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第１章 調査概要 
 

１．調査の目的 
 
広陵町第２期地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定にあたって、住民の「地域福祉」に

ついての考えや地域活動への参加状況、今後の施策などを把握し、計画づくりの基礎資料を

得るために、調査を実施しました。 
 

２．調査対象及び調査方法 

調査対象 町内に居住する 18歳以上の住民 

抽出方法 無作為抽出 

調査方法 郵送法（郵送による配布・回収） 

調査期間 令和５年８月～９月 

  

３．配布・回収状況 

配布数 2,000票 

有効回収数 769票 

回収率 38.5％ 

 

４．報告書の見方について 

●ｎは、質問に対する無回答を含む集計対象総数で割合算出の基準です。 

●割合は、ｎに対する各回答数の百分率で表しています。なお、小数点以下第２位を四捨五

入して、小数点以下第１位までを表記しているため、単数回答（複数の選択肢から１つの

選択肢を選ぶ方式）の設問では、合計が 99.9％や 100.1％など、100.0％とならない場

合があります。 

●複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢

ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。一人の回答者が複数〇を付

けられるため、合計が 100.0％を超える場合があります。 

●平成 30 年（2018）に実施した住民アンケート調査（以下、前回）と同じ設問は、前回

の結果との比較をしています。 

●クロス集計表の表側（分類層）は、無回答（不明）を除いているため、各層の実数と集計

対象総数が一致しないことがあります。 

●掲載しているグラフは、単数回答の設問については、帯グラフで表示しています。一部の

設問では、見やすさを考慮して、棒グラフで表示している場合があります。また、複数回

答の設問については、棒グラフで表示して、選択肢項目を回答数の多い順に並び替えてい

ます。ただし、順番に意味がある場合や「特にない」「その他」については、選択肢順に

表示しています。 

●本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。  
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第２章 調査結果 
 

結果の概要 

１．あなたご自身のことについて 

・回答者の属性について、年齢は「65 歳未満」の占める割合（今回：58.9％、前回：56.7％）が 6

割程度、世帯構成は「核家族世帯」の占める割合（今回：79.5％、前回：78.0％）が８割程度と

なっており、前回と比べて大きな違いはみられません。なお、居住年数は「30 年以上」の占める割

合（今回：48.9％、前回：41.0％）が前回と比べて増加しています。 

・日頃の主な外出先・活動場所（勤務先等）は「町内」が40.3％、「町外」が44.0％とほぼ同数とな

ります。年齢別でみると、65 歳未満では「町外」、65 歳以上では「町内」が最も多くなっていま

す。なお、40歳未満では「町外」が７割を超えています。 

・新型コロナウイルス感染症の流行による意識の変化は「健康に気を付けるようになった」が 56.8％

と最も多く、次いで「人とのつながりの大切さを知ることができた」が22.4％と続いています。 

２．地域とのかかわりについて 

・助け合える地域の範囲は「隣近所」と答えた方が 43.3％と最も多く、次いで「区・自治会単位」が

25.5％と続いています。前回と比べて、「区・自治会単位」と答えた方の割合（今回：25.5％、前

回：32.7％）が減少しています。 

・ご近所との関係について、『つきあいがあまりない』（「ほとんど近所づきあいはない」と「会えばあ

いさつをする程度の人がいる」を合わせた割合）と答えた方は 39.4％（前回：30.4％）となって

います。年齢別でみると、年齢が若い層ほど『つきあいがあまりない』の割合が高く、「18～29 

歳」では 75.0％となっています。なお、つきあいがあまりない理由としては「かかわる機会や時間

がないから」（68.3%）、「特に必要を感じないから」（33.0％）が上位に挙げられています。 

・今後の近所づきあいは「現状のままでよい」と答えた方が 75.9％（前回：71.0％）と最も多く、

前回と比べて、「近所づきあいを深めたい」と答えた方の割合（今回：16.6％、前回：21.6％）が

減少しています。 

・地域の暮らしやすさについて、『暮らしやすい』（「とても暮らしやすい」と「どちらかというと暮ら

しやすい」を合わせた割合）と答えた方は 87.8％（前回：85.1％）となっています。なお、暮ら

しにくい理由として、「道路事情や交通の便が悪い」や「日常の買い物が不便」が上位に挙げられて

います。 

・「ヤングケアラー」という言葉を「知っている」と答えた方の割合は 74.8％となっています。ま

た、ご近所に「ヤングケアラー」と思われる子どもがいるかについては、「いる（いるような気がす

る）」と答えた方の割合は4.0％となっています。 
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３．地域福祉について 

・地域住民が自主的に支え合い、助け合う関係について、『必要』（「必要だと思う」と「どちらかとい

うと必要だと思う」を合わせた割合）と答えた方は82.2%（前回：87.3％）となっています。 

・ご近所で支援や協力できることは「あいさつや安否確認などの声かけ」が 55.3％と最も多く、次い

で「話し相手」（32.6％）、「災害時の避難支援・安否確認」（23.5％）と続いています。前回と比

べて、上位に挙げられている項目に変化はみられませんが、「買い物の手伝い・代行」（今回：

13.8％、前回：9.8％）と答えた方がやや増加しています。 

・住民と行政との関係は「福祉サービスの充実のために、住民も行政も協力し合い、協働して取り組

むべきである」（33.4％）、「行政が担当すべきだが、手の届かない部分は住民が協力すべきであ

る」（32.1％）と答えた方の割合がともに3割を超えています。前回と比べて、「行政が担当すべき

だが、手の届かない部分は住民が協力すべきである」（今回：32.1％、前回：29.6％）がやや増加

しています。 

４．ボランティア活動について 

・地域活動やボランティア活動に『現在参加している』現在参加しており、今後も参加したい」と

「現在参加しているが、今後は参加するつもりはない」を合わせた割合）と答えた方が 18.0％（前

回：18.0％）となっています。また、地域活動やボランティア活動に『今後参加したい』（「現在参

加しており、今後も参加したい」と「現在参加していないが、今後は参加したい」を合わせた割

合）と答えた方が47.8%（前回：46.3％）となっています。 

・現在参加している（今後参加したい）活動は「地域の清掃など環境美化に関する活動」が 32.2％

（前回：34.0％）と最も多くなっています。前回と比べて、「子育ての支援や子どもの世話に関す

る活動」の割合（今回：24.5％、前回：21.2％）が増加し、「地域づくりに関する活動」の割合

（今回：19.1％、前回：25.3％）が減少しています。 

・ボランティア活動等をする上で改善が必要と思うことは「参加者がなかなか集まらないこと」が

40.2%（前回：39.8％）と最も多くなっています。前回と比べて、「活動に関する情報収集や情報

発信をする場、機会が少ないこと」の割合（今回：17.2％、前回：32.2％）が減少しています。 

・ボランティア活動等に参加しない理由は、前回と同様に「参加する時間がない」の割合（今回：

49.9% 、前回：47.6％）が最も多くなっています。また、主な外出先・活動場所でみると、「参

加する時間がない」の割合は「町外」（71.1%）の方が「町内」（34.2%）よりも高くなっていま

す。 

・福祉ボランティア普及に必要なことは「困っている人と助けることのできる人をつなぐ仕組みをつ

くる」が 37.8％と最も多く、次いで「地域に住む人同士が互いに理解し合い、助け合おうという意

識を深める」が 31.3％と続いています。前回と比べて、「住民自らが日ごろから地域のつながりを

持つように心がける」の割合（今回：27.0％、前回：31.8％）が減少しています。 
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５．地域福祉にかかわる団体等について 

・民生委員・児童委員について「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」と答えた方

が 61.9％（前回：58.4％）と最も多くなっています。地区担当の民生委員・児童委員の認知度

（「知っている」と答えた方）は 43.2％（前回：38.7％）となっています。地域福祉委員について

は「名前も活動内容もよく知らない」と答えた方が 68.7％（前回：68.4％）と最も多くなってい

ます。 

・ふれあい・いきいきサロンについて「名前も活動内容もよく知らない」と答えた方が 56.3％（前

回：57.0％）と最も多くなっています。なお、ふれあい・いきいきサロンへの参加状況（「参加し

たことがある」と答えた方）は4.7％（前回：5.5％）となっています。 

・社会福祉協議会について「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」と答えた方が

50.8％（前回：49.6％）と最も多くなっています。また、社会福祉協議会が今後充実して欲しい

活動・支援として上位に挙げられているものは「福祉に関する情報提供の充実（インターネット等

を含む）」（30.0％）、「子育て支援の充実」（27.8％）、「福祉に対する要望、ニーズの把握とサービ

スの企画・実施」（26.7％）、「介護保険や障害者総合支援法以外の在宅福祉サービスの充実」

（24.7％）、「防災に関する活動」（22.8％）と多岐にわたっています。年齢別でみると「30～39 

歳」では「子育て支援の充実」（61.4％）が第１位に挙げられています。 

６．相談について 

・暮らしの問題で困ったときの相談相手は「家族・親戚」（今回：69.8％、前回：72.9%）、「友人・

知人」（今回：47.5％、前回：46.5％）と答えた方が多くなっています。また、第３位には「役場

などの相談窓口（地域包括支援センターを含む）」（今回：17.8％、前回：15.2％）が挙げられ、

前回と比べて年齢が若い層において増加しており、年齢による大きな差はみられません。 

・町の福祉窓口を「利用したことがある」と答えた方は 22.4％（前回：21.1％）となっています。

また、福祉窓口の利用しやすさについて「利用しやすかった」と答えた方は 90.1％（前回：

84.8％）となっています。 

・町の各窓口で相談や手続きを行う場合、希望する窓口としては「１か所で何でも相談や手続きをす

ることができる」（48.6％）、「別の部署のことも含めて自分に必要な情報や手続きがすぐわかる」

（44.5％）と答えた方が多くなっています。前回と比べて、「自宅からインターネットで必要な情

報や申請書を入手したり、申請手続きができる」の割合（今回：29.6％、前回：19.1％）が 10.5

ポイント増加しています。 

７．災害時における助け合いについて 

・身近な要配慮者（ひとり暮らし高齢者や障がいのある方など、災害発生時に気になる人）の認識に

ついて「いる」と答えた方が36.7％（前回：34.3％）となっています。 

・地域での災害への備えについて、重要だと思う災害対策は「自分や同居する家族の避難方法の確

認」が 62.0％と最も多く、次いで「危険箇所の把握」（47.5％）、「日ごろから隣近所とのあいさ

つ、声かけやつきあい」（37.8％）と続いています。また、実施している災害対策は「自分や同居

する家族の避難方法の確認」が 32.1％と最も多く、次いで「地域での避難訓練の実施」

（29.6％）、「日ごろから隣近所とのあいさつ、声かけやつきあい」（24.2％）と続いています。 

・重要と実施との差が大きい災害対策は「危険箇所の把握」（重要：47.5％、実施：12.6％）、「自分

や同居する家族の避難方法の確認」（重要：62.0％、実施：32.1％）となっています。 
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８．その他の福祉問題について 

・孤立死について「見聞きしたことはない」と答えた方が 54.7％と最も多く、次いで「うわさを耳に

したことがある」（34.6％）、「近所でそのような方がいたのを知っている」（8.7％）となっていま

す。前回と比べて、「近所でそのような方がいたのを知っている」の割合（今回：8.7％、前回：

5.2％）がやや増加しています。 

・自殺対策基本法について「知らない」と答えた方が 64.8％と最も多く、次いで「聞いたことはある

が内容は知らない」（25.5％）、「内容を知っている」（7.7％）となっています。前回と比べて、大

きな違いはみられません。 

・最近６か月間に「死にたい」と思うほどの悩みやストレスを感じたことが『あった』（「よくあっ

た」と「たまにあった」を合わせた割合）と答えた方は 11.2％（前回：8.0%）となっています。

また、悩みの主な原因は「家庭問題」が 40.7％（前回：45.2％）と最も多く、年齢別でみると、

40 歳未満の層では「経済・生活問題」、「40～49 歳」では「就労・職場問題」、50 歳以降の層

では「家庭問題」の割合が最も多くなっています。 

・自殺を減少させるために重要なことは「気軽に相談できる場所（電話相談など）の充実」と答えた

方が 62.4％（61.3％）と最も多く、次いで「学校での「いのちの教育」の充実」が 43.4％（前

回：45.1％）と続いています。 

・子どもや高齢者、障がい者に対する虐待について「見聞きしたことはない」と答えた方が 71.0％と

最も多く、次いで「うわさを耳にしたことがある」（23.4％）、「近所でそのような方がいたのを知

っている」（2.9％）となっています。前回と比べて、「見聞きしたことはない」の割合（今回：

71.0％、前回：63.4％）が増加しています。 

・虐待通報義務の認知度（「知っている」と答えた方）は 60.3％（前回：60.6％）、児童相談所全国

共通ダイヤルの認知度は23.4％（前回：19.2％）となっています。 

・高齢者の「セルフ・ネグレクト」について「知っている」と答えた方は 28.2％（前回：24.7％）

となっています。 

９．これからの福祉に必要なことについて 

・地域福祉を担う主体について「福祉や地域のことは、行政も住民も協力し、共に取り組むべきであ

る」と答えた方が 41.0％と最も多く、次いで「できるだけ人に頼らず、自分でできることは自分で

やっていきたい」（23.7％）と続いています。前回と比べて、「福祉や地域のことは、行政がしっか

りと面倒をみるべきである」の割合（今回：13.8％、前回：9.4％）がやや増加しています。 

・福祉サービス情報の入手方法は「町の広報紙」と答えた方が 81.1％と最も多く、次いで「町のホー

ムページ」（27.4％）、「地区の回覧板や集会」（21.1％）、「知人・友人」（13.8％）、「家族・親族

（同居・別居を問わず）」（13.0％）と続いています。前回と比べて、「町のホームページ」の割合

（今回：27.4％、前回：12.1％）が15.3ポイント増加しています。 

・知りたい福祉情報は「高齢者や障がい者のサービスの情報」と答えた方が 43.0％と最も多く、次い

で「介護保険や福祉のサービス提供事業者の情報」（37.5％）、「健康づくりについてのサービスの

情報」（37.2％）、「健康づくりや生きがいづくりについての学習機会（講座や教室）」（22.8％）、

「子育てについてのサービスの情報」（20.4％）と続いています。 

・地域福祉で重要な取り組みは「身近な相談窓口の充実」と答えた方が 47.6％と最も多く、次いで

「在宅福祉サービスの充実」（44.7％）、「施設サービスの充実」（35.4％）、「手当など、個人や家

族に対する金銭的な援助の充実」（33.7％）、「福祉に関する情報提供の充実」（28.5％）と続いて

います。年齢別でみると、50 歳未満では「手当など、個人や家族に対する金銭的な援助の充実」、

50 歳代では「身近な相談窓口の充実」、60 歳以上では「在宅福祉サービスの充実」が第１位に挙

げられています。前回と比べて、「手当など、個人や家族に対する金銭的な援助の充実」の割合（今

回：33.7％、前回：29.6％）がやや増加する一方で、「住民が共に支え合い、助け合える地域づく

りの推進」の割合（今回：18.7％、前回：26.8％）が減少しています。 
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【総評】 

