 58.3

50～59歳 （n=278) 55.4 27.7 45.0 14.7 56.8

60～64歳　 （n=115) 60.9 26.1 42.6 12.2 56.5

65～69歳　 （n=110) 71.8 40.0 49.1 13.6 53.6

70～74歳　 （n=132) 63.6 32.6 53.0 11.4 45.5

75歳以上 （n=187) 69.0 32.1 39.6 15.5 50.3

ひとり暮らし (n=194) 47.9 24.2 42.3 11.3 59.3

配偶者とふたり暮らし (n=345) 60.6 32.2 48.7 13.0 54.5

その他 (n=769) 59.2 31.1 42.1 13.4 59.4

中央文化センター圏域 (n=246) 53.3 32.9 38.6 11.4 64.6

白糸台文化センター圏域 (n=150) 60.0 30.7 44.7 6.7 62.0

西府文化センター圏域 (n=118) 58.5 29.7 48.3 12.7 60.2

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 60.5 38.4 43.0 14.0 70.9

新町文化センター圏域 (n=137) 62.0 26.3 40.9 11.7 59.1

住吉文化センター圏域 (n=141) 61.0 29.1 43.3 12.1 51.1

是政文化センター圏域 (n=108) 56.5 35.2 47.2 16.7 46.3

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 56.9 30.2 48.3 14.7 56.0

押立文化センター圏域 (n=60) 66.7 26.7 35.0 15.0 41.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 66.2 20.6 44.1 22.1 39.7

片町文化センター圏域 (n=131) 47.3 27.5 50.4 12.2 63.4

商店や企
業と災害
時の協力
体制をつ
くること

避難時に
支援が必
要な人を
把握して
おくこと

分からな
い

その他 無回答

全体 (n=1,380) 24.3 39.3 5.7 2.0 2.0

18～19歳 （n=11) 18.2 9.1 0.0 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 30.1 33.3 2.2 1.1 1.1

30～39歳 （n=173) 32.4 37.0 3.5 2.3 0.6

40～49歳 （n=278) 25.9 39.2 7.2 1.4 1.1

50～59歳 （n=278) 25.9 45.7 7.2 2.2 0.4

60～64歳　 （n=115) 23.5 47.8 7.0 2.6 1.7

65～69歳　 （n=110) 22.7 40.0 3.6 0.9 1.8

70～74歳　 （n=132) 16.7 34.1 6.8 1.5 3.0

75歳以上 （n=187) 15.5 34.8 5.3 2.7 6.4

ひとり暮らし (n=194) 24.7 32.5 8.8 2.6 3.1

配偶者とふたり暮らし (n=345) 20.6 43.2 3.8 2.3 1.4

その他 (n=769) 25.7 39.5 5.7 1.3 1.6

中央文化センター圏域 (n=246) 22.4 39.0 5.7 2.4 1.2

白糸台文化センター圏域 (n=150) 28.7 45.3 6.0 1.3 2.0

西府文化センター圏域 (n=118) 31.4 40.7 2.5 1.7 0.8

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 22.1 34.9 3.5 1.2 1.2

新町文化センター圏域 (n=137) 21.9 38.7 5.8 2.2 2.9

住吉文化センター圏域 (n=141) 22.0 35.5 7.1 2.1 2.1

是政文化センター圏域 (n=108) 20.4 39.8 5.6 1.9 4.6

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 27.6 40.5 5.2 0.9 0.9

押立文化センター圏域 (n=60) 20.0 45.0 8.3 1.7 3.3

四谷文化センター圏域 (n=68) 27.9 41.2 5.9 1.5 1.5

片町文化センター圏域 (n=131) 25.2 35.9 6.1 3.1 1.5

文化
センター

圏域

年齢

世帯構成

文化
センター

圏域

世帯構成

年齢
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21 福祉に関する考え方：問 27 
 

（１）障害等のある方とない方が、地域社会の中でともに生きるのが当然の姿である 

全体では、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた《そう思う》が 83.9％、

「どちらともいえない」が 11.7％、「あまり思わない」と「全く思わない」を合わせた《そ

う思わない》は 2.1％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 81.7％、女性は 85.5％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 20～29 歳で 88.1％、65～69 歳で 86.4％と高くな

っている。 

 

（２）経済的困窮の問題は、本人だけだけなく、社会全体の問題である 

全体では、《そう思う》が 61.9％、「どちらともいえない」が 28.7％、《そう思わない》

は 6.6％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 61.7％、女性は 61.1％となっている。 

年齢別にみると、《そう思わない》が 40～49歳で 11.6％と高くなっている。 

 

（３）生活保護受給者に対する偏見や差別がある 

全体では、《そう思う》が 37.3％、「どちらともいえない」が 36.2％、《そう思わない》

は 23.7％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 40.9％、女性は 34.3％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 20～29歳で 46.2％、30～39歳で 43.8％、60～64

歳で 40.9％と高くなっている。 

 

（４）ひきこもりやニートは、本人や家族だけでなく、社会全体の問題である 

全体では、《そう思う》が 48.1％、「どちらともいえない」が 34.5％、《そう思わない》

は 14.5％となっている。 

性別にみると、《そう思わない》が男性は 17.5％、女性は 12.0％となっている。 

年齢別にみると、《そう思わない》が 30～39歳で 18.5、40～49歳で 19.4％、50～

59歳で 18.0％と高くなっている。 

 

（５）児童や高齢者、障害等のある方への虐待を防ぐために、地域でのつながりが重要である 

全体では、《そう思う》が 81.3％、「どちらともいえない」が 12.9％、《そう思わない》

は 3.0％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 80.2％、女性は 82.4％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 18～19歳で 90.9％、20～29歳で 85.9％、65～69

歳で 87.3％と高くなっている。 
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（６）ＤＶ被害を防ぎ、被害者を支援するために、地域でのつながりが重要である 

全体では、《そう思う》が 70.5％、「どちらともいえない」が 20.4％、《そう思わない》

は 5.4％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 69.7％、女性は 71.0％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 18～19歳で 90.9％と高くなっている。 

 

（７）ひとり親家庭の自立を支援するために、地域でのつながりが重要である 

全体では、《そう思う》が 72.9％、「どちらともいえない」が 19.3％、《そう思わない》

は 4.5％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 70.5％、女性は 74.7％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 18～19歳で 81.8％、20～29歳で 79.6％、30～39

歳で 77.4％、65～69歳で 78.2％と高くなっている。 

 

（８）地域づくりには、障害の有無に関わらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべ

ての地域住民と多様な主体が参画し、つながりながら取り組むことが重要である 

全体では、《そう思う》が 82.1％、「どちらともいえない」が 12.5％、《そう思わない》

は 2.5％となっている。 

性別にみると、《そう思う》が男性は 79.7％、女性は 84.3％となっている。 

年齢別にみると、《そう思う》が 18～19歳で 100.0％、20～29歳で 87.0％と高くな

っている。 
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図表 福祉に関する考え方（全体、性別、年齢別） 