・「近所づきあいがあまりない」と答えた方が 39.4％（前回：30.4%）と増加し、「近所づきあいを

深めたい」と答えた方が 16.6％（前回：21.6％）と減少するなど、ここ 5 年間で人と人とのつな

がりがさらに希薄化していることがうかがえます。また、住民と行政との関係や地域福祉を担う主

体についての回答結果をみると、「住民と行政が協働する」、「行政が担当すべき」、「自分でできるこ

とはやる」などが拮抗しており、住民の考え方が多様化していることが分かります。 

・地域福祉で重要な取り組みとしては、「身近な相談窓口の充実」（47.6％）と答えた方が最も多く、

困ったときの相談相手としての「役場などの相談窓口（地域包括支援センターを含む）」は年齢が若

い層において前回から増加しており、年齢を問わずニーズがみられます。また、希望する窓口とし

て「１か所で何でもできて、必要な情報や手続きがすぐわかる」窓口が求められていることが分か

ります。これらのニーズを踏まえた相談支援の体制づくりが重要です。 

・希望する窓口での「自宅からインターネットで必要な情報や申請書を入手したり、申請手続きがで

きる」（今回：29.6％、前回：19.1％）、福祉サービス情報の入手方法での「町のホームページ」

（今回：27.4％、前回：12.1％）など、インターネットを活用したサービス提供に関する項目

が、前回と比べて大幅に増加しています。ネット環境を利用できない方に配慮しつつ、ネットを活

用した情報発信・提供や地域活動への参加機会などを推進していくことが重要です。 

・現行計画の目標指標については、①「ボランティアに参加している人」の割合（18％→30％）：

18.0％、②「ご近所で助け合える親しい人がいる」割合（25％→38％）：21.8％、③「サロンに

参加したことがある」割合（5.5％→17％）：4.7％となっており、目標値に達している項目はあり

ません。今回の数値は新型コロナウイルス感染症の流行による影響を考慮する必要がありますが、

コロナ禍で工夫して実施した取り組みを踏まえつつ、第２期計画においては、ターゲット層に沿っ

た目標設定（年齢別の参加状況の把握など）等が望まれます。 
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１．あなたご自身のことについて 

（１）性別 

問１ 性別をお答えください。（単数回答） 

・「男性」が 40.2％、「女性」が 57.9％、「その他」と「答えたくない」がともに 0.3％となっ

ています。 

図 1 性別 

 

（２）年齢 

問２ 令和５年８月１日現在の年齢をお答えください。（単数回答） 

・「18～29歳」が 7.8％、「30～39歳」が 10.8％、「40～49歳」が 13.7％、「50～59歳」

が 17.0％、「60～64 歳」が 9.6％、「65～74 歳」が 27.6％、「75 歳以上」が 12.4％と

なっています。 

・前回と比べて、「75歳以上」の割合（今回：12.4％、前回：17.7％）が減少しています。 

図 2 年齢 

 

 

 

  

42.3

40.2

56.4

57.9

0.1

0.3

0.1

0.3

1.0

1.4

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

男性 女性 その他 答えたくない 無回答

7.3

7.8

11.1

10.8

14.0

13.7

13.7

17.0

10.6

9.6

24.7

27.6

17.7

12.4

0.9

1.2

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳

65～74歳 75歳以上 無回答
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（３）世帯構成 

問３ 世帯構成をお答えください。（単数回答） 

・「親と子どもの世帯」が44.1％と最も多く、次いで「夫婦世帯」が35.4％、「単身世帯（ご本

人がひとり）」が 8.3％、「親と子どもと孫の三世代世帯」が 6.6％となっています。 

・年齢別でみると、「親と子どもの世帯」は 60歳未満の各年齢層で最も高く、「40～49 歳」で

８割を占めています。また、60歳以上では「夫婦世帯」が最も高くなっています。 

・前回と比べて、「親と子どもと孫の三世代世帯」の割合（今回：6.6％、前回：12.6％）が減

少しています。 

図 3 世帯構成 

 

 

ｎ数 単身世
帯 （ ご
本人が
ひとり） 

夫婦世
帯 

親と子
ど も の
世帯 

親と子
ど も と
孫の三
世代世
帯 

その他 無回答 

全体  769 8.3% 35.4% 44.1% 6.6% 3.8% 1.8% 

年齢 

18～29歳 60 5.0% 3.3% 73.3% 13.3% 3.3% 1.7% 

30～39歳 83 6.0% 16.9% 71.1% 4.8% 1.2% 0.0% 

40～49歳 105 1.9% 13.3% 80.0% 2.9% 1.9% 0.0% 

50～59歳 131 8.4% 24.4% 53.4% 7.6% 3.8% 2.3% 

60～64歳 74 6.8% 41.9% 33.8% 8.1% 9.5% 0.0% 

65～74歳 212 12.3% 58.5% 19.3% 4.2% 5.2% 0.5% 

75歳以上 95 12.6% 57.9% 16.8% 10.5% 1.1% 1.1% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

（注）クロス集計表の表側（分類層）は、無回答（不明）を除いているため、各層の合計と全体が一致しないことがあります。

（以下、同じ） 

 

 

  

5.3

8.3

33.8

35.4

44.2

44.1

12.6

6.6

2.8

3.8

1.3

1.8

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

単身世帯（ご本人がひとり） 夫婦世帯 親と子どもの世帯

親と子どもと孫の三世代世帯 その他 無回答
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（４）同居家族 

問４ あなた自身、または、あなたが同居している家族に、次のような方はいらっしゃいま

すか。（単数回答） 

・「65 歳以上の方」が 41.7％と最も多く、次いで「いずれもいない」が 29.0％、「中学生・高

校生」が 13.0％、「小学生」が 10.9％、「障がいのある方」が 9.5％と続いています。 

図 4 同居家族 

 

（５）職業 

問５ ご職業をお答えください。（単数回答） 

・「会社員・団体職員・公務員等」が 29.0％と最も多く、次いで「専業主婦・主夫」と「無職」

がともに 19.4％、「パート・アルバイト」が 16.1％、「自営業（農業等を除く）」が 7.7％と

続いています。 

図 5 職業 

4.2

6.5

10.9

13.0

41.7

5.9

9.5

29.0

3.5

4.9

8.0

12.2

13.9

45.5

8.5

8.1

25.5

3.0

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

妊産婦・乳児（２歳未満）

乳児を除く小学校前の幼児

小学生

中学生・高校生

65歳以上の方

介護を必要とする方

障がいのある方

いずれもいない

無回答
今回 (n=769)
前回 (n=776)

27.3

29.0

8.5

7.7

1.4

1.2

3.1

3.5

17.3

19.4

13.4

16.1

25.5

19.4

2.4

2.1

1.0

1.7

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

会社員・団体職員・公務員等 自営業（農業等を除く） 農業等

学生 専業主婦・主夫 パート・アルバイト

無職 その他 無回答
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（６）居住地区 

問６ お住まいの地区をお答えください。（単数回答） 

・「真美ヶ丘第二小学校区」が27.2％と最も多く、次いで「広陵西小学校区」が25.6％、「真美

ヶ丘第一小学校区」が 19.2％、「広陵北小学校区」が 13.7％、「広陵東小学校区」が 13.0％

となっています。 

図 6 居住地区 

 

（７）居住年数 

問７ 広陵町にお住まいになってからの年数（居住歴）をお答えください。進学や就職のた

めに町外に転出後に戻ってこられた場合は合計年数でお答えください。（単数回答） 

・「30 年以上」が 48.9％と最も多く、次いで「20～30 年未満」が 19.2％、「10～20 年未

満」が17.0％、「５～10年未満」が6.5％、「１～５年未満」が6.1％、「１年未満」が2.0％

となっています。 

・前回と比べて、「30年以上」の割合（今回：48.9％、前回：41.0％）が増加しています。 

図 7 居住年数 

 

  

26.3

25.6

14.2

13.0

14.3

13.7

19.6

19.2

24.7

27.2

0.9

1.3

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

広陵西小学校区 広陵東小学校区 広陵北小学校区

真美ヶ丘第一小学校区 真美ヶ丘第二小学校区 無回答

2.7

2.0

8.4

6.1

6.1

6.5

19.8

17.0

19.7

19.2

41.0

48.9

2.3

0.3

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

１年未満 １～５年未満 ５～10年未満 10～20年未満

20～30年未満 30年以上 無回答
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（８）主な外出先・活動場所（勤務先等） 

問８ あなたの日頃の主な外出先・活動場所（勤務先等）をお答えください。（単数回答） 

・「町内」が 40.3％、「町外」が 44.0％、「どちらともいえない」が 15.2％となっています。 

・年齢別でみると、65 歳未満の各年齢層では「町外」が最も多く、65 歳以上では「町内」が

最も多くなっています。 

図 8 主な外出先・活動場所（勤務先等） 

 

 
ｎ数 町内 町外 ど ち ら

と も い
えない 

無回答 

全体  769 40.3% 44.0% 15.2% 0.5% 

性別 
男性 309 33.7% 50.5% 15.2% 0.6% 

女性 445 44.9% 40.0% 14.6% 0.4% 

年齢 

18～29歳 60 10.0% 81.7% 8.3% 0.0% 

30～39歳 83 21.7% 69.9% 8.4% 0.0% 

40～49歳 105 29.5% 61.9% 7.6% 1.0% 

50～59歳 131 31.3% 56.5% 11.5% 0.8% 

60～64歳 74 37.8% 45.9% 14.9% 1.4% 

65～74歳 212 56.1% 21.7% 22.2% 0.0% 

75歳以上 95 66.3% 11.6% 21.1% 1.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 46.7% 42.1% 10.7% 0.5% 

広陵東小学校区 100 42.0% 43.0% 15.0% 0.0% 

広陵北小学校区 105 36.2% 49.5% 13.3% 1.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 39.9% 41.9% 16.9% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 35.4% 46.4% 18.2% 0.0% 

居住歴 

１年未満 15 20.0% 73.3% 6.7% 0.0% 

１～５年未満 47 34.0% 51.1% 14.9% 0.0% 

５～10年未満 50 18.0% 70.0% 10.0% 2.0% 

10～20年未満 131 25.2% 61.8% 12.2% 0.8% 

20～30年未満 148 33.1% 52.7% 13.5% 0.7% 

30年以上 376 52.9% 28.7% 18.1% 0.3% 

世帯構成 

単身世帯 64 53.1% 31.3% 15.6% 0.0% 

夫婦世帯 272 48.9% 33.1% 17.6% 0.4% 

親と子どもの世帯 339 31.0% 54.6% 13.9% 0.6% 

三世代世帯 51 43.1% 47.1% 7.8% 2.0% 

その他 29 37.9% 48.3% 13.8% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

40.3 44.0 15.2 0.5

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

今回

(n=769)

町内 町外 どちらともいえない 無回答



 

12 

 

（９）新型コロナウイルス感染症の流行による意識の変化 

問９ 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、あなたの意識に変化はありましたか。 

（複数回答） 

・「健康に気を付けるようになった」が 56.8％と最も多く、次いで「人とのつながりの大切さを

知ることができた」が22.4％、「外出しなくなった」が20.5％、「特にない」が19.2％、「人

と会わなくなった」が 19.0％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「健康に気を付けるようになった」の割合が最も多くなっていま

す。 

図 9 新型コロナウイルス感染症の流行による意識の変化 

 

 

ｎ数 外出しな
くなった 

人と会わ
なくなっ
た 

人や 物
に触るの
が怖くな
った 

不安にな
ることが
多くなっ
た 

健康に気
を付ける
ようにな
った 

人とのつ
ながりの
大切さを
知ること
ができた 

その他 特にない 無回答 

全体  769 20.5% 19.0% 12.4% 13.9% 56.8% 22.4% 3.9% 19.2% 0.3% 

性別 
男性 309 17.8% 12.9% 8.4% 10.0% 54.4% 17.5% 2.3% 26.2% 0.0% 

女性 445 22.9% 23.1% 15.3% 16.6% 58.9% 25.6% 4.9% 13.9% 0.4% 

年齢 

18～29歳 60 21.7% 21.7% 11.7% 11.7% 46.7% 21.7% 3.3% 26.7% 0.0% 

30～39歳 83 12.0% 16.9% 18.1% 19.3% 60.2% 18.1% 4.8% 21.7% 0.0% 

40～49歳 105 25.7% 21.9% 18.1% 11.4% 41.9% 20.0% 3.8% 24.8% 0.0% 

50～59歳 131 21.4% 22.1% 22.1% 21.4% 52.7% 23.7% 6.1% 16.8% 0.0% 

60～64歳 74 12.2% 12.2% 9.5% 12.2% 64.9% 18.9% 2.7% 16.2% 0.0% 

65～74歳 212 19.8% 17.0% 6.1% 10.4% 63.2% 22.2% 3.8% 17.5% 0.5% 

75歳以上 95 30.5% 22.1% 5.3% 13.7% 62.1% 29.5% 1.1% 15.8% 1.1% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

56.8

22.4

20.5

19.0

13.9

12.4

3.9

19.2

0.3

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

健康に気を付けるようになった

人とのつながりの大切さを知ることができた

外出しなくなった

人と会わなくなった

不安になることが多くなった

人や物に触るのが怖くなった

その他

特にない

無回答
今回 (n=769)
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２．地域とのかかわりについて 

（１）助け合える地域の範囲 

問 10 あなたにとって、住民が互いに助け合いができる「地域」の範囲は次のどれだと思

いますか。（単数回答） 

・「隣近所」が 43.3％と最も多く、次いで「区・自治会単位」が 25.5％、「わからない」が

12.5％、「町全域」が 10.0％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「隣近所」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「区・自治会単位」の割合（今回：25.5％、前回：32.7％）が減少していま

す。 

図 10 助け合える地域の範囲 

 

 
ｎ数 隣近所 区 ・ 自

治会単
位 

小学校
区単位 

中学校
区単位 

町全域 その他 わから
ない 

無回答 

全体  769 43.3% 25.5% 5.9% 0.8% 10.0% 1.4% 12.5% 0.7% 

性別 
男性 309 40.8% 29.1% 5.5% 1.0% 8.7% 1.9% 12.3% 0.6% 

女性 445 45.6% 22.7% 6.1% 0.7% 10.8% 1.1% 12.4% 0.7% 

年齢 

18～29歳 60 38.3% 11.7% 11.7% 6.7% 8.3% 1.7% 21.7% 0.0% 

30～39歳 83 38.6% 18.1% 10.8% 1.2% 10.8% 1.2% 19.3% 0.0% 

40～49歳 105 42.9% 22.9% 11.4% 1.0% 11.4% 0.0% 9.5% 1.0% 

50～59歳 131 39.7% 27.5% 5.3% 0.0% 11.5% 2.3% 13.0% 0.8% 

60～64歳 74 44.6% 31.1% 4.1% 0.0% 10.8% 1.4% 6.8% 1.4% 

65～74歳 212 44.8% 28.8% 2.8% 0.0% 9.0% 1.4% 13.2% 0.0% 

75歳以上 95 52.6% 26.3% 1.1% 0.0% 8.4% 2.1% 7.4% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 45.7% 25.4% 3.0% 1.5% 8.6% 1.5% 13.7% 0.5% 