 

（１）障害等のある方とない方が、地域社会の中でともに生きるのが当然の姿である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経済的困窮の問題は、本人だけだけなく、社会全体の問題である 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）生活保護受給者に対する偏見や差別がある 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）ひきこもりやニートは、本人や家族だけでなく、社会全体の問題である 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 51.5 32.4 11.7 1.8 0.3 2.3 83.9 11.7 2.1

男性 (n=609) 50.3 31.4 13.3 2.0 0.7 2.3 81.7 13.3 2.7

女性 (n=747) 52.2 33.3 10.6 1.6 0.0 2.3 85.5 10.6 1.6

18～19歳 （n=11) 45.4 27.3 27.3 0.0 0.0 0.0 72.7 27.3 0.0

20～29歳 （n=93) 61.2 26.9 5.4 4.3 1.1 1.1 88.1 5.4 5.4

30～39歳 （n=173) 51.4 32.4 13.3 2.3 0.0 0.6 83.8 13.3 2.3

40～49歳 （n=278) 44.6 40.3 10.4 3.2 1.1 0.4 84.9 10.4 4.3

50～59歳 （n=278) 54.0 30.9 12.6 1.8 0.0 0.7 84.9 12.6 1.8

60～64歳　 （n=115) 51.3 28.7 17.4 0.0 0.0 2.6 80.0 17.4 0.0

65～69歳　 （n=110) 59.1 27.3 9.1 0.0 0.0 4.5 86.4 9.1 0.0

70～74歳　 （n=132) 49.2 32.6 12.9 0.0 0.0 5.3 81.8 12.9 0.0

75歳以上 （n=187) 50.2 31.6 10.2 1.6 0.0 6.4 81.8 10.2 1.6

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 29.0 32.9 28.7 5.7 0.9 2.8 61.9 28.7 6.6

男性 (n=609) 31.3 30.4 29.1 5.9 0.7 2.6 61.7 29.1 6.6

女性 (n=747) 26.0 35.1 29.0 5.8 1.2 2.9 61.1 29.0 7.0

18～19歳 （n=11) 18.2 54.5 27.3 0.0 0.0 0.0 72.7 27.3 0.0

20～29歳 （n=93) 36.5 31.2 26.9 3.2 1.1 1.1 67.7 26.9 4.3

30～39歳 （n=173) 30.6 31.8 27.2 9.8 0.0 0.6 62.4 27.2 9.8

40～49歳 （n=278) 23.7 33.7 30.6 9.4 2.2 0.4 57.4 30.6 11.6

50～59歳 （n=278) 32.1 28.4 30.9 5.8 1.4 1.4 60.5 30.9 7.2

60～64歳　 （n=115) 25.2 36.5 32.2 1.7 0.9 3.5 61.7 32.2 2.6

65～69歳　 （n=110) 29.1 36.3 26.4 2.7 0.0 5.5 65.4 26.4 2.7

70～74歳　 （n=132) 31.8 23.5 31.8 6.1 0.0 6.8 55.3 31.8 6.1

75歳以上 （n=187) 27.3 40.6 22.5 2.1 0.5 7.0 67.9 22.5 2.6

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 12.2 25.1 36.2 18.8 4.9 2.8 37.3 36.2 23.7

男性 (n=609) 14.3 26.6 34.6 16.3 5.4 2.8 40.9 34.6 21.7

女性 (n=747) 10.3 24.0 37.4 21.0 4.6 2.7 34.3 37.4 25.6

18～19歳 （n=11) 9.1 18.2 54.5 9.1 9.1 0.0 27.3 54.5 18.2

20～29歳 （n=93) 12.9 33.3 30.1 20.4 2.2 1.1 46.2 30.1 22.6

30～39歳 （n=173) 10.4 33.4 32.4 19.7 3.5 0.6 43.8 32.4 23.2

40～49歳 （n=278) 12.9 25.5 38.2 17.6 5.4 0.4 38.4 38.2 23.0

50～59歳 （n=278) 15.8 23.7 38.9 18.0 2.9 0.7 39.5 38.9 20.9

60～64歳　 （n=115) 13.9 27.0 38.3 14.8 1.7 4.3 40.9 38.3 16.5

65～69歳　 （n=110) 11.8 19.1 38.2 18.2 8.2 4.5 30.9 38.2 26.4

70～74歳　 （n=132) 9.8 15.9 42.5 18.9 6.8 6.1 25.7 42.5 25.7

75歳以上 （n=187) 8.0 24.1 28.4 23.5 8.0 8.0 32.1 28.4 31.5

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 19.8 28.3 34.5 11.1 3.4 2.9 48.1 34.5 14.5

男性 (n=609) 21.0 27.8 31.2 13.1 4.4 2.5 48.8 31.2 17.5

女性 (n=747) 18.5 28.2 38.1 9.5 2.5 3.2 46.7 38.1 12.0

18～19歳 （n=11) 18.2 18.2 54.5 9.1 0.0 0.0 36.4 54.5 9.1

20～29歳 （n=93) 21.5 29.0 32.2 10.8 5.4 1.1 50.5 32.2 16.2

30～39歳 （n=173) 16.8 31.2 32.9 12.7 5.8 0.6 48.0 32.9 18.5

40～49歳 （n=278) 12.6 28.1 39.2 14.7 4.7 0.7 40.7 39.2 19.4

50～59歳 （n=278) 21.6 25.5 34.2 14.4 3.6 0.7 47.1 34.2 18.0

60～64歳　 （n=115) 25.2 31.4 27.8 10.4 1.7 3.5 56.6 27.8 12.1

65～69歳　 （n=110) 27.3 30.0 30.9 7.3 0.0 4.5 57.3 30.9 7.3

70～74歳　 （n=132) 21.2 22.0 41.6 7.6 2.3 5.3 43.2 41.6 9.9

75歳以上 （n=187) 20.3 31.6 31.6 4.8 2.1 9.6 51.9 31.6 6.9

性別

年齢
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（５）児童や高齢者、障害等のある方への虐待を防ぐために、地域でのつながりが重要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（６）ＤＶ被害を防ぎ、被害者を支援するために、地域でのつながりが重要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（７）ひとり親家庭の自立を支援するために、地域でのつながりが重要である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（８）地域づくりには、障害の有無に関わらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての地域住民 

と多様な主体が参画し、つながりながら取り組むことが重要である 

 

 

 

 

 

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 41.8 39.5 12.9 2.2 0.8 2.8 81.3 12.9 3.0