広陵東小学校区 100 42.0% 22.0% 5.0% 0.0% 10.0% 3.0% 16.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 55.2% 20.0% 4.8% 1.0% 7.6% 1.0% 10.5% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 43.9% 23.0% 10.1% 0.0% 8.8% 1.4% 11.5% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 35.9% 30.6% 6.7% 1.0% 12.9% 1.0% 12.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 43.5% 29.4% 5.2% 0.3% 8.4% 1.6% 11.0% 0.6% 

町外 338 43.2% 22.2% 6.8% 1.5% 11.2% 1.5% 13.0% 0.6% 

どちらともいえない 117 42.7% 25.6% 4.3% 0.0% 11.1% 0.9% 14.5% 0.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

41.9

43.3

32.7

25.5

5.2

5.9

0.6

0.8

6.2

10.0

1.4

1.4

8.9

12.5

3.1

0.7

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

隣近所 区・自治会単位 小学校区単位 中学校区単位 町全域

その他 わからない 無回答
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（２）ご近所との関係 

問 11 あなたとご近所との関係は次のどれに最も近いですか。（単数回答） 

・「立ち話をする程度の人がいる」が 31.3％と最も多く、次いで「会えばあいさつをする程度の

人がいる」が 30.7％、「困ったときに助け合う親しい人がいる」が 21.8％と続いています。 

・『つきあいがあまりない』（「ほとんど近所づきあいはない」と「会えばあいさつをする程度の

人がいる」を合わせた割合）は 39.4％となっています。 

・性別でみると、男性で「会えばあいさつをする程度の人がいる」（37.5％）が、女性で「立ち

話をする程度の人がいる」（31.7％）が最も多くなっています。 

・年齢別でみると、年齢が若い層ほど『つきあいがあまりない』の割合が高くなっており、「18

～29 歳」では 75.0％となっています。一方で、75 歳以上では「困ったときに助け合う親し

い人がいる」が 33.7％と他の年齢層と比べて高くなっています。 

・主な外出先・活動場所でみると、『つきあいがあまりない』の割合は「町外」（51.7%）の方

が「町内」（28.4%）よりも高くなっています。 

・「ほとんど近所づきあいはない」は、居住歴が「１年未満」（26.7%）と「１～５年未満」

（23.4%）、そして「単身世帯」（23.4％）で他の各層と比べて高くなっています。 

・前回と比べて、『つきあいがあまりない』の割合（今回：39.4％、前回：30.4％）が増加し

ています。 

 

図 11 ご近所との関係 

  

25.0

21.8

12.0

7.0

30.0

31.3

24.9

30.7

5.5

8.7

2.6

0.4

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

困ったときに助け合う親しい人がいる お互いに訪問し合う人がいる

立ち話をする程度の人がいる 会えばあいさつをする程度の人がいる

ほとんど近所づきあいはない 無回答
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ｎ数 困 っ た
と き に
助け合
う 親 し
い人が
いる 
 

お互い
に訪問
し 合 う
人がい
る 

立ち話
を す る
程度の
人がい
る 

会えば
あ い さ
つをす
る程度
の人が
いる 

ほ とん
ど近所
づきあ
いはな
い 

無回答 『つきあ
いがあま
りない』 

全体  769 21.8% 7.0% 31.3% 30.7% 8.7% 0.4% 39.4% 

性別 
男性 309 17.2% 5.2% 30.7% 37.5% 8.4% 1.0% 46.0% 

女性 445 25.2% 8.3% 31.7% 26.1% 8.8% 0.0% 34.9% 

年齢 

18～29歳 60 8.3% 1.7% 15.0% 53.3% 21.7% 0.0% 75.0% 

30～39歳 83 7.2% 2.4% 27.7% 49.4% 13.3% 0.0% 62.7% 

40～49歳 105 17.1% 5.7% 24.8% 42.9% 9.5% 0.0% 52.4% 

50～59歳 131 21.4% 4.6% 35.9% 26.0% 12.2% 0.0% 38.2% 

60～64歳 74 18.9% 5.4% 37.8% 31.1% 6.8% 0.0% 37.9% 

65～74歳 212 29.7% 8.5% 36.3% 22.2% 3.3% 0.0% 25.5% 

75歳以上 95 33.7% 16.8% 29.5% 11.6% 5.3% 3.2% 16.8% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 22.8% 9.1% 27.9% 28.9% 10.7% 0.5% 39.6% 

広陵東小学校区 100 26.0% 5.0% 31.0% 30.0% 8.0% 0.0% 38.0% 

広陵北小学校区 105 28.6% 10.5% 35.2% 19.0% 6.7% 0.0% 25.7% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 21.6% 7.4% 29.7% 32.4% 8.8% 0.0% 41.2% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 15.8% 3.8% 33.5% 37.3% 8.6% 1.0% 45.9% 

居住歴 

１年未満 15 6.7% 0.0% 20.0% 46.7% 26.7% 0.0% 73.4% 

１～５年未満 47 4.3% 4.3% 25.5% 42.6% 23.4% 0.0% 66.0% 

５～10年未満 50 18.0% 6.0% 26.0% 42.0% 8.0% 0.0% 50.0% 

10～20年未満 131 13.7% 3.1% 22.9% 46.6% 13.0% 0.8% 59.6% 

20～30年未満 148 16.9% 3.4% 36.5% 31.8% 10.8% 0.7% 42.6% 

30年以上 376 30.1% 10.6% 34.0% 21.3% 3.7% 0.3% 25.0% 

世帯構成 

単身世帯 64 21.9% 10.9% 21.9% 21.9% 23.4% 0.0% 45.3% 

夫婦世帯 272 23.2% 8.5% 33.5% 27.9% 6.6% 0.4% 34.5% 

親と子どもの世帯 339 20.6% 5.3% 32.2% 33.6% 7.7% 0.6% 41.3% 

三世代世帯 51 27.5% 5.9% 27.5% 29.4% 9.8% 0.0% 39.2% 

その他 29 13.8% 6.9% 31.0% 41.4% 6.9% 0.0% 48.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 27.4% 10.3% 33.5% 22.3% 6.1% 0.3% 28.4% 

町外 338 14.5% 4.4% 29.3% 40.5% 11.2% 0.0% 51.7% 

どちらともいえない 117 26.5% 6.0% 32.5% 25.6% 7.7% 1.7% 33.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※『つきあいがあまりない』は、「ほとんど近所づきあいはない」と「会えばあいさつをする程度の人がいる」を合わせた割合 
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（３）つきあいがない理由 

【問 11で「４．会えばあいさつをする程度の人がいる」または「５．ほとんど近所づきあいは

ない」と回答した方のみ】 

問 11付問 つきあいがあまりない主な理由は何ですか。（複数回答） 

・「かかわる機会や時間がないから」が 68.3%と最も多く、次いで「特に必要を感じないから」

が 33.0％、「人柄をあまり知らないから」が 17.8％、「人とのつきあいが苦手だから」が

17.2％と続いています。 

・属性別でみると、ほとんどの層で「かかわる機会や時間がないから」が最も多くなっています。

また、「人柄をあまり知らないから」は、居住歴が「１年未満」で 36.4％と他の層と比べて高

くなっています。 

図 12 つきあいがない理由 
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33.0

17.8

17.2

14.9
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8.5

7.6

7.2

0.8
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かかわる機会や時間がないから

特に必要を感じないから

人柄をあまり知らないから

人とのつきあいが苦手だから

家族にまかせているから

わずらわしいから

つきあいをしたいがどうしたらよいかわからないから

その他

無回答
今回 (n=303)

前回 (n=236)
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ｎ数 人柄をあ
まり知ら
ないから 

かかわ
る機会や
時間がな
いから 

家族にま
か せ て
いるから 

特に必要
を感じな
いから 

わ ず ら
わしいか
ら 

人とのつ
きあいが
苦 手 だ
から 

つきあい
をしたい
がどうし
たらよい
かわか
らないか
ら 
 

その他 無回答 

全体  303 17.8% 68.3% 14.9% 33.0% 10.6% 17.2% 6.6% 4.0% 0.0% 

性別 
男性 142 14.8% 62.0% 20.4% 33.1% 10.6% 16.2% 5.6% 1.4% 0.0% 

女性 155 21.3% 73.5% 10.3% 32.9% 11.0% 18.1% 7.7% 6.5% 0.0% 

年齢 

18～29歳 45 11.1% 64.4% 24.4% 35.6% 4.4% 26.7% 4.4% 2.2% 0.0% 

30～39歳 52 23.1% 80.8% 13.5% 23.1% 9.6% 11.5% 9.6% 3.8% 0.0% 

40～49歳 55 12.7% 72.7% 18.2% 23.6% 10.9% 21.8% 5.5% 5.5% 0.0% 

50～59歳 50 20.0% 70.0% 8.0% 24.0% 16.0% 18.0% 6.0% 6.0% 0.0% 

60～64歳 28 17.9% 67.9% 14.3% 28.6% 10.7% 10.7% 10.7% 0.0% 0.0% 

65～74歳 54 20.4% 61.1% 13.0% 57.4% 9.3% 13.0% 5.6% 1.9% 0.0% 

75歳以上 16 25.0% 37.5% 12.5% 50.0% 18.8% 18.8% 6.3% 12.5% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 78 23.1% 64.1% 17.9% 32.1% 15.4% 17.9% 3.8% 3.8% 0.0% 

広陵東小学校区 38 10.5% 78.9% 13.2% 28.9% 7.9% 15.8% 7.9% 10.5% 0.0% 

広陵北小学校区 27 11.1% 81.5% 14.8% 11.1% 7.4% 7.4% 7.4% 3.7% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 61 24.6% 67.2% 11.5% 42.6% 9.8% 14.8% 6.6% 1.6% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 96 14.6% 63.5% 15.6% 36.5% 9.4% 21.9% 8.3% 3.1% 0.0% 

居住歴 

１年未満 11 36.4% 81.8% 0.0% 0.0% 9.1% 27.3% 18.2% 9.1% 0.0% 

１～５年未満 31 22.6% 74.2% 6.5% 16.1% 16.1% 16.1% 19.4% 9.7% 0.0% 

５～10年未満 25 20.0% 80.0% 20.0% 20.0% 0.0% 16.0% 8.0% 8.0% 0.0% 

10～20年未満 78 17.9% 67.9% 12.8% 30.8% 15.4% 24.4% 3.8% 3.8% 0.0% 

20～30年未満 63 14.3% 65.1% 23.8% 36.5% 6.3% 11.1% 4.8% 3.2% 0.0% 

30年以上 94 16.0% 64.9% 13.8% 44.7% 9.6% 13.8% 4.3% 1.1% 0.0% 

世帯構成 

単身世帯 29 24.1% 62.1% 0.0% 27.6% 24.1% 37.9% 10.3% 3.4% 0.0% 

夫婦世帯 94 18.1% 59.6% 9.6% 43.6% 14.9% 11.7% 6.4% 4.3% 0.0% 

親と子どもの世帯 140 16.4% 76.4% 16.4% 26.4% 5.7% 17.1% 5.7% 3.6% 0.0% 

三世代世帯 20 15.0% 60.0% 35.0% 50.0% 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 

その他 14 28.6% 64.3% 42.9% 21.4% 7.1% 21.4% 7.1% 0.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 88 20.5% 59.1% 11.4% 39.8% 13.6% 21.6% 8.0% 3.4% 0.0% 

町外 175 16.0% 73.7% 18.9% 28.6% 10.3% 16.0% 6.3% 2.9% 0.0% 

どちらともいえない 39 20.5% 64.1% 5.1% 38.5% 5.1% 12.8% 2.6% 10.3% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（４）今後の近所づきあい 

問 12 あなたは、今後、近所づきあいをどうしたいと思いますか。（単数回答） 

・「現状のままでよい」が 75.9％と最も多く、次いで「近所づきあいを深めたい」が 16.6％、

「近所づきあいはなるべくしたくない」が 3.9％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「現状のままでよい」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「近所づきあいを深めたい」の割合（今回：16.6％、前回：21.6％）がやや

減少しています。 

図 13 今後の近所づきあい 

 

 

ｎ数 近所づ
きあ い
を深め
たい 

現状の
ま ま で
よい 

近所づ
きあ い
はなる
べくした
くない 

その他 無回答 

全体  769 16.6% 75.9% 3.9% 1.3% 2.2% 

性別 
男性 309 18.4% 75.4% 4.2% 0.6% 1.3% 

女性 445 15.1% 76.9% 3.6% 1.8% 2.7% 

年齢 

18～29歳 60 8.3% 85.0% 6.7% 0.0% 0.0% 

30～39歳 83 18.1% 74.7% 3.6% 2.4% 1.2% 

40～49歳 105 16.2% 74.3% 5.7% 1.9% 1.9% 

50～59歳 131 16.0% 74.8% 3.8% 0.8% 4.6% 

60～64歳 74 14.9% 81.1% 1.4% 2.7% 0.0% 

65～74歳 212 19.3% 73.1% 3.8% 1.4% 2.4% 

75歳以上 95 15.8% 80.0% 2.1% 0.0% 2.1% 

居住歴 

１年未満 15 33.3% 46.7% 6.7% 6.7% 6.7% 

１～５年未満 47 23.4% 66.0% 6.4% 4.3% 0.0% 

５～10年未満 50 20.0% 72.0% 6.0% 2.0% 0.0% 

10～20年未満 131 5.3% 83.2% 6.9% 1.5% 3.1% 

20～30年未満 148 14.9% 77.0% 3.4% 2.0% 2.7% 

30年以上 376 19.4% 76.1% 2.1% 0.3% 2.1% 

世帯構成 

単身世帯 64 18.8% 73.4% 6.3% 1.6% 0.0% 

夫婦世帯 272 13.2% 79.0% 3.7% 1.5% 2.6% 

親と子どもの世帯 339 17.7% 75.8% 3.8% 0.9% 1.8% 

三世代世帯 51 17.6% 80.4% 0.0% 2.0% 0.0% 

その他 29 20.7% 65.5% 3.4% 3.4% 6.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 17.4% 74.5% 3.9% 1.3% 2.9% 

町外 338 16.6% 75.7% 4.4% 1.2% 2.1% 

どちらともいえない 117 15.4% 80.3% 1.7% 1.7% 0.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
  

21.6

16.6

71.0

75.9

3.0

3.9

1.4

1.3

3.0

2.2

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

近所づきあいを深めたい 現状のままでよい

近所づきあいはなるべくしたくない その他

無回答
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（５）地域の暮らしやすさ 

問 13 お住まいの地域は暮らしやすいと思いますか。（単数回答） 

・「どちらかというと暮らしやすい」が 65.3％と最も多く、次いで「とても暮らしやすい」が

22.5％、「どちらかというと暮らしにくい」が 9.4％、「暮らしにくい」が1.3％となっていま

す。 

・『暮らしやすい』（「とても暮らしやすい」と「どちらかというと暮らしやすい」を合わせた割

合）は 87.8％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「どちらかというと暮らしやすい」の割合が最も多くなっていま

す。また、「どちらかというと暮らしにくい」は、居住歴が「１年未満」で 26.7％と他の層と

比べて高くなっています。 

・前回と比べて、『暮らしやすい』の割合（今回：87.8％、前回：85.1％）は、ほぼ同じ程度

となっています。 

図 14 地域の暮らしやすさ 
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無回答
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ｎ数 と て も
暮 ら し
やすい 

ど ち ら
か と い
うと暮ら
し やす
い  

ど ち ら
か と い
うと暮ら
しにくい  

暮 ら し
にくい 

無回答 『 暮らし
やすい』 

『 暮らし
にくい』 

全体  769 22.5% 65.3% 9.4% 1.3% 1.6% 87.8% 10.7% 

性別 
男性 309 27.2% 63.1% 7.8% 1.3% 0.6% 90.3% 9.1% 

女性 445 18.9% 67.2% 10.6% 1.3% 2.0% 86.1% 11.9% 

年齢 

18～29歳 60 38.3% 40.0% 15.0% 5.0% 1.7% 78.3% 20.0% 

30～39歳 83 22.9% 67.5% 9.6% 0.0% 0.0% 90.4% 9.6% 

40～49歳 105 15.2% 71.4% 10.5% 1.0% 1.9% 86.6% 11.4% 

50～59歳 131 24.4% 60.3% 10.7% 1.5% 3.1% 84.7% 12.2% 

60～64歳 74 25.7% 64.9% 9.5% 0.0% 0.0% 90.6% 9.5% 

65～74歳 212 20.8% 71.7% 4.7% 1.4% 1.4% 92.5% 6.1% 

75歳以上 95 17.9% 66.3% 13.7% 1.1% 1.1% 84.2% 14.8% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 19.3% 66.5% 11.2% 2.0% 1.0% 85.8% 13.2% 

広陵東小学校区 100 18.0% 61.0% 14.0% 5.0% 2.0% 79.0% 19.0% 

広陵北小学校区 105 20.0% 64.8% 14.3% 0.0% 1.0% 84.8% 14.3% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 25.7% 68.9% 4.1% 0.0% 1.4% 94.6% 4.1% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 26.3% 64.1% 7.2% 0.5% 1.9% 90.4% 7.7% 

居住歴 

１年未満 15 26.7% 46.7% 26.7% 0.0% 0.0% 73.4% 26.7% 

１～５年未満 47 19.1% 68.1% 8.5% 4.3% 0.0% 87.2% 12.8% 

５～10年未満 50 24.0% 68.0% 8.0% 0.0% 0.0% 92.0% 8.0% 

10～20年未満 131 26.0% 62.6% 6.9% 1.5% 3.1% 88.5% 8.4% 

20～30年未満 148 21.6% 60.8% 12.8% 2.0% 2.7% 82.4% 14.8% 

30年以上 376 21.8% 67.8% 8.5% 0.8% 1.1% 89.6% 9.3% 

世帯構成 

単身世帯 64 15.6% 73.4% 10.9% 0.0% 0.0% 89.0% 10.9% 

夫婦世帯 272 21.3% 67.6% 7.7% 1.8% 1.5% 88.9% 9.5% 

親と子どもの世帯 339 23.3% 63.7% 9.7% 1.5% 1.8% 87.0% 11.2% 

三世代世帯 51 23.5% 62.7% 13.7% 0.0% 0.0% 86.2% 13.7% 

その他 29 31.0% 55.2% 13.8% 0.0% 0.0% 86.2% 13.8% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 20.3% 68.4% 8.7% 0.6% 1.9% 88.7% 9.3% 

町外 338 25.4% 61.5% 10.7% 0.9% 1.5% 86.9% 11.6% 

どちらともいえない 117 19.7% 67.5% 7.7% 4.3% 0.9% 87.2% 12.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※『暮らしやすい』は、「とても暮らしやすい」と「どちらかというと暮らしやすい」を合わせた割合 

『暮らしにくい』は、「どちらかというと暮らしにくい」と「暮らしにくい」を合わせた割合 
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（６）暮らしにくい理由 

【問 13で「３．」または「４．」（暮らしにくい）と回答した方のみ】 

問 13付問 暮らしにくい主な理由は何ですか。（複数回答） 

・「道路事情や交通の便が悪い」が 67.1％と最も多く、次いで「日常の買い物が不便」が

47.6％、「勤務先・通学先までが遠い」が 18.3％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「道路事情や交通の便が悪い」と「日常の買い物が不便」が上位

に挙げられています。 

・「日常の買い物が不便」は、年齢別では「65 歳以上」、居住地域別では「広陵北小学校区」、主

な外出先・活動場所別では「町内」で第１位に挙げられています。 

・前回と比べて、上位に挙げられている項目に変化はみられませんが、「道路事情や交通の便が

悪い」（今回：67.1％、前回：58.5％）と「日常の買い物が不便」（今回：47.6％、前回：

38.3％）は前回よりも増加しています。 

図 15 暮らしにくい理由 
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10.6

9.6

3.2

9.6

6.4

7.4

11.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

道路事情や交通の便が悪い

日常の買い物が不便

勤務先・通学先までが遠い

地域の行事や近所づきあいが面倒

子どもの保育・教育のことが心配

保健・医療分野のサービスや施設が不十分

町内に適当な職場が少ない

福祉分野のサービスや施設が不十分

消防・防災・防犯体制に不安を感じる

生活環境施設の整備が遅れている

文化施設やスポーツ施設が不十分

地域活動など住民の交流がない

その他

無回答

今回 (n=82)

前回 (n=94)
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ｎ数 日常の
買い物
が不便 

道路事
情や交
通の便
が悪い 

地域の
行事や
近所づ
き あ い
が面倒 

子 ど も
の保育・
教育の
ことが心
配 

町内に
適当な
職場が
少ない 

勤務先・
通学先
ま でが
遠い 

保健・医
療分野
のサー
ビ ス や
施設が
不十分 

福祉分
野のサ
ー ビ ス
や施設
が不十
分 

全体  82 47.6% 67.1% 12.2% 12.2% 11.0% 18.3% 12.2% 9.8% 

性別 
男性 28 57.1% 64.3% 14.3% 7.1% 10.7% 21.4% 10.7% 7.1% 

女性 53 43.4% 67.9% 9.4% 15.1% 11.3% 17.0% 13.2% 11.3% 

年齢 

18～29歳 12 41.7% 100.0% 8.3% 16.7% 33.3% 41.7% 0.0% 0.0% 

30～39歳 8 25.0% 62.5% 0.0% 50.0% 25.0% 12.5% 12.5% 25.0% 

40～49歳 12 16.7% 50.0% 25.0% 25.0% 8.3% 33.3% 0.0% 8.3% 

50～59歳 16 56.3% 87.5% 18.8% 6.3% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 

60～64歳 7 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 

65～74歳 13 61.5% 53.8% 15.4% 0.0% 7.7% 0.0% 15.4% 0.0% 

75歳以上 14 78.6% 50.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 28.6% 

居住地域 

広陵西小学校区 26 30.8% 65.4% 19.2% 26.9% 11.5% 23.1% 7.7% 11.5% 

広陵東小学校区 19 52.6% 89.5% 10.5% 0.0% 21.1% 10.5% 10.5% 0.0% 

広陵北小学校区 15 86.7% 53.3% 13.3% 6.7% 6.7% 26.7% 13.3% 6.7% 

真美ヶ丘第一小学校区 6 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 16 43.8% 68.8% 6.3% 6.3% 6.3% 18.8% 18.8% 18.8% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 29 65.5% 48.3% 17.2% 6.9% 3.4% 6.9% 20.7% 10.3% 

町外 39 38.5% 76.9% 10.3% 15.4% 17.9% 30.8% 5.1% 7.7% 

どちらともいえない 14 35.7% 78.6% 7.1% 14.3% 7.1% 7.1% 14.3% 14.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

 

ｎ数 消防・防
災・防犯
体制に
不安を
感じる 

文化施
設やス
ポー ツ
施設が
不十分 

生活環
境施設
の整備
が遅れ
ている 

地域活
動な ど
住民の
交流が
ない 

その他 無回答 

全体  82 9.8% 7.3% 9.8% 3.7% 17.1% 0.0% 

性別 
男性 28 10.7% 7.1% 21.4% 3.6% 10.7% 0.0% 

女性 53 9.4% 7.5% 1.9% 3.8% 20.8% 0.0% 

年齢 

18～29歳 12 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

30～39歳 8 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

40～49歳 12 0.0% 8.3% 16.7% 8.3% 33.3% 0.0% 

50～59歳 16 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 37.5% 0.0% 

60～64歳 7 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 

65～74歳 13 30.8% 0.0% 15.4% 0.0% 23.1% 0.0% 

75歳以上 14 7.1% 21.4% 14.3% 7.1% 0.0% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 26 19.2% 3.8% 7.7% 3.8% 11.5% 0.0% 

広陵東小学校区 19 10.5% 10.5% 10.5% 0.0% 10.5% 0.0% 

広陵北小学校区 15 0.0% 6.7% 6.7% 0.0% 13.3% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 16 6.3% 12.5% 18.8% 12.5% 25.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 29 13.8% 13.8% 6.9% 6.9% 10.3% 0.0% 

町外 39 5.1% 0.0% 10.3% 0.0% 17.9% 0.0% 

どちらともいえない 14 14.3% 14.3% 14.3% 7.1% 28.6% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（７）「ヤングケアラー」について 

問 14 あなたは、「ヤングケアラー」という言葉を知っていますか。（単数回答） 

・「知っている」が74.8％と最も多く、次いで「知らない」が12.7％、「聞いたことはあるが内

容は知らない」が 9.2％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「知っている」の割合が最も多くなっています。 

図 16 「ヤングケアラー」の認知度 

 

 

ｎ数 知 っ て
いる 

聞いた
こ と は
あるが
内容は
知 ら な
い 

知 ら な
い 

無回答 

全体  769 74.8% 9.2% 12.7% 3.3% 

性別 
男性 309 64.7% 11.7% 20.4% 3.2% 

女性 445 82.2% 7.4% 7.2% 3.1% 

年齢 

18～29歳 60 71.7% 10.0% 18.3% 0.0% 

30～39歳 83 71.1% 9.6% 18.1% 1.2% 

40～49歳 105 82.9% 3.8% 11.4% 1.9% 

50～59歳 131 79.4% 8.4% 9.2% 3.1% 

60～64歳 74 78.4% 6.8% 12.2% 2.7% 

65～74歳 212 74.5% 8.0% 13.7% 3.8% 

75歳以上 95 61.1% 21.1% 10.5% 7.4% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 75.6% 11.7% 10.2% 2.5% 

広陵東小学校区 100 61.0% 13.0% 24.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 68.6% 9.5% 20.0% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 80.4% 6.1% 8.8% 4.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 79.4% 7.2% 9.6% 3.8% 

居住歴 

１年未満 15 93.3% 0.0% 6.7% 0.0% 

１～５年未満 47 72.3% 8.5% 19.1% 0.0% 

５～10年未満 50 70.0% 12.0% 16.0% 2.0% 

10～20年未満 131 73.3% 7.6% 15.3% 3.8% 

20～30年未満 148 73.0% 12.2% 10.8% 4.1% 

30年以上 376 76.1% 8.8% 11.7% 3.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 62.5% 9.4% 21.9% 6.3% 

夫婦世帯 272 73.2% 11.0% 11.8% 4.0% 

親と子どもの世帯 339 77.3% 7.7% 12.7% 2.4% 

三世代世帯 51 76.5% 7.8% 13.7% 2.0% 

その他 29 82.8% 10.3% 6.9% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 75.2% 10.0% 11.3% 3.5% 

町外 338 74.3% 9.8% 13.3% 2.7% 

どちらともいえない 117 75.2% 6.0% 15.4% 3.4% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

74.8 9.2 12.7 3.3

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

今回

(n=769)

知っている 聞いたことはあるが内容は知らない 知らない 無回答
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【問 14で「１．知っている」と回答した方のみ】 

問 14付問 近所の友人・知人やその子ども、子どもの友だちなどに「ヤングケアラー」と思

われる子どもはいますか。（単数回答） 

・「いないと思う」が64.7％と最も多く、次いで「いない」が31.1％、「いるような気がする」

が 3.0％、「いる」が 1.0％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「いないと思う」の割合が最も多くなっています。 

図 17 「ヤングケアラー」と思われる子どもはいますか 

 

 
ｎ数 いる い る よ

う な 気
がする 

いない
と思う 

いない 無回答 

全体  575 1.0% 3.0% 64.7% 31.1% 0.2% 

性別 
男性 200 0.5% 4.0% 62.5% 33.0% 0.0% 

女性 366 1.4% 2.5% 65.6% 30.3% 0.3% 

年齢 

18～29歳 43 2.3% 4.7% 60.5% 32.6% 0.0% 

30～39歳 59 1.7% 1.7% 62.7% 33.9% 0.0% 

40～49歳 87 1.1% 5.7% 73.6% 19.5% 0.0% 

50～59歳 104 1.9% 2.9% 62.5% 31.7% 1.0% 

60～64歳 58 0.0% 5.2% 65.5% 29.3% 0.0% 

65～74歳 158 0.0% 1.9% 65.2% 32.9% 0.0% 

75歳以上 58 1.7% 0.0% 56.9% 41.4% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 149 2.0% 2.0% 66.4% 29.5% 0.0% 

広陵東小学校区 61 1.6% 6.6% 55.7% 36.1% 0.0% 

広陵北小学校区 72 0.0% 4.2% 62.5% 33.3% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 119 0.0% 2.5% 69.7% 26.9% 0.8% 

真美ヶ丘第二小学校区 166 1.2% 2.4% 63.9% 32.5% 0.0% 

居住歴 

１年未満 14 7.1% 7.1% 64.3% 21.4% 0.0% 

１～５年未満 34 0.0% 2.9% 64.7% 32.4% 0.0% 

５～10年未満 35 2.9% 2.9% 60.0% 34.3% 0.0% 

10～20年未満 96 0.0% 4.2% 72.9% 21.9% 1.0% 

20～30年未満 108 1.9% 1.9% 63.0% 33.3% 0.0% 

30年以上 286 0.7% 2.8% 63.6% 32.9% 0.0% 

世帯構成 

単身世帯 40 0.0% 5.0% 52.5% 40.0% 2.5% 

夫婦世帯 199 0.5% 1.5% 64.3% 33.7% 0.0% 

親と子どもの世帯 262 1.5% 4.6% 67.2% 26.7% 0.0% 

三世代世帯 39 2.6% 0.0% 61.5% 35.9% 0.0% 

その他 24 0.0% 0.0% 62.5% 37.5% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 233 1.3% 2.6% 63.1% 32.6% 0.4% 

町外 251 1.2% 4.0% 64.9% 29.9% 0.0% 

どちらともいえない 88 0.0% 1.1% 68.2% 30.7% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

1.0 3.0

64.7 31.1 0.2

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

今回

(n=575)