男性 (n=609) 40.8 39.4 13.5 2.8 1.0 2.5 80.2 13.5 3.8

女性 (n=747) 42.2 40.2 12.6 1.6 0.5 2.9 82.4 12.6 2.1

18～19歳 （n=11) 54.5 36.4 9.1 0.0 0.0 0.0 90.9 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 47.2 38.7 10.8 2.2 0.0 1.1 85.9 10.8 2.2

30～39歳 （n=173) 43.3 39.3 12.7 2.9 1.2 0.6 82.6 12.7 4.1

40～49歳 （n=278) 38.5 40.6 14.4 4.3 1.8 0.4 79.1 14.4 6.1

50～59歳 （n=278) 39.9 44.0 14.0 1.4 0.0 0.7 83.9 14.0 1.4

60～64歳　 （n=115) 36.5 43.5 13.9 0.9 0.9 4.3 80.0 13.9 1.8

65～69歳　 （n=110) 52.8 34.5 6.4 0.9 0.9 4.5 87.3 6.4 1.8

70～74歳　 （n=132) 44.7 31.1 17.4 1.5 0.0 5.3 75.8 17.4 1.5

75歳以上 （n=187) 39.0 39.0 10.7 1.6 1.1 8.6 78.0 10.7 2.7

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 31.6 38.9 20.4 4.5 0.9 3.7 70.5 20.4 5.4

男性 (n=609) 30.5 39.2 20.5 5.4 1.3 3.1 69.7 20.5 6.7

女性 (n=747) 31.9 39.1 20.7 3.7 0.5 4.1 71.0 20.7 4.2

18～19歳 （n=11) 18.2 72.7 9.1 0.0 0.0 0.0 90.9 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 36.6 39.7 18.3 4.3 0.0 1.1 76.3 18.3 4.3

30～39歳 （n=173) 34.7 35.2 23.7 4.6 1.2 0.6 69.9 23.7 5.8

40～49歳 （n=278) 29.1 38.1 22.3 7.9 2.2 0.4 67.2 22.3 10.1

50～59歳 （n=278) 29.9 43.8 21.6 2.9 0.0 1.8 73.7 21.6 2.9

60～64歳　 （n=115) 32.2 40.0 18.3 3.5 1.7 4.3 72.2 18.3 5.2

65～69歳　 （n=110) 40.0 38.2 13.6 1.8 0.9 5.5 78.2 13.6 2.7

70～74歳　 （n=132) 30.3 37.2 19.7 4.5 0.0 8.3 67.5 19.7 4.5

75歳以上 （n=187) 27.8 35.3 20.3 4.3 1.1 11.2 63.1 20.3 5.4

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 28.0 44.9 19.3 3.6 0.9 3.3 72.9 19.3 4.5

男性 (n=609) 26.3 44.2 21.2 3.9 1.1 3.3 70.5 21.2 5.0

女性 (n=747) 28.5 46.2 18.2 3.3 0.7 3.1 74.7 18.2 4.0

18～19歳 （n=11) 36.4 45.4 18.2 0.0 0.0 0.0 81.8 18.2 0.0

20～29歳 （n=93) 35.5 44.1 16.1 3.2 0.0 1.1 79.6 16.1 3.2

30～39歳 （n=173) 27.2 50.2 16.8 2.9 1.7 1.2 77.4 16.8 4.6

40～49歳 （n=278) 23.7 43.1 24.1 6.5 2.2 0.4 66.8 24.1 8.7

50～59歳 （n=278) 24.8 48.3 21.9 3.6 0.0 1.4 73.1 21.9 3.6

60～64歳　 （n=115) 31.3 38.2 23.5 2.6 0.9 3.5 69.5 23.5 3.5

65～69歳　 （n=110) 32.7 45.5 13.6 1.8 0.9 5.5 78.2 13.6 2.7

70～74歳　 （n=132) 28.0 44.7 16.7 3.0 0.8 6.8 72.7 16.7 3.8

75歳以上 （n=187) 29.9 42.8 15.0 2.7 0.0 9.6 72.7 15.0 2.7

性別

年齢

（％） （％）

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

あまり思
わない

全く思わ
ない

無回答
《そう思
う》

どちらと
もいえな
い

《そう思
わない》

全体 (n=1,380) 38.7 43.4 12.5 2.1 0.4 2.9 82.1 12.5 2.5

男性 (n=609) 36.5 43.2 15.1 2.1 0.3 2.8 79.7 15.1 2.4

女性 (n=747) 40.2 44.1 10.4 2.0 0.4 2.9 84.3 10.4 2.4

18～19歳 （n=11) 54.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～29歳 （n=93) 43.0 44.0 10.8 0.0 0.0 2.2 87.0 10.8 0.0

30～39歳 （n=173) 37.0 47.9 11.0 2.9 0.6 0.6 84.9 11.0 3.5

40～49歳 （n=278) 34.9 46.3 15.1 2.9 0.4 0.4 81.2 15.1 3.3

50～59歳 （n=278) 37.1 44.9 15.8 1.1 0.0 1.1 82.0 15.8 1.1

60～64歳　 （n=115) 41.8 38.3 13.0 1.7 1.7 3.5 80.1 13.0 3.4

65～69歳　 （n=110) 43.7 39.1 9.1 3.6 0.0 4.5 82.8 9.1 3.6

70～74歳　 （n=132) 41.6 39.4 11.4 2.3 0.0 5.3 81.0 11.4 2.3

75歳以上 （n=187) 37.4 41.2 9.1 2.1 1.1 9.1 78.6 9.1 3.2

性別

年齢



 

- 34 - 

22 地域の暮らしの満足度：問 28 
 

（１）近隣などとのつきあい 

全体では、「満足している」と「どちらかといえば満足している」を合わせた《満足》が

56.3％、「どちらでもない」が 35.8％、「どちらかといえば満足していない」と「満足して

いない」を合わせた《不満》は 5.5％となっている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》はすべての圏域で５割台となっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は住吉文化センター圏域で 61.0％、是政文化セン

ター圏域で 62.1％と高くなっている。 

 

（２）地域の交流 

全体では、《満足》が 38.1％、「どちらでもない」が 50.9％、《不満》は 7.5％となって

いる。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第五地区で 43.3％と４割を超えている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は西府文化センター圏域で 40.7％、武蔵台分文化

センター圏域で 40.7％、新町文化センター圏域で 41.6％、是政文化センター圏域で 42.6％、

押立文化センター圏域で 41.7％と４割を超えている。 

 

（３）自治会・町会等の活動 

全体では、《満足》が 33.9％、「どちらでもない」が 53.7％、《不満》は 9.1％となって

いる。 

福祉６圏域別にみると、《満足》はすべての圏域で３割台となっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は是政文化センター圏域で 40.8％、押立文化セン

ター圏域で 43.4％と高くなっている。 

 

（４）サークルやボランティアの活動 

全体では、《満足》が 19.1％、「どちらでもない」が 68.1％、《不満》は 8.1％となって

いる。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第二地区で 22.8％、第四地区で 21.3％、第五地区で

22.8％と２割を超えている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は西府文化センター圏域で 21.1％、武蔵台分文化

センター圏域で 23.3％、是政文化センター圏域で 25.0％、押立文化センター圏域で 23.4％

と２割を超えている。 

 

（５）地域の防災対策 

全体では、《満足》が 32.1％、「どちらでもない」が 51.5％、《不満》は 12.6％となっ

ている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第五地区で 38.0％と高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は武蔵台分文化センター圏域で 40.7％と高くなっ

ている。 
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（６）保健福祉サービス 

全体では、《満足》が 32.8％、「どちらでもない」が 53.8％、《不満》は 8.6％となって

いる。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第五地区で 40.3％と高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は武蔵台分文化センター圏域で 43.0％と高くなっ

ている。 

 

（７）相談できる体制 

全体では、《満足》が 25.0％、「どちらでもない」が 59.3％、《不満》は 11.3％となっ

ている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第五地区で 31.6％と高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は武蔵台分文化センター圏域で 30.2％と高くなっ

ている。 

 

（８）買い物などの便利さ 

全体では、《満足》が 71.1％、「どちらでもない」が 11.9％、《不満》は 14.0％となっ

ている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第三地区で 80.8％と高くなっているが、第二地区で

59.7％と低くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は中央文化センター圏域で 81.4％、新町文化セン

ター圏域で 81.1％と高くなっている。一方、是政文化センター圏域で 48.1％、紅葉丘文化

センター圏域で 50.0％と低くなっている。 

 

（９）道路や交通機関等の使いやすさ 

全体では、《満足》が 68.2％、「どちらでもない」が 15.9％、《不満》は 13.1％となっ

ている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第三地区で 77.8％、第四地区で 76.8％と高くなって

おり、第二地区で 61.6％、第五地区で 61.4％と低くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は中央文化センター圏域で 79.3％と高くなってい

る。一方、武蔵台分文化センター圏域で 54.7％、是政文化センター圏域で 50.0％、紅葉丘

文化センター圏域で 54.3％、四谷文化センター圏域で 57.4％と低くなっている。 

 

（10）公的な手続きの便利さ 

全体では、《満足》が 48.9％、「どちらでもない」が 34.7％、《不満》は 13.5％となっ

ている。 

福祉６圏域別にみると、《満足》は第四地区で 59.1％と高くなっており、第二地区と第五

地区でともに 43.3％と低くなっている。 

文化センター圏域別にみると、《満足》は中央文化センター圏域で 61.1％と高くなってい

る。一方、武蔵台分文化センター圏域で 37.2％、紅葉丘文化センター圏域で 37.1％、押立

文化センター圏域で 38.3％と低くなっている。 
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図表 地域の暮らしの満足度（全体、福祉６圏域別、文化センター圏域別） 

 

（１）近隣などとのつきあい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の交流  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（３）自治会・町会等の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 7.7 26.2 53.7 5.5 3.6 3.3 33.9 53.7 9.1

第一地区 (n=288) 6.3 26.0 55.9 5.2 3.8 2.8 32.3 55.9 9.0

第二地区 (n=263) 11.0 26.2 50.6 5.3 4.2 2.7 37.2 50.6 9.5

第三地区 (n=229) 4.4 26.6 56.2 6.6 3.1 3.1 31.0 56.2 9.7

第四地区 (n=169) 8.9 23.7 52.6 7.7 2.4 4.7 32.6 52.6 10.1

第五地区 (n=171) 9.4 26.3 50.3 7.0 3.5 3.5 35.7 50.3 10.5

第六地区 (n=243) 6.6 27.2 56.7 2.9 3.7 2.9 33.8 56.7 6.6

中央文化センター圏域 (n=246) 8.5 22.4 56.9 6.1 4.1 2.0 30.9 56.9 10.2

白糸台文化センター圏域 (n=150) 7.3 17.3 61.5 5.3 5.3 3.3 24.6 61.5 10.6

西府文化センター圏域 (n=118) 8.5 24.6 55.1 5.1 0.8 5.9 33.1 55.1 5.9

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 10.5 29.1 42.9 9.3 4.7 3.5 39.6 42.9 14.0

新町文化センター圏域 (n=137) 2.2 33.6 55.5 5.1 0.7 2.9 35.8 55.5 5.8

住吉文化センター圏域 (n=141) 10.6 25.5 51.9 3.5 5.0 3.5 36.1 51.9 8.5

是政文化センター圏域 (n=108) 13.0 27.8 43.4 7.4 5.6 2.8 40.8 43.4 13.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 2.6 32.8 55.2 3.4 2.6 3.4 35.4 55.2 6.0

押立文化センター圏域 (n=60) 11.7 31.7 44.9 6.7 3.3 1.7 43.4 44.9 10.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 4.4 35.3 54.4 1.5 4.4 0.0 39.7 54.4 5.9

片町文化センター圏域 (n=131) 5.3 21.4 58.8 7.6 2.3 4.6 26.7 58.8 9.9

福祉６圏域

文化
センター
圏域

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 8.2 29.9 50.9 5.7 1.8 3.5 38.1 50.9 7.5

第一地区 (n=288) 6.6 28.5 52.7 5.9 2.8 3.5 35.1 52.7 8.7

第二地区 (n=263) 10.6 28.5 50.7 4.9 2.3 3.0 39.1 50.7 7.2

第三地区 (n=229) 7.9 29.3 51.9 6.6 1.7 2.6 37.2 51.9 8.3

第四地区 (n=169) 8.9 29.0 49.7 5.3 1.8 5.3 37.9 49.7 7.1

第五地区 (n=171) 8.8 34.5 46.7 5.3 0.6 4.1 43.3 46.7 5.9

第六地区 (n=243) 7.0 30.0 53.1 6.6 0.8 2.5 37.0 53.1 7.4

中央文化センター圏域 (n=246) 9.3 24.0 56.6 5.7 2.4 2.0 33.3 56.6 8.1

白糸台文化センター圏域 (n=150) 8.0 22.0 56.1 7.3 3.3 3.3 30.0 56.1 10.6

西府文化センター圏域 (n=118) 7.6 33.1 47.5 5.1 0.8 5.9 40.7 47.5 5.9

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 8.1 32.6 45.3 8.1 1.2 4.7 40.7 45.3 9.3

新町文化センター圏域 (n=137) 5.1 36.5 49.6 5.1 1.5 2.2 41.6 49.6 6.6

住吉文化センター圏域 (n=141) 10.6 27.7 53.2 5.0 0.0 3.5 38.3 53.2 5.0

是政文化センター圏域 (n=108) 12.0 30.6 47.2 3.7 1.9 4.6 42.6 47.2 5.6

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 6.0 33.6 50.1 4.3 1.7 4.3 39.6 50.1 6.0