いる いるような気がする いないと思う いない 無回答
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３．地域福祉について 

（１）支え合い、助け合いの必要性 

問15 あなたは、地域にある様々な福祉の課題（高齢者・障がいのある人の生活、子育て、

健康づくりに関する問題など）に対し、地域住民が自主的に支え合い、助け合う関係が必

要だと思いますか。（単数回答） 

・「どちらかというと必要だと思う」が 44.6％と最も多く、次いで「必要だと思う」が 37.6％、

「わからない」が 7.0％、「どちらかというと必要だとは思わない」が 5.9％、「必要だと思わ

ない」が 2.2％となっています。 

・『必要』（「必要だと思う」と「どちらかというと必要だと思う」を合わせた割合）は 82.2%、

『不必要』（「必要だと思わない」と「どちらかというと必要だとは思わない」を合わせた割合）

は 8.1%となっています。 

・属性別でみると、各層ともに『必要』と答えた割合が大半を占めており、居住歴が「１年未満」

では 100％となっています。 

・前回と比べて、『必要』の割合（今回：82.2％、前回：87.3％）が減少しています。 

 

図 18 支え合い、助け合いの必要性 
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わからない 無回答
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ｎ数 必要だ
と思う 

ど ち ら
か と い
う と 必
要 だ と
思う 

ど ち ら
か と い
う と 必
要 だ と
は思わ
ない 

必要だ
とは思
わない 

わから
ない 

無回答 『必要』 『不要』 

全体  769 37.6% 44.6% 5.9% 2.2% 7.0% 2.7% 82.2% 8.1% 

性別 
男性 309 37.9% 40.8% 9.4% 1.9% 7.8% 2.3% 78.7% 11.3% 

女性 445 38.2% 47.0% 3.4% 2.5% 6.1% 2.9% 85.2% 5.9% 

年齢 

18～29歳 60 40.0% 43.3% 8.3% 1.7% 6.7% 0.0% 83.3% 10.0% 

30～39歳 83 24.1% 54.2% 4.8% 6.0% 9.6% 1.2% 78.3% 10.8% 

40～49歳 105 36.2% 44.8% 11.4% 1.9% 4.8% 1.0% 81.0% 13.3% 

50～59歳 131 36.6% 44.3% 5.3% 3.8% 6.9% 3.1% 80.9% 9.1% 

60～64歳 74 43.2% 41.9% 5.4% 1.4% 6.8% 1.4% 85.1% 6.8% 

65～74歳 212 38.7% 45.3% 4.7% 0.5% 7.1% 3.8% 84.0% 5.2% 

75歳以上 95 44.2% 36.8% 3.2% 2.1% 8.4% 5.3% 81.0% 5.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 38.6% 44.7% 6.1% 2.0% 7.6% 1.0% 83.3% 8.1% 

広陵東小学校区 100 41.0% 43.0% 5.0% 2.0% 7.0% 2.0% 84.0% 7.0% 

広陵北小学校区 105 43.8% 45.7% 1.9% 1.0% 5.7% 1.9% 89.5% 2.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 35.1% 45.9% 2.7% 2.0% 10.1% 4.1% 81.0% 4.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 34.0% 43.5% 10.5% 2.9% 5.3% 3.8% 77.5% 13.4% 

居住歴 

１年未満 15 46.7% 53.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

１～５年未満 47 23.4% 57.4% 2.1% 6.4% 10.6% 0.0% 80.8% 8.5% 

５～10年未満 50 38.0% 54.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 92.0% 4.0% 

10～20年未満 131 29.0% 45.0% 10.7% 3.1% 9.2% 3.1% 74.0% 13.8% 

20～30年未満 148 35.8% 48.0% 4.1% 3.4% 6.1% 2.7% 83.8% 7.5% 

30年以上 376 42.8% 39.6% 5.9% 1.3% 6.9% 3.5% 82.4% 7.2% 

世帯構成 

単身世帯 64 37.5% 37.5% 1.6% 3.1% 12.5% 7.8% 75.0% 4.7% 

夫婦世帯 272 37.9% 47.1% 4.8% 1.8% 5.9% 2.6% 85.0% 6.6% 

親と子どもの世帯 339 35.4% 43.7% 8.3% 2.7% 7.7% 2.4% 79.1% 11.0% 

三世代世帯 51 51.0% 39.2% 2.0% 2.0% 5.9% 0.0% 90.2% 4.0% 

その他 29 41.4% 48.3% 6.9% 0.0% 3.4% 0.0% 89.7% 6.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 41.3% 41.9% 5.2% 1.3% 7.1% 3.2% 83.2% 6.5% 

町外 338 37.0% 44.4% 7.4% 3.3% 5.3% 2.7% 81.4% 10.7% 

どちらともいえない 117 29.9% 52.1% 2.6% 1.7% 12.0% 1.7% 82.0% 4.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※『必要』は、「必要だと思う」と「どちらかというと必要だと思う」を合わせた割合 

『不要』は、「必要だと思わない」と「どちらかというと必要だとは思わない」を合わせた割合 
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（２）近所で支援や協力できること 

問 16 あなたが、高齢者や障がいのある人、子どもなどが住む近所の世帯に対して、支援

や協力できることは何かありますか。（複数回答） 

・「あいさつや安否確認などの声かけ」が 55.3％と最も多く、次いで「話し相手」が 32.6％、

「災害時の避難支援・安否確認」が23.5％、「子どもの登下校時の見守り」が18.5％、「防犯

のための巡回」が 14.2％と続いています。 

・属性別にみると、各層ともに「あいさつや安否確認などの声かけ」が最も多くなっています。 

・前回と比べて、上位に挙げられている項目に変化はみられませんが、「買い物の手伝い・代行」

（今回：13.8％、前回：9.8％）がやや増加しています。 

図 19 近所で支援や協力できること 
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特にできることはない

無回答

今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 外出時
の同行 

手紙の
代筆・電
話かけ 

新聞や
本の 代
読 

話し相手 相談相手 あいさつ
や 安否
確認など
の 声か
け 

ごみ出し 食事の
用意 

買 い 物
の 手伝
い・代行 

全体  769 9.9% 7.8% 6.4% 32.6% 11.4% 55.3% 12.2% 1.6% 13.8% 

性別 
男性 309 8.4% 3.9% 2.3% 25.9% 10.4% 45.3% 8.1% 0.6% 10.0% 

女性 445 11.2% 10.6% 9.2% 37.1% 12.1% 62.9% 15.3% 2.2% 16.4% 

年齢 

18～29歳 60 8.3% 5.0% 5.0% 30.0% 8.3% 46.7% 5.0% 0.0% 13.3% 

30～39歳 83 8.4% 10.8% 7.2% 22.9% 8.4% 56.6% 9.6% 0.0% 12.0% 

40～49歳 105 4.8% 7.6% 5.7% 25.7% 11.4% 55.2% 9.5% 1.0% 10.5% 

50～59歳 131 14.5% 7.6% 8.4% 37.4% 18.3% 59.5% 14.5% 2.3% 20.6% 

60～64歳 74 5.4% 6.8% 2.7% 29.7% 8.1% 59.5% 9.5% 1.4% 8.1% 

65～74歳 212 11.8% 7.1% 7.1% 33.0% 11.8% 58.0% 16.0% 2.8% 14.2% 

75歳以上 95 11.6% 9.5% 5.3% 42.1% 7.4% 45.3% 12.6% 1.1% 12.6% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 9.1% 6.6% 4.6% 32.0% 11.2% 51.3% 14.2% 1.0% 12.7% 

広陵東小学校区 100 12.0% 11.0% 6.0% 36.0% 13.0% 53.0% 12.0% 3.0% 15.0% 

広陵北小学校区 105 17.1% 10.5% 5.7% 37.1% 19.0% 62.9% 12.4% 3.8% 21.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 8.8% 3.4% 5.4% 31.1% 7.4% 55.4% 11.5% 0.7% 9.5% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 7.2% 9.1% 9.1% 28.7% 9.6% 56.9% 11.0% 1.0% 13.4% 

世帯構成 

単身世帯 64 18.8% 7.8% 7.8% 28.1% 7.8% 54.7% 25.0% 4.7% 17.2% 

夫婦世帯 272 8.8% 8.1% 6.3% 36.0% 11.4% 54.8% 14.3% 2.2% 13.2% 

親と子どもの世帯 339 8.0% 7.4% 5.9% 30.4% 11.5% 57.2% 9.1% 0.3% 13.3% 

三世代世帯 51 13.7% 5.9% 7.8% 25.5% 11.8% 58.8% 5.9% 2.0% 11.8% 

その他 29 20.7% 13.8% 6.9% 41.4% 17.2% 41.4% 13.8% 3.4% 20.7% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 10.3% 6.1% 3.5% 38.7% 12.3% 55.5% 12.6% 1.6% 12.9% 

町外 338 9.8% 9.2% 8.0% 29.3% 10.9% 55.9% 13.3% 1.8% 13.6% 

どちらともいえない 117 9.4% 8.5% 9.4% 27.4% 11.1% 52.1% 8.5% 0.9% 15.4% 

 

 

ｎ数 玄関前な
ど の 掃
除・庭の
手入れ 

幼稚園・
保育所な
ど へ の
送り迎え 

子どもの
登下校時
の見守り 

災 害時
の 避難
支援・安
否確認 

住 居内
の 荷物
の移動 

短 時間
の子守り 

防犯の
た め の
巡回 

その他 特にでき
ることは
ない 

全体  769 8.2% 4.8% 18.5% 23.5% 4.8% 8.1% 14.2% 2.3% 20.2% 

性別 
男性 309 7.8% 3.2% 17.2% 28.5% 6.8% 1.9% 20.1% 2.6% 26.9% 

女性 445 8.8% 6.1% 19.8% 20.7% 3.4% 11.9% 10.6% 2.0% 15.1% 

年齢 

18～29歳 60 3.3% 3.3% 13.3% 21.7% 3.3% 8.3% 5.0% 0.0% 25.0% 

30～39歳 83 2.4% 6.0% 12.0% 18.1% 6.0% 7.2% 9.6% 2.4% 24.1% 

40～49歳 105 8.6% 5.7% 27.6% 21.9% 4.8% 14.3% 24.8% 1.0% 18.1% 

50～59歳 131 8.4% 6.1% 19.1% 27.5% 6.9% 11.5% 16.8% 2.3% 16.0% 

60～64歳 74 8.1% 0.0% 14.9% 20.3% 2.7% 1.4% 10.8% 1.4% 18.9% 

65～74歳 212 10.8% 6.1% 21.7% 28.3% 5.2% 7.1% 14.6% 3.8% 19.8% 

75歳以上 95 10.5% 3.2% 13.7% 17.9% 2.1% 3.2% 11.6% 3.2% 24.2% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 7.1% 4.1% 18.8% 20.3% 4.1% 7.6% 14.2% 1.5% 24.4% 

広陵東小学校区 100 6.0% 6.0% 14.0% 20.0% 1.0% 10.0% 8.0% 4.0% 21.0% 

広陵北小学校区 105 10.5% 4.8% 17.1% 27.6% 7.6% 7.6% 18.1% 1.9% 11.4% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 7.4% 6.8% 20.9% 27.0% 5.4% 8.8% 18.9% 0.0% 21.6% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 10.0% 3.8% 19.6% 24.4% 5.3% 6.7% 12.4% 4.3% 19.1% 

世帯構成 

単身世帯 64 12.5% 6.3% 12.5% 18.8% 7.8% 4.7% 12.5% 1.6% 20.3% 

夫婦世帯 272 9.9% 4.4% 17.6% 25.0% 3.7% 6.3% 12.1% 4.0% 22.8% 

親と子どもの世帯 339 6.8% 5.6% 20.4% 23.6% 4.7% 10.3% 16.8% 1.5% 16.8% 

三世代世帯 51 3.9% 3.9% 17.6% 25.5% 3.9% 7.8% 15.7% 0.0% 17.6% 

その他 29 10.3% 0.0% 24.1% 24.1% 10.3% 3.4% 10.3% 0.0% 34.5% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 9.0% 3.9% 19.7% 22.3% 3.5% 7.7% 11.3% 2.9% 17.1% 

町外 338 7.4% 5.0% 16.6% 26.0% 6.2% 8.9% 17.5% 0.9% 22.8% 

どちらともいえない 117 8.5% 6.8% 20.5% 19.7% 3.4% 6.0% 12.8% 5.1% 20.5% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（３）住民と行政の関係 

問 17 あなたは、地域での福祉活動を推進していく上で、住民と行政との関係はどうある

べきだとお考えですか。（単数回答） 

・「福祉サービスの充実のために、住民も行政も協力し合い、協働して取り組むべきである」が

33.4％と最も多く、次いで「行政が担当すべきだが、手の届かない部分は住民が協力すべき

である」が 32.1％、「家庭や地域をはじめ住民同士で助け合い、手の届かない部分は行政が援

助すべきである」が 14.3％と続いています。 

・年齢別でみると、50 歳未満では「行政が担当すべきだが、手の届かない部分は住民が協力す

べきである」、50 歳以上では「福祉サービスの充実のために、住民も行政も協力し合い、協働

して取り組むべきである」の占める割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「行政が担当すべきだが、手の届かない部分は住民が協力すべきである」（今

回：32.1％、前回：29.6％）がやや増加しています。 

図 20 住民と行政の関係 
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無回答
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ｎ数 福祉サ
ー ビ ス
の充実
のため
に、住民
も行政も
協 力 し
合い、協
働して取
り 組む
べ き で
ある 

家庭や
地域を
は じ め
住民同
士で 助
け合い、
手の届
かない
部分は
行政が
援助す
べ き で
ある 

行政が
担当す
べ き だ
が 、 手
の届か
な い部
分は住
民が協
力すべ
き で あ
る 

福祉サ
ー ビ ス
は行政
が担当
すべき
で、住民
はあま
り 協 力
すること
はない 

わから
ない 

無回答 

全体  769 33.4% 14.3% 32.1% 7.3% 10.0% 2.9% 

性別 
男性 309 31.4% 13.3% 32.4% 9.4% 11.0% 2.6% 

女性 445 35.3% 14.8% 31.9% 6.1% 9.0% 2.9% 

年齢 

18～29歳 60 30.0% 20.0% 35.0% 3.3% 11.7% 0.0% 

30～39歳 83 27.7% 12.0% 36.1% 14.5% 8.4% 1.2% 

40～49歳 105 33.3% 13.3% 34.3% 12.4% 4.8% 1.9% 

50～59歳 131 37.4% 10.7% 34.4% 6.1% 8.4% 3.1% 

60～64歳 74 35.1% 12.2% 35.1% 6.8% 9.5% 1.4% 

65～74歳 212 34.4% 12.7% 30.2% 6.1% 12.7% 3.8% 

75歳以上 95 31.6% 23.2% 24.2% 3.2% 12.6% 5.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 31.0% 16.8% 34.0% 9.1% 8.6% 0.5% 

広陵東小学校区 100 43.0% 15.0% 21.0% 8.0% 9.0% 4.0% 

広陵北小学校区 105 38.1% 21.0% 27.6% 1.9% 8.6% 2.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 31.8% 12.2% 31.8% 8.1% 12.2% 4.1% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 30.1% 9.1% 39.2% 7.2% 11.0% 3.3% 

居住歴 

１年未満 15 53.3% 26.7% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

１～５年未満 47 29.8% 17.0% 36.2% 10.6% 6.4% 0.0% 

５～10年未満 50 30.0% 18.0% 34.0% 12.0% 6.0% 0.0% 

10～20年未満 131 29.0% 11.5% 37.4% 9.2% 9.2% 3.8% 

20～30年未満 148 36.5% 10.8% 33.1% 4.7% 12.2% 2.7% 

30年以上 376 33.8% 15.4% 29.8% 6.6% 10.9% 3.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 32.8% 12.5% 29.7% 3.1% 14.1% 7.8% 

夫婦世帯 272 31.6% 15.1% 34.2% 7.4% 9.6% 2.2% 

親と子どもの世帯 339 32.4% 13.6% 33.0% 9.1% 9.1% 2.7% 

三世代世帯 51 47.1% 17.6% 25.5% 0.0% 7.8% 2.0% 

その他 29 41.4% 6.9% 31.0% 10.3% 10.3% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 34.2% 15.5% 30.6% 4.8% 10.6% 4.2% 

町外 338 34.0% 13.6% 32.8% 9.5% 7.7% 2.4% 

どちらともいえない 117 30.8% 12.0% 34.2% 7.7% 14.5% 0.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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４．ボランティア活動について 

（１）ボランティア、地域活動等への参加状況・参加意向 

問 18 あなたの地域活動やボランティア活動への参加状況と、今後の参加意向について

おたずねします。（単数回答） 

・「現在参加しておらず、今後も参加するつもりはない」が 47.2％と最も多く、次いで「現在参

加していないが、今後は参加したい」が 31.9％、「現在参加しており、今後も参加したい」が

15.9％、「現在参加しているが、今後は参加するつもりはない」が 2.1％となっています。 

・『参加状況（現在参加している）』（「現在参加しており、今後も参加したい」と「現在参加して

いるが、今後は参加するつもりはない」を合わせた割合）が 18.0％となっています。 

・『参加意向（今後参加したい）』（「現在参加しており、今後も参加したい」と「現在参加してい

ないが、今後は参加したい」を合わせた割合）が 47.8%となっています。 

・年齢別でみると、40 歳未満では『参加状況（現在参加している）』が他の年齢層と比べて低く、

「18～29歳」で 0％、「30～39歳」で 4.8％となっています。一方で、『参加意向（今後参

加したい）』は「18～29歳」で 33.3％、「30～39歳」で 37.3％となっています。 

・居住歴別でみると、居住歴が「1 年未満」では「現在参加していないが、今後は参加したい」

の占める割合が 46.7％と最も多くなっています。 

・前回と比べて、『参加状況（現在参加している）』は前回と同じ結果（ともに 18.0％）となっ

ています。また、『参加意向（今後参加したい）』（今回：47.8％、前回：46.3％）はやや増

加しています。 

図 21 ボランティア、地域活動等への参加状況・参加意向 
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32 

 

 

 

ｎ数 現在参
加 し て
おり、今
後 も 参
加 し た
い 

現在参
加 し て
い な い
が、今後
は参加
したい 

現在参
加 し て
いるが、
今後は
参加す
るつもり
はない 

現在参
加 し て
おらず、
今後 も
参加す
るつもり
はない 

無回答 『参加状況
（現在参加
し て い
る）』 

『参加意向
（今後参加
したい）』 

全体  769 15.9% 31.9% 2.1% 47.2% 3.0% 17.8% 47.8% 

性別 
男性 309 20.7% 23.9% 2.3% 50.5% 2.6% 23.0% 44.7% 

女性 445 12.8% 37.1% 2.0% 44.9% 3.1% 14.8% 49.9% 

年齢 

18～29歳 60 0.0% 33.3% 0.0% 63.3% 3.3% 0.0% 33.3% 

30～39歳 83 3.6% 33.7% 1.2% 61.4% 0.0% 4.8% 37.3% 

40～49歳 105 15.2% 36.2% 2.9% 45.7% 0.0% 18.1% 51.4% 

50～59歳 131 16.0% 35.1% 2.3% 42.0% 4.6% 18.3% 51.1% 

60～64歳 74 18.9% 27.0% 2.7% 50.0% 1.4% 21.6% 45.9% 

65～74歳 212 21.2% 33.0% 3.3% 39.6% 2.8% 24.5% 54.2% 

75歳以上 95 23.2% 16.8% 0.0% 51.6% 8.4% 23.2% 40.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 16.8% 27.4% 2.5% 49.7% 3.6% 19.3% 44.2% 

広陵東小学校区 100 22.0% 24.0% 2.0% 48.0% 4.0% 24.0% 46.0% 

広陵北小学校区 105 18.1% 36.2% 1.9% 39.0% 4.8% 20.0% 54.3% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 12.2% 37.2% 3.4% 45.9% 1.4% 15.6% 49.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 13.4% 32.5% 1.0% 50.7% 2.4% 14.4% 45.9% 

居住歴 

１年未満 15 6.7% 46.7% 0.0% 40.0% 6.7% 6.7% 53.4% 

１～５年未満 47 2.1% 36.2% 2.1% 59.6% 0.0% 4.2% 38.3% 

５～10年未満 50 20.0% 36.0% 4.0% 40.0% 0.0% 24.0% 56.0% 

10～20年未満 131 6.1% 35.1% 0.8% 56.5% 1.5% 6.9% 41.2% 

20～30年未満 148 10.1% 35.8% 2.0% 48.6% 3.4% 12.1% 45.9% 

30年以上 376 23.1% 27.4% 2.4% 43.1% 4.0% 25.5% 50.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 10.9% 35.9% 1.6% 46.9% 4.7% 12.5% 46.8% 

夫婦世帯 272 19.1% 28.7% 2.6% 45.6% 4.0% 21.7% 47.8% 

親と子どもの世帯 339 13.0% 33.6% 1.8% 49.6% 2.1% 14.8% 46.6% 

三世代世帯 51 23.5% 25.5% 2.0% 47.1% 2.0% 25.5% 49.0% 

その他 29 17.2% 31.0% 3.4% 44.8% 3.4% 20.6% 48.2% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 21.6% 27.7% 1.9% 46.1% 2.6% 23.5% 49.3% 

町外 338 11.8% 37.0% 1.8% 47.3% 2.1% 13.6% 48.8% 

どちらともいえない 117 12.8% 29.1% 3.4% 47.9% 6.8% 16.2% 41.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※『参加状況（現在参加している）』は「現在参加しており、今後も参加したい」と「現在参加しているが、今後は参加するつも

りはない」を合わせた割合 

※『参加意向（今後参加したい）』は「現在参加しており、今後も参加したい」と「現在参加していないが、今後は参加したい」を

合わせた割合 
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（２）参加している活動 

【問 18で「１．」または「２．」（今後参加したい）と回答した方のみ】 

問 18付問① あなたが、現在参加している（今後参加したい）活動の具体的な内容は次の

どれですか。（複数回答） 

・「地域の清掃など環境美化に関する活動」が 32.2％と最も多く、次いで「子育ての支援や子ど

もの世話に関する活動」が 24.5％、「地域づくりに関する活動」が 19.1％、「スポーツ・文

化・生涯学習に関する活動」が 16.9％、「防災・防犯に関する活動」が 16.3％と続いていま

す。 

・性別でみると、男性では「地域の清掃など環境美化に関する活動」（38.4％）が、女性では

「子育ての支援や子どもの世話に関する活動」（34.7%）が最も多くなっています。 

・前回と比べて、上位に挙げられている項目に変化はみられませんが、「子育ての支援や子ども

の世話に関する活動」の割合（今回：24.5％、前回：21.2％）がやや高く、「地域づくりに

関する活動」の割合（今回：19.1％、前回：25.3％）が減少しています。 

図 22 参加している活動 
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災害ボランティアの活動

障がい者への支援に関する活動

青少年の健全な育成に関する活動（例：

夜間の見廻り）

その他

無回答

今回 (n=367)

前回 (n=359)
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ｎ数 高齢者
の援助
に関す
る活動 

子育て
の支援
や子ど
も の 世
話に関
す る 活
動 

障がい
者への
支援に
関す る
活動 

健康づく
り や 栄
養・食生
活に関
す る 活
動 

スポー
ツ ・ 文
化・生涯
学習に
関す る
活動 

地域づく
り に 関
す る 活
動 

青少年
の健全
な 育成
に関す
る 活動
（例：夜
間の見
廻り） 

地域の
清掃な
ど 環境
美化に
関す る
活動 

全体  367 15.3% 24.5% 9.8% 13.6% 16.9% 19.1% 4.4% 32.2% 

性別 
男性 138 10.9% 7.2% 7.2% 8.0% 22.5% 28.3% 7.2% 38.4% 

女性 222 18.5% 34.7% 11.7% 16.2% 14.0% 14.0% 2.7% 28.8% 

年齢 

18～29歳 20 25.0% 45.0% 25.0% 20.0% 50.0% 30.0% 10.0% 20.0% 

30～39歳 31 16.1% 45.2% 12.9% 12.9% 19.4% 16.1% 0.0% 29.0% 

40～49歳 54 7.4% 25.9% 14.8% 13.0% 22.2% 16.7% 1.9% 33.3% 

50～59歳 67 13.4% 23.9% 9.0% 13.4% 17.9% 22.4% 7.5% 34.3% 

60～64歳 34 8.8% 14.7% 5.9% 2.9% 17.6% 20.6% 0.0% 29.4% 

65～74歳 115 20.0% 21.7% 8.7% 13.9% 8.7% 18.3% 4.3% 33.0% 

75歳以上 38 18.4% 10.5% 2.6% 15.8% 15.8% 18.4% 7.9% 39.5% 

居住地域 

広陵西小学校区 87 14.9% 21.8% 10.3% 9.2% 14.9% 21.8% 2.3% 35.6% 

広陵東小学校区 46 15.2% 28.3% 8.7% 10.9% 15.2% 8.7% 4.3% 23.9% 

広陵北小学校区 57 15.8% 22.8% 7.0% 12.3% 24.6% 28.1% 3.5% 35.1% 

真美ヶ丘第一小学校区 73 13.7% 24.7% 11.0% 16.4% 12.3% 13.7% 4.1% 31.5% 

真美ヶ丘第二小学校区 96 16.7% 25.0% 11.5% 15.6% 19.8% 21.9% 7.3% 33.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 153 14.4% 18.3% 7.2% 13.1% 11.1% 17.0% 4.6% 32.0% 

町外 165 15.8% 29.1% 12.1% 10.9% 23.0% 24.8% 5.5% 33.9% 

どちらともいえない 49 16.3% 28.6% 10.2% 24.5% 14.3% 6.1% 0.0% 26.5% 

 

 

ｎ数 防災・防
犯に関
す る 活
動 

災害ボ
ランティ
アの活
動 

その他 無回答 

全体  367 16.3% 10.4% 4.4% 18.5% 

性別 
男性 138 26.8% 13.8% 3.6% 21.0% 

女性 222 10.4% 8.1% 5.0% 16.7% 

年齢 

18～29歳 20 25.0% 15.0% 0.0% 0.0% 

30～39歳 31 25.8% 12.9% 0.0% 12.9% 

40～49歳 54 13.0% 13.0% 5.6% 18.5% 

50～59歳 67 10.4% 13.4% 6.0% 19.4% 

60～64歳 34 8.8% 17.6% 8.8% 20.6% 

65～74歳 115 22.6% 7.0% 4.3% 20.0% 

75歳以上 38 10.5% 0.0% 2.6% 21.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 87 12.6% 10.3% 2.3% 21.8% 

広陵東小学校区 46 13.0% 8.7% 2.2% 19.6% 

広陵北小学校区 57 19.3% 15.8% 7.0% 8.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 73 23.3% 12.3% 2.7% 21.9% 

真美ヶ丘第二小学校区 96 15.6% 6.3% 7.3% 17.7% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 153 15.0% 6.5% 4.6% 20.3% 

町外 165 19.4% 15.2% 3.0% 17.0% 

どちらともいえない 49 10.2% 6.1% 8.2% 18.4% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（３）改善が必要なこと 

【問 18で「１．現在参加しており、今後も参加したい」と回答した方のみ】 

問 18 付問② ボランティア活動をする上で改善が必要と思うことはありますか。（複数回

答） 

・「参加者がなかなか集まらないこと」が 40.2%と最も多く、次いで「特にない」が 30.3％、

「活動の後継者やリーダー役になる人がいないこと」が 26.2％、「活動に関する情報収集や情

報発信をする場、機会が少ないこと」が 17.2％と続いています。 

・属性別でみると、ほとんどの層で「参加者がなかなか集まらないこと」が最も多くなっていま

す。 

・前回と比べて、「活動に関する情報収集や情報発信をする場、機会が少ないこと」の割合（今

回：17.2％、前回：32.2％）が減少しています。 

図 23 改善が必要なこと 
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トラブルなどが発生したときの責任が重

いこと

経済的な負担が大きいこと

活動の拠点となる場所が遠いこと

他の団体などとの連携が難しいこと

その他

特にない

無回答
今回 (n=122)

前回 (n=118)
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ｎ数 活動に
関する
情報収
集や情
報発信
をする
場、機
会が少
ないこ
と 

活動の
拠点と
なる場
所が遠
いこと 

他の団
体など
との連
携が難
しい こ
と 

参加者
がなか
なか集
まらな
いこと 

活動の
後継者
やリー
ダー役
になる
人がい
ないこ
と 

ト ラ ブ
ルなど
が発生
し た と
きの責
任が重
いこと 

経済的
な負担
が大き
いこと 

その他 特にな
い 

無回答 

全体  122 17.2% 7.4% 5.7% 40.2% 26.2% 9.0% 9.0% 2.5% 30.3% 7.4% 

性別 
男性 64 15.6% 3.1% 7.8% 39.1% 28.1% 9.4% 4.7% 3.1% 32.8% 6.3% 

女性 57 19.3% 12.3% 3.5% 42.1% 24.6% 8.8% 14.0% 1.8% 26.3% 8.8% 

年齢 

18～29歳 0           

30～39歳 3 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

40～49歳 16 12.5% 12.5% 0.0% 56.3% 31.3% 6.3% 18.8% 12.5% 25.0% 0.0% 

50～59歳 21 28.6% 4.8% 4.8% 38.1% 23.8% 9.5% 14.3% 0.0% 38.1% 4.8% 

60～64歳 14 7.1% 7.1% 7.1% 28.6% 21.4% 7.1% 14.3% 0.0% 42.9% 7.1% 

65～74歳 45 20.0% 6.7% 8.9% 37.8% 31.1% 13.3% 4.4% 2.2% 28.9% 8.9% 

75歳以上 22 13.6% 9.1% 4.5% 36.4% 13.6% 0.0% 4.5% 0.0% 22.7% 13.6% 

居住地域 

広陵西小学校区 33 12.1% 12.1% 6.1% 30.3% 21.2% 6.1% 12.1% 3.0% 39.4% 9.1% 

広陵東小学校区 22 22.7% 4.5% 0.0% 50.0% 36.4% 13.6% 0.0% 0.0% 31.8% 4.5% 

広陵北小学校区 19 15.8% 0.0% 5.3% 31.6% 26.3% 0.0% 0.0% 0.0% 31.6% 15.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 18 11.1% 11.1% 5.6% 44.4% 27.8% 11.1% 5.6% 0.0% 27.8% 5.6% 