押立文化センター圏域 (n=60) 6.7 35.0 43.3 10.0 3.3 1.7 41.7 43.3 13.3

四谷文化センター圏域 (n=68) 5.9 32.4 54.3 5.9 1.5 0.0 38.3 54.3 7.4

片町文化センター圏域 (n=131) 7.6 32.1 48.1 6.1 1.5 4.6 39.7 48.1 7.6

福祉６圏域

文化
センター
圏域

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 14.6 41.7 35.8 4.1 1.4 2.4 56.3 35.8 5.5

第一地区 (n=288) 14.9 40.0 38.2 3.8 1.7 1.4 54.9 38.2 5.5

第二地区 (n=263) 16.7 38.8 35.7 4.2 2.3 2.3 55.5 35.7 6.5

第三地区 (n=229) 11.8 46.4 33.6 5.2 1.3 1.7 58.2 33.6 6.5

第四地区 (n=169) 14.8 42.6 33.7 4.7 1.2 3.0 57.4 33.7 5.9

第五地区 (n=171) 15.8 42.1 33.9 3.5 1.2 3.5 57.9 33.9 4.7

第六地区 (n=243) 14.0 41.5 38.3 3.3 0.4 2.5 55.5 38.3 3.7

中央文化センター圏域 (n=246) 12.6 40.3 38.6 5.3 1.6 1.6 52.9 38.6 6.9

白糸台文化センター圏域 (n=150) 17.3 37.3 38.1 4.0 1.3 2.0 54.6 38.1 5.3

西府文化センター圏域 (n=118) 17.8 38.1 35.6 3.4 0.0 5.1 55.9 35.6 3.4

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 16.3 43.1 30.2 5.8 2.3 2.3 59.4 30.2 8.1

新町文化センター圏域 (n=137) 12.4 47.5 34.3 3.6 1.5 0.7 59.9 34.3 5.1

住吉文化センター圏域 (n=141) 17.0 44.0 34.8 2.1 0.0 2.1 61.0 34.8 2.1

是政文化センター圏域 (n=108) 18.5 43.6 29.6 4.6 0.9 2.8 62.1 29.6 5.5

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 13.8 42.2 34.5 5.2 2.6 1.7 56.0 34.5 7.8

押立文化センター圏域 (n=60) 13.3 36.7 38.3 5.0 5.0 1.7 50.0 38.3 10.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 10.3 41.2 44.0 1.5 1.5 1.5 51.5 44.0 3.0

片町文化センター圏域 (n=131) 11.5 44.2 35.9 3.8 0.8 3.8 55.7 35.9 4.6

文化
センター
圏域

福祉６圏域
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（４）サークルやボランティアの活動 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（５）地域の防災対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（６）保健福祉サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 5.3 27.5 53.8 6.6 2.0 4.8 32.8 53.8 8.6

第一地区 (n=288) 5.9 24.7 57.3 5.9 1.7 4.5 30.6 57.3 7.6

第二地区 (n=263) 8.0 24.0 52.4 8.4 1.5 5.7 32.0 52.4 9.9

第三地区 (n=229) 3.9 30.6 52.4 5.7 2.6 4.8 34.5 52.4 8.3

第四地区 (n=169) 4.1 30.8 52.1 5.9 1.8 5.3 34.9 52.1 7.7

第五地区 (n=171) 6.4 33.9 47.4 5.3 2.3 4.7 40.3 47.4 7.6

第六地区 (n=243) 3.3 25.1 58.0 8.2 2.1 3.3 28.4 58.0 10.3

中央文化センター圏域 (n=246) 5.7 31.7 51.3 5.7 2.8 2.8 37.4 51.3 8.5

白糸台文化センター圏域 (n=150) 8.7 23.3 52.0 8.0 3.3 4.7 32.0 52.0 11.3

西府文化センター圏域 (n=118) 5.1 27.1 56.8 4.2 0.0 6.8 32.2 56.8 4.2

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 3.5 39.5 38.4 8.1 4.7 5.8 43.0 38.4 12.8

新町文化センター圏域 (n=137) 3.6 27.0 59.2 5.8 0.0 4.4 30.6 59.2 5.8

住吉文化センター圏域 (n=141) 6.4 27.7 53.2 7.1 2.1 3.5 34.1 53.2 9.2

是政文化センター圏域 (n=108) 8.3 20.4 51.0 11.1 0.9 8.3 28.7 51.0 12.0

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 2.6 28.4 57.9 3.4 1.7 6.0 31.0 57.9 5.1

押立文化センター圏域 (n=60) 5.0 20.0 56.6 10.0 1.7 6.7 25.0 56.6 11.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 1.5 26.5 57.3 10.3 4.4 0.0 28.0 57.3 14.7

片町文化センター圏域 (n=131) 4.6 26.7 58.7 4.6 0.8 4.6 31.3 58.7 5.4

福祉６圏域

文化
センター
圏域

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 5.1 27.0 51.5 9.6 3.0 3.8 32.1 51.5 12.6

第一地区 (n=288) 3.8 24.7 57.3 7.6 3.5 3.1 28.5 57.3 11.1

第二地区 (n=263) 6.5 26.6 46.8 13.3 1.9 4.9 33.1 46.8 15.2

第三地区 (n=229) 3.5 28.8 53.7 8.3 2.6 3.1 32.3 53.7 10.9

第四地区 (n=169) 4.7 32.0 46.8 8.3 4.1 4.1 36.7 46.8 12.4

第五地区 (n=171) 8.8 29.2 48.0 7.6 2.3 4.1 38.0 48.0 9.9

第六地区 (n=243) 4.1 22.6 54.4 11.9 3.7 3.3 26.7 54.4 15.6

中央文化センター圏域 (n=246) 4.5 29.7 53.7 7.7 2.4 2.0 34.2 53.7 10.1

白糸台文化センター圏域 (n=150) 3.3 20.7 58.7 9.3 4.7 3.3 24.0 58.7 14.0

西府文化センター圏域 (n=118) 6.8 22.9 54.2 8.5 0.8 6.8 29.7 54.2 9.3

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 8.1 32.6 44.1 7.0 3.5 4.7 40.7 44.1 10.5

新町文化センター圏域 (n=137) 3.6 29.9 57.7 4.4 1.5 2.9 33.5 57.7 5.9

住吉文化センター圏域 (n=141) 6.4 25.5 49.7 9.9 5.7 2.8 31.9 49.7 15.6

是政文化センター圏域 (n=108) 8.3 24.1 43.6 15.7 0.9 7.4 32.4 43.6 16.6

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 0.9 30.2 50.0 10.3 3.4 5.2 31.1 50.0 13.7