真美ヶ丘第二小学校区 28 25.0% 3.6% 10.7% 50.0% 25.0% 14.3% 21.4% 7.1% 17.9% 3.6% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 67 16.4% 4.5% 7.5% 35.8% 20.9% 4.5% 6.0% 1.5% 34.3% 7.5% 

町外 40 15.0% 10.0% 0.0% 45.0% 32.5% 12.5% 12.5% 5.0% 30.0% 7.5% 

どちらともいえない 15 26.7% 13.3% 13.3% 46.7% 33.3% 20.0% 13.3% 0.0% 13.3% 6.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  



 

37 

 

（４）参加しない理由 

【問 18で「３．」または「４．」（今後参加するつもりはない）と回答した方のみ】 

問 18付問③ 地域活動やボランティア活動に参加しない理由は次のどれですか。（複数回

答） 

・「参加する時間がない」が 49.9%と最も多く、次いで「参加するための情報がない」が

17.2％、「活動に興味がない」が 16.6％と続いています。 

・属性別でみると、ほとんどの層で「参加する時間がない」が最も多くなっています。主な外出

先・活動場所が「町外」では「参加する時間がない」の割合が 71.1％と「町内」（34.2％）

と比べて高くなっています。 

・前回と同様に、「参加する時間がない」の割合（今回：49.9%、前回：47.6％）が最も多く

なっています。 

図 24 参加しない理由 
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ｎ数 活動に
興味が
ない 

参加す
る時間
がない 

参加す
るため
の情報
がない 

参加し
たい活
動がな
い 

その他 特にな
い 

無回答 

全体  379 16.6% 49.9% 17.2% 8.2% 15.6% 13.5% 2.4% 

性別 
男性 163 21.5% 47.2% 15.3% 9.2% 16.0% 12.3% 2.5% 

女性 209 12.9% 51.7% 18.7% 7.7% 15.3% 14.8% 2.4% 

年齢 

18～29歳 38 18.4% 76.3% 21.1% 5.3% 0.0% 5.3% 2.6% 

30～39歳 52 28.8% 78.8% 19.2% 9.6% 5.8% 1.9% 0.0% 

40～49歳 51 13.7% 76.5% 27.5% 9.8% 3.9% 2.0% 0.0% 

50～59歳 58 20.7% 60.3% 24.1% 8.6% 5.2% 10.3% 1.7% 

60～64歳 39 7.7% 51.3% 15.4% 5.1% 23.1% 15.4% 0.0% 

65～74歳 91 13.2% 19.8% 13.2% 11.0% 24.2% 25.3% 5.5% 

75歳以上 49 14.3% 12.2% 2.0% 4.1% 40.8% 24.5% 4.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 103 19.4% 46.6% 14.6% 7.8% 16.5% 16.5% 2.9% 

広陵東小学校区 50 12.0% 64.0% 24.0% 10.0% 6.0% 14.0% 2.0% 

広陵北小学校区 43 14.0% 58.1% 18.6% 4.7% 16.3% 9.3% 2.3% 

真美ヶ丘第一小学校区 73 23.3% 38.4% 13.7% 9.6% 20.5% 15.1% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 108 13.0% 50.0% 18.5% 8.3% 15.7% 11.1% 2.8% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 149 13.4% 34.2% 13.4% 8.1% 19.5% 20.8% 4.7% 

町外 166 19.3% 71.1% 21.7% 7.2% 8.4% 5.4% 0.6% 

どちらともいえない 60 16.7% 31.7% 10.0% 10.0% 25.0% 16.7% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（５）福祉ボランティア普及に必要なこと 

問 19 あなたは、福祉ボランティア活動の輪を広げるために、今後どのようなことが特に

必要だと考えますか。（複数回答） 

・「困っている人と助けることのできる人をつなぐ仕組みをつくる」が 37.8%と最も多く、次い

で「地域に住む人同士が互いに理解し合い、助け合おうという意識を深める」が 31.3％、「住

民自らが日ごろから地域のつながりを持つように心がける」が 27.0％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「困っている人と助けることのできる人をつなぐ仕組みをつくる」

と「地域に住む人同士が互いに理解し合い、助け合おうという意識を深める」が上位に挙げら

れています。 

・前回と比べて、「住民自らが日ごろから地域のつながりを持つように心がける」の割合（今

回：27.0％、前回：31.8％）が減少しています。 

図 25 福祉ボランティア普及に必要なこと 
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ボランティア活動の方法などに関する研

修を行う

その他

無回答
今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 地域に
おける
福祉活
動の意
義と重
要性を
も っ と
周知す
る 

住民自
らが日
ごろか
ら地域
のつな
がりを
持つよ
うに心
がける 

地域に
住む人
同士が
互いに
理解し
合い、
助け合
お う と
いう意
識を深
める 

ボラン
テ ィ ア
活動に
対する
支援を
充実さ
せる 

リーダ
ーや福
祉活動
に携わ
る人材
を育成
するこ
と 

困って
いる人
と助け
る こ と
のでき
る人を
つなぐ
仕組み
を つ く
る 

ボラン
テ ィ ア
活動の
方法な
どに関
する研
修を行
う 

学校教
育や社
会教育
での福
祉教育
を充実
する 

その他 無回答 

全体  769 20.7% 27.0% 31.3% 22.4% 15.7% 37.8% 10.0% 18.2% 3.4% 9.6% 

性別 
男性 309 24.9% 29.1% 32.0% 24.6% 18.4% 30.1% 7.8% 17.8% 4.2% 10.0% 

女性 445 18.4% 25.6% 31.0% 20.9% 14.2% 43.4% 11.9% 18.4% 2.9% 9.0% 

年齢 

18～29歳 60 21.7% 16.7% 21.7% 21.7% 11.7% 38.3% 13.3% 26.7% 5.0% 8.3% 

30～39歳 83 15.7% 16.9% 18.1% 32.5% 8.4% 43.4% 7.2% 25.3% 4.8% 8.4% 

40～49歳 105 20.0% 26.7% 27.6% 25.7% 10.5% 38.1% 11.4% 22.9% 2.9% 10.5% 

50～59歳 131 26.0% 21.4% 24.4% 22.9% 18.3% 45.8% 9.2% 20.6% 2.3% 8.4% 

60～64歳 74 20.3% 36.5% 36.5% 29.7% 14.9% 36.5% 13.5% 9.5% 4.1% 5.4% 

65～74歳 212 19.8% 32.1% 40.1% 18.9% 19.3% 34.0% 10.8% 15.1% 4.2% 7.5% 

75歳以上 95 21.1% 30.5% 37.9% 13.7% 21.1% 31.6% 6.3% 12.6% 1.1% 18.9% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 21.8% 24.4% 32.5% 21.8% 17.8% 34.0% 8.6% 19.8% 3.0% 8.1% 

広陵東小学校区 100 23.0% 27.0% 28.0% 17.0% 20.0% 41.0% 9.0% 19.0% 7.0% 6.0% 

広陵北小学校区 105 22.9% 36.2% 37.1% 21.0% 10.5% 38.1% 8.6% 13.3% 3.8% 11.4% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 20.9% 23.6% 31.8% 25.7% 14.9% 36.5% 10.1% 21.6% 2.0% 11.5% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 17.7% 26.8% 28.7% 24.4% 15.3% 41.6% 12.9% 16.3% 2.9% 10.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 22.3% 29.4% 35.8% 20.3% 17.7% 37.1% 8.4% 15.5% 1.9% 10.3% 

町外 338 20.1% 27.5% 26.6% 24.6% 14.5% 39.6% 9.8% 21.3% 3.8% 8.6% 

どちらともいえない 117 18.8% 19.7% 32.5% 21.4% 14.5% 35.0% 14.5% 17.1% 6.0% 11.1% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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５．地域福祉にかかわる団体等について 

（１）民生委員の認知度 

問 20 あなたは、「民生委員・児童委員」について知っていますか。（単数回答） 

・「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」が 61.9％と最も多く、次いで「名前

も活動内容もよく知っている」が 27.4％、「名前も活動内容もよく知らない」が 10.1％とな

っています。 

・属性別でみると、各層ともに「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」の割合

が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「民生委員・児童委員」の認知度がやや増加しています。 

図 26 民生委員の認知度 

 

 

ｎ数 名前も活
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よく知ら
ない 

名前も活
動内容も
よく知ら
ない 

無回答 

全体  769 27.4% 61.9% 10.1% 0.5% 

性別 
男性 309 29.4% 57.0% 13.3% 0.3% 

女性 445 26.5% 64.9% 8.1% 0.4% 

年齢 

18～29歳 60 5.0% 51.7% 41.7% 1.7% 

30～39歳 83 16.9% 66.3% 16.9% 0.0% 

40～49歳 105 19.0% 72.4% 8.6% 0.0% 

50～59歳 131 29.0% 61.1% 9.2% 0.8% 

60～64歳 74 31.1% 60.8% 8.1% 0.0% 

65～74歳 212 34.9% 60.8% 4.2% 0.0% 

75歳以上 95 37.9% 57.9% 2.1% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 28.9% 59.9% 10.2% 1.0% 

広陵東小学校区 100 27.0% 61.0% 11.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 33.3% 55.2% 11.4% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 28.4% 62.2% 8.8% 0.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 22.5% 67.5% 10.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 32.9% 61.6% 5.5% 0.0% 

町外 338 21.9% 62.7% 14.8% 0.6% 

どちらともいえない 117 29.9% 59.8% 8.5% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
  

26.4

27.4

58.4

61.9

13.5

10.1

1.7

0.5

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

名前も活動内容もよく知っている 名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない

名前も活動内容もよく知らない 無回答
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（２）地区担当の民生委員について 

問 21 あなたがお住まいの地区を担当している「民生委員・児童委員」を知っていますか。

（単数回答） 

・「知っている」が 43.2％、「知らない」が 56.2％となっています。 

・年齢別でみると、65 歳未満では「知らない」の割合が最も多く、40 歳未満では 9 割を超え

ています。一方で、65歳以上では「知っている」が最も多くなっています。 

・主な外出先・活動場所別でみると、「町外」では「知らない」が 72.5％と「町内」（40.0％）

と比べて高くなっています。 

・前回と比べて、「地区担当の民生委員」の認知度がやや増加しています。 

図 27 地区担当の民生委員について 

 

 
ｎ数 知 っ て

いる 
知 ら な
い 

無回答 

全体  769 43.2% 56.2% 0.7% 

性別 
男性 309 39.2% 60.2% 0.6% 

女性 445 46.7% 52.8% 0.4% 

年齢 

18～29歳 60 3.3% 95.0% 1.7% 

30～39歳 83 9.6% 90.4% 0.0% 

40～49歳 105 29.5% 70.5% 0.0% 

50～59歳 131 35.1% 63.4% 1.5% 

60～64歳 74 44.6% 55.4% 0.0% 

65～74歳 212 63.7% 36.3% 0.0% 

75歳以上 95 77.9% 20.0% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 42.6% 56.3% 1.0% 

広陵東小学校区 100 44.0% 55.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 44.8% 55.2% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 42.6% 56.8% 0.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 43.1% 56.5% 0.5% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 59.4% 40.0% 0.6% 

町外 338 27.2% 72.5% 0.3% 

どちらともいえない 117 47.9% 50.4% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

38.7

43.2

60.3

56.2

1.0

0.7

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

知っている 知らない 無回答
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（３）地域福祉委員の認知度 

問 22 あなたは、「地域福祉委員」について知っていますか。（単数回答） 

・「名前も活動内容もよく知らない」が 68.7％と最も多く、次いで「名前は聞いたことがあるが、

活動内容はよく知らない」が 24.1％、「名前も活動内容もよく知っている」が 5.5％となって

います。 

・属性別でみると、各層ともに「名前も活動内容もよく知らない」の割合が最も多くなっていま

す。 

・前回と比べて、「地域福祉委員」の認知度は同じとなっています。 

図 28 地域福祉委員の認知度 

 

 

ｎ数 名前も活
動内容も
よく知っ
ている 

名 前 は
聞いたこ
とがある
が、活動
内 容 は
よく知ら
ない 

名前も活
動内容も
よく知ら
ない 

無回答 

全体  769 5.5% 24.1% 68.7% 1.8% 

性別 
男性 309 6.8% 22.3% 68.9% 1.9% 

女性 445 4.5% 25.4% 68.3% 1.8% 

年齢 

18～29歳 60 1.7% 16.7% 78.3% 3.3% 

30～39歳 83 2.4% 20.5% 75.9% 1.2% 

40～49歳 105 5.7% 30.5% 63.8% 0.0% 

50～59歳 131 3.1% 15.3% 80.2% 1.5% 

60～64歳 74 4.1% 25.7% 67.6% 2.7% 

65～74歳 212 6.6% 27.8% 62.7% 2.8% 

75歳以上 95 11.6% 27.4% 60.0% 1.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 6.1% 26.4% 65.5% 2.0% 

広陵東小学校区 100 6.0% 27.0% 66.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 6.7% 27.6% 63.8% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 6.1% 20.9% 72.3% 0.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 3.3% 21.5% 72.2% 2.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 6.5% 25.5% 66.1% 1.9% 

町外 338 4.1% 23.1% 71.0% 1.8% 

どちらともいえない 117 6.8% 23.9% 67.5% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
  

5.5

5.5

24.2

24.1

68.4

68.7

1.8

1.8

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

名前も活動内容もよく知っている 名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない

名前も活動内容もよく知らない 無回答
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（４）ふれあい・いきいきサロンの認知度 

問 23 あなたは、「ふれあい・いきいきサロン」を知っていますか。（単数回答） 

・「名前も活動内容もよく知らない」が 56.3％と最も多く、次いで「名前は聞いたことがあるが、

活動内容はよく知らない」が 28.6％、「名前も活動内容もよく知っているが、参加したことは

ない」が 8.9％、「参加したことがある」が 4.7％となっています。 

・年齢別でみると、60 歳以降で「参加したことがある」の割合が増加しており、75 歳以上で

10.5%と他の年齢層と比べて高くなっています。 

・前回と比べて、「ふれあい・いきいきサロン」への参加状況はほぼ同じとなっています。 

図 29 ふれあい・ふれあいサロンの認知度 

 

  

5.5

4.7

8.8

8.9

27.3

28.6

57.0

56.3

1.4

1.6

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

前回

(n=776)

今回

(n=768)