押立文化センター圏域 (n=60) 8.3 30.0 36.8 18.3 3.3 3.3 38.3 36.8 21.6

四谷文化センター圏域 (n=68) 2.9 26.5 50.0 14.7 5.9 0.0 29.4 50.0 20.6

片町文化センター圏域 (n=131) 4.6 25.2 54.2 9.9 2.3 3.8 29.8 54.2 12.2

福祉６圏域

文化
センター
圏域

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 4.6 14.5 68.1 5.2 2.9 4.7 19.1 68.1 8.1

第一地区 (n=288) 4.2 13.9 70.1 4.5 3.1 4.2 18.1 70.1 7.6

第二地区 (n=263) 8.4 14.4 63.2 6.1 3.0 4.9 22.8 63.2 9.1

第三地区 (n=229) 2.6 12.7 72.1 5.7 1.7 5.2 15.3 72.1 7.4

第四地区 (n=169) 4.7 16.6 66.3 5.3 1.8 5.3 21.3 66.3 7.1

第五地区 (n=171) 4.7 18.1 64.4 5.8 2.3 4.7 22.8 64.4 8.1

第六地区 (n=243) 2.9 13.2 71.6 4.5 4.1 3.7 16.1 71.6 8.6

中央文化センター圏域 (n=246) 4.9 13.0 73.2 4.5 2.4 2.0 17.9 73.2 6.9

白糸台文化センター圏域 (n=150) 6.7 10.7 66.6 4.7 5.3 6.0 17.4 66.6 10.0

西府文化センター圏域 (n=118) 4.2 16.9 67.1 4.2 0.8 6.8 21.1 67.1 5.0

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 4.7 18.6 60.4 7.0 3.5 5.8 23.3 60.4 10.5

新町文化センター圏域 (n=137) 1.5 16.8 71.6 3.6 0.7 5.8 18.3 71.6 4.3

住吉文化センター圏域 (n=141) 4.3 12.1 70.8 5.0 3.5 4.3 16.4 70.8 8.5

是政文化センター圏域 (n=108) 10.2 14.8 57.3 9.3 2.8 5.6 25.0 57.3 12.1

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 1.7 15.5 71.5 5.2 0.9 5.2 17.2 71.5 6.1

押立文化センター圏域 (n=60) 6.7 16.7 59.9 6.7 5.0 5.0 23.4 59.9 11.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 1.5 13.2 75.0 4.4 5.9 0.0 14.7 75.0 10.3

片町文化センター圏域 (n=131) 3.8 16.0 66.5 6.1 2.3 5.3 19.8 66.5 8.4

福祉６圏域

文化
センター
圏域
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（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 3.9 21.1 59.3 8.8 2.5 4.4 25.0 59.3 11.3

第一地区 (n=288) 3.1 17.7 65.0 6.9 2.4 4.9 20.8 65.0 9.3

第二地区 (n=263) 5.7 17.1 59.3 11.8 1.9 4.2 22.8 59.3 13.7

第三地区 (n=229) 3.9 22.7 56.9 10.0 2.6 3.9 26.6 56.9 12.6

第四地区 (n=169) 2.4 26.6 55.6 7.7 1.8 5.9 29.0 55.6 9.5

第五地区 (n=171) 5.3 26.3 53.8 7.6 2.9 4.1 31.6 53.8 10.5

第六地区 (n=243) 3.3 21.0 60.1 8.6 3.7 3.3 24.3 60.1 12.3

中央文化センター圏域 (n=246) 2.8 22.8 59.8 8.9 3.3 2.4 25.6 59.8 12.2

白糸台文化センター圏域 (n=150) 6.0 19.3 57.4 9.3 3.3 4.7 25.3 57.4 12.6

西府文化センター圏域 (n=118) 5.1 23.7 56.8 6.8 0.8 6.8 28.8 56.8 7.6

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 3.5 26.7 49.9 10.5 4.7 4.7 30.2 49.9 15.2

新町文化センター圏域 (n=137) 4.4 21.2 61.3 8.8 0.7 3.6 25.6 61.3 9.5

住吉文化センター圏域 (n=141) 5.0 19.1 61.1 7.8 3.5 3.5 24.1 61.1 11.3

是政文化センター圏域 (n=108) 6.5 13.9 60.1 13.0 0.9 5.6 20.4 60.1 13.9

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 0.9 17.2 67.2 5.2 2.6 6.9 18.1 67.2 7.8

押立文化センター圏域 (n=60) 3.3 16.7 56.6 16.7 1.7 5.0 20.0 56.6 18.4

四谷文化センター圏域 (n=68) 1.5 25.0 58.8 10.3 4.4 0.0 26.5 58.8 14.7

片町文化センター圏域 (n=131) 3.1 26.7 56.5 6.1 2.3 5.3 29.8 56.5 8.4

文化
センター
圏域

福祉６圏域

（７）相談できる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（８）買い物などの便利さ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

（９）道路や交通機関等の使いやすさ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 22.4 45.8 15.9 8.8 4.3 2.8 68.2 15.9 13.1

第一地区 (n=288) 18.4 47.8 16.0 11.5 4.2 2.1 66.2 16.0 15.7

第二地区 (n=263) 16.7 44.9 19.8 9.5 5.3 3.8 61.6 19.8 14.8

第三地区 (n=229) 24.5 53.2 9.6 7.0 3.5 2.2 77.7 9.6 10.5

第四地区 (n=169) 34.9 41.9 10.7 6.5 3.0 3.0 76.8 10.7 9.5

第五地区 (n=171) 22.8 38.6 15.8 12.3 7.0 3.5 61.4 15.8 19.3

第六地区 (n=243) 22.2 44.4 21.4 6.6 3.3 2.1 66.6 21.4 9.9

中央文化センター圏域 (n=246) 26.8 52.5 10.2 6.1 2.8 1.6 79.3 10.2 8.9

白糸台文化センター圏域 (n=150) 26.0 48.7 12.0 9.3 2.0 2.0 74.7 12.0 11.3

西府文化センター圏域 (n=118) 28.8 40.8 16.1 4.2 4.2 5.9 69.6 16.1 8.4

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 17.4 37.3 17.4 16.3 9.3 2.3 54.7 17.4 25.6

新町文化センター圏域 (n=137) 24.1 50.4 13.1 7.3 3.6 1.5 74.5 13.1 10.9

住吉文化センター圏域 (n=141) 22.7 46.1 19.9 6.4 2.8 2.1 68.8 19.9 9.2

是政文化センター圏域 (n=108) 13.0 37.0 21.3 13.0 11.1 4.6 50.0 21.3 24.1

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 9.5 44.8 21.6 14.7 6.0 3.4 54.3 21.6 20.7

押立文化センター圏域 (n=60) 13.3 51.7 20.0 8.3 1.7 5.0 65.0 20.0 10.0

四谷文化センター圏域 (n=68) 14.7 42.7 26.5 13.2 2.9 0.0 57.4 26.5 16.1

片町文化センター圏域 (n=131) 32.1 41.9 11.5 7.6 3.8 3.1 74.0 11.5 11.4

福祉６圏域

文化
センター
圏域

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 28.0 43.1 11.9 9.3 4.7 3.0 71.1 11.9 14.0

第一地区 (n=288) 25.3 41.3 13.2 10.1 8.0 2.1 66.6 13.2 18.1

第二地区 (n=263) 19.0 40.7 15.6 14.4 6.5 3.8 59.7 15.6 20.9

第三地区 (n=229) 29.3 51.5 7.0 8.3 1.7 2.2 80.8 7.0 10.0

第四地区 (n=169) 37.9 39.0 7.7 7.7 4.1 3.6 76.9 7.7 11.8

第五地区 (n=171) 34.5 37.4 12.3 8.2 4.1 3.5 71.9 12.3 12.3

第六地区 (n=243) 28.8 46.8 13.6 5.8 2.5 2.5 75.6 13.6 8.3

中央文化センター圏域 (n=246) 35.4 46.0 7.7 6.1 2.8 2.0 81.4 7.7 8.9

白糸台文化センター圏域 (n=150) 28.0 46.0 10.0 8.7 5.3 2.0 74.0 10.0 14.0

西府文化センター圏域 (n=118) 42.4 37.3 9.3 5.1 0.8 5.1 79.7 9.3 5.9

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 22.1 39.6 15.1 11.6 8.1 3.5 61.7 15.1 19.7

新町文化センター圏域 (n=137) 29.2 51.9 9.5 8.0 0.7 0.7 81.1 9.5 8.7

住吉文化センター圏域 (n=141) 28.4 45.4 13.5 7.1 2.8 2.8 73.8 13.5 9.9

是政文化センター圏域 (n=108) 16.7 31.4 16.7 19.4 10.2 5.6 48.1 16.7 29.6

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 12.1 37.9 16.4 15.5 14.7 3.4 50.0 16.4 30.2

押立文化センター圏域 (n=60) 16.7 41.7 21.7 13.3 3.3 3.3 58.4 21.7 16.6

四谷文化センター圏域 (n=68) 20.6 51.4 19.1 7.4 1.5 0.0 72.0 19.1 8.9

片町文化センター圏域 (n=131) 36.6 41.3 6.9 7.6 3.8 3.8 77.9 6.9 11.4

福祉６圏域

文化
センター
圏域
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（10）公的な手続きの便利さ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

（％） （％）

満足して
いる

どちらか
といえば
満足して
いる

どちらで
もない

どちらか
といえば
満足して
いない

満足して
いない

無回答 《満足》
どちらで
もない

《不満》

全体 (n=1,380) 9.8 39.1 34.7 10.2 3.3 2.9 48.9 34.7 13.5

第一地区 (n=288) 6.3 38.4 34.4 13.2 4.9 2.8 44.7 34.4 18.1

第二地区 (n=263) 9.5 33.8 40.0 8.7 4.6 3.4 43.3 40.0 13.3

第三地区 (n=229) 13.1 44.5 28.4 9.6 2.2 2.2 57.6 28.4 11.8

第四地区 (n=169) 17.2 41.9 29.6 7.7 0.6 3.0 59.1 29.6 8.3

第五地区 (n=171) 7.6 35.7 38.0 9.4 5.8 3.5 43.3 38.0 15.2

第六地区 (n=243) 8.2 39.6 37.4 11.5 1.2 2.1 47.8 37.4 12.7

中央文化センター圏域 (n=246) 12.6 48.5 27.2 7.7 2.4 1.6 61.1 27.2 10.1

白糸台文化センター圏域 (n=150) 12.0 38.6 32.0 12.0 2.7 2.7 50.6 32.0 14.7

西府文化センター圏域 (n=118) 7.6 45.0 33.1 7.6 0.8 5.9 52.6 33.1 8.4

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 5.8 31.4 38.4 14.0 8.1 2.3 37.2 38.4 22.1

新町文化センター圏域 (n=137) 14.6 40.8 33.6 8.0 1.5 1.5 55.4 33.6 9.5

住吉文化センター圏域 (n=141) 10.6 36.2 39.8 10.6 0.7 2.1 46.8 39.8 11.3

是政文化センター圏域 (n=108) 7.4 27.8 45.4 8.3 7.4 3.7 35.2 45.4 15.7

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 2.6 34.5 32.8 17.2 8.6 4.3 37.1 32.8 25.8

押立文化センター圏域 (n=60) 8.3 30.0 45.0 10.0 1.7 5.0 38.3 45.0 11.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 4.4 45.6 32.4 14.7 2.9 0.0 50.0 32.4 17.6

片町文化センター圏域 (n=131) 13.0 35.9 37.3 8.4 2.3 3.1 48.9 37.3 10.7

文化
センター
圏域

福祉６圏域
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23 優先して取り組むべき福祉施策：問 29（複数回答（５つまで）） 
 

全体では、「日ごろから防災・防犯を意識した地域づくりの推進」（55.9％）が最も多く、

次いで「相談支援体制や情報提供体制の充実」（40.7％）、「健康づくり・介護予防の推進」

（39.8％）と続いている。 

性別にみると、男性も女性も「日ごろから防災・防犯を意識した地域づくりの推進」が最

も多く、順位の入れ替えはあるものの、「健康づくり・介護予防の推進」と「相談支援体制や

情報提供体制の充実」と続いている。 

年齢別にみると、すべての年齢で「日ごろから防災・防犯を意識した地域づくりの推進」

が最も多くなっており、特に 65～69歳は 66.4％で全体を 10.0ポイント以上上回ってい

る。 

福祉６圏域別にみると、すべての圏域で「日ごろから防災・防犯を意識した地域づくりの

推進」が最も多くなっており、特に第六地区で 60.9％と６割を超え高くなっている。 

文化センター圏域別にみると、すべての圏域で「日ごろから防災・防犯を意識した地域づ

くりの推進」が最も多くなっており、特に四谷文化センター圏域は 67.6％で全体を 10.0

ポイント以上上回っている。 
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図表 優先して取り組むべき福祉施策 

（全体、性別、年齢別、福祉６圏域別、文化センター圏域別：複数回答（５つまで）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

相談支援
体制や情
報提供体
制の充実

権利擁
護・虐待
防止の推
進

日ごろか
ら防災・
防犯を意
識した地
域づくり
の推進

経済的に
困ってい
る人の自
立に向け
た支援

事業者へ
の運営指
導等によ
る福祉
サービス
の質の確
保に向け
た取組

健康づく
り・介護
予防の推
進

地域住民
同士の助
け合いや
支え合い
の促進

地域活動
団体、ボ
ランティ
ア団体、
ＮＰＯ団
体等の育
成・支援

全体 (n=1,380) 40.7 17.0 55.9 19.3 9.7 39.8 22.8 13.2

男性 (n=609) 39.6 17.6 55.5 23.0 10.5 40.4 22.3 13.5

女性 (n=747) 42.4 16.5 56.8 16.2 9.0 39.8 23.0 13.0

18～19歳 （n=11) 9.1 9.1 36.4 27.3 9.1 27.3 36.4 0.0

20～29歳 （n=93) 35.5 18.3 61.3 25.8 11.8 34.4 16.1 10.8

30～39歳 （n=173) 41.6 24.3 54.9 16.8 6.4 31.8 17.9 11.0

40～49歳 （n=278) 39.2 18.3 58.6 18.0 8.6 33.1 20.5 8.6

50～59歳 （n=278) 40.6 17.6 53.6 19.8 11.2 37.8 20.9 13.3

60～64歳　 （n=115) 37.4 17.4 57.4 19.1 9.6 42.6 25.2 22.6

65～69歳　 （n=110) 49.1 15.5 66.4 22.7 10.0 52.7 28.2 15.5

70～74歳　 （n=132) 44.7 9.1 56.1 19.7 12.1 49.2 31.1 14.4

75歳以上 （n=187) 41.2 12.3 48.1 17.6 9.1 47.6 25.7 15.5

第一地区 (n=288) 46.9 19.4 54.2 25.7 10.4 46.9 21.5 10.8

第二地区 (n=263) 38.4 17.5 57.8 17.5 6.8 33.5 21.7 14.4

第三地区 (n=229) 38.0 16.6 52.8 21.4 10.9 39.7 21.4 15.7

第四地区 (n=169) 33.7 17.2 55.0 16.0 8.9 36.1 21.3 13.6

第五地区 (n=171) 45.6 17.0 56.1 18.7 14.0 40.9 25.1 14.6

第六地区 (n=243) 41.2 13.6 60.9 16.0 9.1 40.7 25.9 11.1

中央文化センター圏域 (n=246) 45.1 19.1 54.5 22.4 9.8 43.5 22.4 13.0

白糸台文化センター圏域 (n=150) 46.7 16.0 51.3 21.3 9.3 42.0 23.3 11.3

西府文化センター圏域 (n=118) 44.1 19.5 59.3 10.2 11.9 35.6 28.0 14.4

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 43.0 12.8 57.0 23.3 11.6 43.0 26.7 14.0

新町文化センター圏域 (n=137) 41.6 17.5 53.3 20.4 13.1 35.8 21.2 14.6

住吉文化センター圏域 (n=141) 36.9 14.2 56.0 21.3 12.1 40.4 24.8 13.5

是政文化センター圏域 (n=108) 37.0 19.4 60.2 13.9 6.5 30.6 17.6 16.7

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 37.9 19.8 56.9 25.9 6.9 44.8 19.0 13.8

押立文化センター圏域 (n=60) 30.0 13.3 63.3 23.3 8.3 36.7 26.7 11.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 38.2 13.2 67.6 13.2 7.4 48.5 23.5 7.4

片町文化センター圏域 (n=131) 38.2 16.0 51.9 16.8 9.2 36.6 20.6 13.0

市民・関
連団体・
行政の連
携と協働

互いに理
解し助け
合う福祉
意識の醸
成

市民の誰
もが社会
活動等へ
参加・参
画するた
めの支援

公共施設
やインフ
ラ等のバ
リアフ
リー化や
ユニバー
サルデザ
インの推
進

その他
分からな
い

無回答

全体 (n=1,380) 11.5 21.9 17.1 33.3 2.7 6.6 4.0

男性 (n=609) 11.7 22.7 18.6 36.0 3.0 6.1 3.6

女性 (n=747) 11.5 21.4 15.7 31.2 2.5 7.0 4.0

18～19歳 （n=11) 0.0 27.3 18.2 27.3 0.0 9.1 0.0

20～29歳 （n=93) 10.8 16.1 16.1 39.8 5.4 6.5 2.2

30～39歳 （n=173) 8.1 19.7 21.4 42.8 4.0 6.4 0.6

40～49歳 （n=278) 12.6 19.8 15.1 33.5 3.6 7.6 2.9

50～59歳 （n=278) 14.0 21.9 19.8 33.5 3.2 6.5 1.8

60～64歳　 （n=115) 13.9 25.2 20.9 28.7 1.7 5.2 4.3

65～69歳　 （n=110) 10.9 23.6 14.5 39.1 0.9 5.5 2.7

70～74歳　 （n=132) 15.2 23.5 14.4 27.3 0.8 4.5 6.8

75歳以上 （n=187) 7.0 25.7 12.8 24.6 1.1 8.6 11.2

第一地区 (n=288) 12.8 20.8 18.8 38.9 2.1 5.6 2.4

第二地区 (n=263) 8.7 23.6 16.0 31.6 3.8 5.7 5.3

第三地区 (n=229) 11.8 20.1 17.9 30.1 3.1 6.1 5.2

第四地区 (n=169) 14.8 24.9 21.3 33.1 0.6 7.1 3.0

第五地区 (n=171) 12.3 17.0 15.2 33.9 4.1 8.2 4.1

第六地区 (n=243) 9.9 24.3 14.8 32.1 2.5 6.6 2.5

中央文化センター圏域 (n=246) 11.4 18.7 22.4 38.2 2.8 3.7 3.3

白糸台文化センター圏域 (n=150) 14.0 20.7 18.7 38.0 2.7 8.0 3.3

西府文化センター圏域 (n=118) 12.7 21.2 16.9 33.9 1.7 4.2 5.9

武蔵台文化センター圏域 (n=86) 10.5 18.6 14.0 25.6 5.8 11.6 3.5

新町文化センター圏域 (n=137) 16.1 23.4 17.5 29.9 2.2 8.0 3.6

住吉文化センター圏域 (n=141) 9.9 29.8 14.2 26.2 0.0 7.1 3.5

是政文化センター圏域 (n=108) 4.6 25.0 15.7 24.1 4.6 6.5 6.5

紅葉丘文化センター圏域 (n=116) 11.2 19.8 17.2 33.6 2.6 4.3 3.4

押立文化センター圏域 (n=60) 10.0 25.0 13.3 36.7 1.7 5.0 6.7

四谷文化センター圏域 (n=68) 8.8 20.6 16.2 38.2 5.9 4.4 0.0

片町文化センター圏域 (n=131) 13.7 20.6 15.3 38.9 2.3 9.2 2.3

文化
センター
圏域

性別

年齢

福祉６圏域

文化
センター
圏域

福祉６圏域

年齢

性別