参加したことがある

名前も活動内容もよく知っているが、参加したことはない

名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない

名前も活動内容もよく知らない

無回答
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ｎ数 参加し
た こ と
がある 

名前も
活動内
容もよく
知 っ て
い る
が 、 参
加 し た
こ と は
ない 

名前は
聞いた
こ と が
あ る
が 、 活
動内容
は よ く
知 ら な
い 

名前も
活動内
容もよく
知 ら な
い 

無回答 

全体  768 4.7% 8.9% 28.6% 56.3% 1.6% 

性別 
男性 308 2.3% 7.5% 24.4% 64.3% 1.6% 

女性 445 6.1% 9.9% 32.1% 50.3% 1.6% 

年齢 

18～29歳 60 0.0% 6.7% 16.7% 73.3% 3.3% 

30～39歳 83 0.0% 3.6% 25.3% 69.9% 1.2% 

40～49歳 105 1.9% 6.7% 35.2% 56.2% 0.0% 

50～59歳 130 0.0% 6.9% 32.3% 59.2% 1.5% 

60～64歳 74 5.4% 8.1% 27.0% 56.8% 2.7% 

65～74歳 212 8.5% 11.8% 26.4% 50.9% 2.4% 

75歳以上 95 10.5% 13.7% 32.6% 43.2% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 1.5% 8.1% 28.9% 59.9% 1.5% 

広陵東小学校区 100 8.0% 11.0% 25.0% 55.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 3.8% 13.3% 27.6% 53.3% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 147 5.4% 10.9% 28.6% 55.1% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 5.3% 4.8% 30.6% 56.5% 2.9% 

居住歴 

１年未満 15 0.0% 0.0% 26.7% 73.3% 0.0% 

１～５年未満 47 0.0% 0.0% 31.9% 68.1% 0.0% 

５～10年未満 50 0.0% 4.0% 34.0% 62.0% 0.0% 

10～20年未満 130 2.3% 3.8% 27.7% 64.6% 1.5% 

20～30年未満 148 0.0% 8.8% 27.0% 62.2% 2.0% 

30年以上 376 8.8% 12.8% 28.5% 48.1% 1.9% 

世帯構成 

単身世帯 64 6.3% 10.9% 20.3% 57.8% 4.7% 

夫婦世帯 272 7.0% 8.5% 30.9% 51.8% 1.8% 

親と子どもの世帯 338 2.4% 8.3% 28.7% 60.1% 0.6% 

三世代世帯 51 3.9% 13.7% 35.3% 43.1% 3.9% 

その他 29 0.0% 6.9% 17.2% 75.9% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 8.1% 12.3% 25.5% 52.6% 1.6% 

町外 338 1.2% 6.5% 29.0% 61.5% 1.8% 

どちらともいえない 117 6.0% 6.8% 36.8% 49.6% 0.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（５）社会福祉協議会の認知度 

問 24 あなたは、社会福祉協議会（社協）を知っていますか。（単数回答） 

・「名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない」が 50.8％と最も多く、次いで「名前

も活動内容もよく知らない」が 32.0％、「名前も活動内容もよく知っている」が 15.6％とな

っています。 

・属性別でみると、年齢が「18～29歳」の層と居住歴が5年未満の各層で「名前も活動内容も

よく知らない」の占める割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「社会福祉協議会」の認知度はほぼ同じとなっています。 

図 30 社会福祉協議会の認知度 

 

 

ｎ数 名前も活動内
容もよく知って
いる 

名前は聞いた
ことがあるが、
活動内容はよ
く知らない 

名前も活動内
容もよく知らな
い 

無回答 

全体  769 15.6% 50.8% 32.0% 1.6% 

性別 
男性 309 16.5% 45.0% 36.9% 1.6% 

女性 445 15.3% 54.6% 28.5% 1.6% 

年齢 

18～29歳 60 6.7% 35.0% 55.0% 3.3% 

30～39歳 83 8.4% 45.8% 43.4% 2.4% 

40～49歳 105 16.2% 46.7% 37.1% 0.0% 

50～59歳 131 16.8% 51.1% 31.3% 0.8% 

60～64歳 74 14.9% 45.9% 36.5% 2.7% 

65～74歳 212 20.3% 53.8% 23.6% 2.4% 

75歳以上 95 15.8% 64.2% 20.0% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 16.2% 45.7% 36.0% 2.0% 

広陵東小学校区 100 13.0% 52.0% 34.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 21.0% 49.5% 28.6% 1.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 16.9% 53.4% 29.7% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 12.4% 53.1% 31.6% 2.9% 

居住歴 

１年未満 15 20.0% 33.3% 46.7% 0.0% 

１～５年未満 47 10.6% 40.4% 48.9% 0.0% 

５～10年未満 50 10.0% 48.0% 40.0% 2.0% 

10～20年未満 131 10.7% 55.0% 32.8% 1.5% 

20～30年未満 148 15.5% 48.0% 34.5% 2.0% 

30年以上 376 18.6% 52.9% 26.9% 1.6% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 16.8% 55.8% 25.8% 1.6% 

町外 338 15.7% 44.4% 38.2% 1.8% 

どちらともいえない 117 12.8% 57.3% 29.1% 0.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答  

16.8

15.6

49.6

50.8

32.3

32.0

1.3

1.6

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

名前も活動内容もよく知っている 名前は聞いたことがあるが、活動内容はよく知らない

名前も活動内容もよく知らない 無回答
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（６）社協で今後充実すべき活動 

問25 広陵町社会福祉協議会（社協）が行う活動・支援として、今後充実して欲しいものは

どれですか。（複数回答） 

・「福祉に関する情報提供の充実（インターネット等を含む）」が 30.0%と最も多く、次いで

「子育て支援の充実」が 27.8％、「福祉に対する要望、ニーズの把握とサービスの企画・実施」

が26.7％、「介護保険や障害者総合支援法以外の在宅福祉サービスの充実」が24.7％、「防災

に関する活動」が 22.8％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「福祉に関する情報提供の充実（インターネット等を含む）」が

上位に挙げられています。また、30～50歳の世代では「子育て支援の充実」が第1位に挙げ

れています。 

・前回と比べて、「防災に関する活動」の割合（今回：22.８％、前回：29.0％）と「近隣同士

の助け合いの仕組みづくりとその充実」の割合（今回：21.1％、前回：28.1％）が減少して

います。 

図 31 社協で今後充実すべき活動 

 

30.0

27.8

26.7

24.7

22.8

21.1

19.0

17.8

13.4

13.0

12.2

10.8

1.3

10.7

5.5

29.0

26.4

28.1

25.4

29.0

28.1

20.9

19.5

15.3

13.5

11.6

14.7

2.1

7.9

8.8

0% 10% 20% 30% 40%

福祉に関する情報提供の充実（インター

ネット等を含む）

子育て支援の充実

福祉に対する要望、ニーズの把握とサー

ビスの企画・実施

介護保険や障害者総合支援法以外の在

宅福祉サービスの充実

防災に関する活動

近隣同士の助け合いの仕組みづくりとそ

の充実

福祉に関する相談や苦情の受付

児童・生徒・地域住民を対象とした福祉教

育の充実

権利擁護に関する事業

ボランティア活動等の充実

福祉団体への支援や育成

福祉に関する学習や講習、講演会等の

開催

その他

特に期待することはない

無回答
今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 福祉に
対する
要 望 、
ニーズ
の把握
とサー
ビスの
企 画 ・
実施 

福祉に
関する
情報提
供の充
実（イン
タ ー ネ
ット等を
含む） 

福祉に
関する
学習や
講 習 、
講演会
等の開
催 

近隣同
士の助
け合い
の仕組
み づ く
り と そ
の充実 

児 童 ・
生 徒 ・
地域住
民を対
象 と し
た福祉
教育の
充実 

ボ ラ ン
テ ィ ア
活動等
の充実 

福祉団
体への
支援や
育成 

防災に
関する
活動 

全体  769 26.7% 30.0% 10.8% 21.1% 17.8% 13.0% 12.2% 22.8% 

性別 
男性 309 26.5% 27.8% 8.4% 24.9% 14.2% 13.9% 11.7% 27.8% 

女性 445 26.7% 31.2% 12.6% 18.4% 20.2% 12.8% 12.8% 19.6% 

年齢 

18～29歳 60 26.7% 43.3% 13.3% 6.7% 28.3% 6.7% 13.3% 26.7% 

30～39歳 83 24.1% 18.1% 7.2% 9.6% 27.7% 6.0% 8.4% 20.5% 

40～49歳 105 29.5% 29.5% 11.4% 16.2% 28.6% 11.4% 9.5% 21.0% 

50～59歳 131 33.6% 35.1% 13.0% 12.2% 17.6% 12.2% 16.8% 22.1% 

60～64歳 74 27.0% 31.1% 10.8% 25.7% 10.8% 13.5% 13.5% 25.7% 

65～74歳 212 26.4% 30.7% 9.9% 29.2% 12.3% 18.4% 12.7% 24.1% 

75歳以上 95 15.8% 22.1% 10.5% 34.7% 8.4% 14.7% 10.5% 22.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 19.8% 25.4% 9.6% 20.3% 20.8% 12.2% 10.2% 21.3% 

広陵東小学校区 100 30.0% 22.0% 2.0% 24.0% 17.0% 8.0% 17.0% 24.0% 

広陵北小学校区 105 28.6% 31.4% 9.5% 26.7% 19.0% 20.0% 12.4% 28.6% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 26.4% 29.7% 14.9% 19.6% 16.2% 12.2% 12.2% 25.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 29.7% 37.3% 13.9% 18.7% 16.3% 13.4% 12.0% 19.1% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 24.8% 27.1% 7.4% 23.9% 14.2% 15.2% 13.2% 21.0% 

町外 338 28.7% 31.1% 13.6% 18.6% 21.6% 11.2% 12.1% 26.0% 

どちらともいえない 117 26.5% 35.0% 12.0% 21.4% 16.2% 12.8% 10.3% 17.1% 

 

 

ｎ数 権利擁
護に関
する事
業 

介護保
険や障
害者総
合支援
法以外
の在宅
福祉サ
ー ビ ス
の充実 

子育て
支援の
充実 

福祉に
関する
相談や
苦情の
受付 

その他 特に期
待する
こ と は
ない 

無回答 

全体  769 13.4% 24.7% 27.8% 19.0% 1.3% 10.7% 5.5% 

性別 
男性 309 11.3% 20.7% 24.6% 19.1% 0.6% 15.2% 4.5% 

女性 445 15.3% 27.9% 30.6% 19.6% 1.6% 7.4% 6.1% 

年齢 

18～29歳 60 10.0% 20.0% 36.7% 13.3% 0.0% 13.3% 3.3% 

30～39歳 83 18.1% 19.3% 61.4% 8.4% 1.2% 10.8% 4.8% 

40～49歳 105 13.3% 24.8% 41.9% 17.1% 0.0% 8.6% 1.9% 

50～59歳 131 16.8% 27.5% 22.9% 21.4% 3.1% 9.2% 4.6% 

60～64歳 74 10.8% 31.1% 20.3% 18.9% 0.0% 8.1% 4.1% 

65～74歳 212 12.7% 22.6% 18.4% 25.9% 1.9% 11.8% 6.6% 

75歳以上 95 10.5% 27.4% 11.6% 15.8% 1.1% 13.7% 10.5% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 11.2% 24.9% 33.0% 17.3% 0.5% 13.2% 5.6% 

広陵東小学校区 100 14.0% 26.0% 33.0% 21.0% 4.0% 13.0% 4.0% 

広陵北小学校区 105 16.2% 28.6% 30.5% 21.0% 1.0% 7.6% 5.7% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 13.5% 23.6% 19.6% 15.5% 2.0% 10.1% 5.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 14.4% 23.0% 25.8% 21.1% 0.5% 9.6% 5.7% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 12.9% 27.1% 24.5% 21.0% 0.6% 10.3% 6.8% 

町外 338 14.2% 23.4% 34.6% 17.5% 1.5% 10.1% 4.7% 

どちらともいえない 117 12.8% 23.1% 17.9% 18.8% 2.6% 12.8% 4.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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６．相談について 

（１）相談相手について 

問 26 あなたは暮らしの問題で困ったときに、誰によく相談しますか。（複数回答） 

・「家族・親戚」が 69.8%と最も多く、次いで「友人・知人」が 47.5％、「役場などの相談窓口

（地域包括支援センターを含む）」が17.8％、「職場などの上司・同僚」が11.2％と続いてい

ます。 

・属性別でみると、各層ともに「家族・親戚」が最も多く、次いで「友人・知人」となっていま

す。 

・前回と比べて、「役場などの相談窓口（地域包括支援センターを含む）」は年齢が若い層におい

て増加し、年齢による大きな差はみられません。 

図 32 相談相手について 

 

 

 

69.8

47.5

17.8

11.2

5.7

5.2

3.4

2.0

1.3

1.0

1.0

0.8

3.0

10.3

1.7
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11.7

6.8

4.4

5.7

2.3

2.2

1.9

0.5

0.9

2.6

10.8

2.7

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

家族・親戚

友人・知人

役場などの相談窓口（地域包括支援セン

ターを含む）

職場などの上司・同僚

ケアマネジャー（介護支援専門員）

病院・施設

区・自治会の役員

社会福祉協議会の相談窓口

保育所・幼稚園・小中学校

民生委員・児童委員

福祉活動をしている民間団体

その他

相談できる人はいない

相談したいことはない

無回答

今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 役場な
どの相
談窓口
（ 地 域
包括支
援セン
タ ー を
含む） 

社会福
祉協議
会の相
談窓口 

民生委
員 ・ 児
童委員 

区 ・ 自
治会の
役員 

ケ ア マ
ネ ジ ャ
ー （ 介
護支援
専 門
員） 

保 育
所 ・ 幼
稚 園 ・
小中学
校 

病 院 ・
施設 

福祉活
動 を し
て い る
民間団
体 

全体  769 17.8% 2.0% 1.0% 3.4% 5.7% 1.3% 5.2% 1.0% 

性別 
男性 309 21.0% 2.6% 1.6% 5.5% 6.8% 1.0% 6.8% 1.6% 

女性 445 16.0% 1.6% 0.7% 2.0% 4.9% 1.6% 4.3% 0.7% 

年齢 

18～29歳 60 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 6.7% 1.7% 

30～39歳 83 18.1% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 

40～49歳 105 13.3% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 5.7% 3.8% 1.0% 

50～59歳 131 19.8% 0.8% 0.0% 2.3% 4.6% 0.0% 6.1% 0.0% 

60～64歳 74 20.3% 1.4% 0.0% 4.1% 18.9% 0.0% 12.2% 1.4% 

65～74歳 212 18.4% 2.4% 0.5% 6.1% 8.5% 0.0% 5.2% 1.4% 

75歳以上 95 22.1% 8.4% 6.3% 4.2% 5.3% 0.0% 4.2% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 17.8% 1.5% 1.0% 6.1% 7.1% 2.5% 6.6% 2.0% 

広陵東小学校区 100 15.0% 1.0% 1.0% 6.0% 6.0% 0.0% 3.0% 0.0% 

広陵北小学校区 105 21.9% 3.8% 1.9% 5.7% 8.6% 1.0% 3.8% 1.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 18.9% 3.4% 0.7% 0.7% 4.7% 1.4% 6.8% 0.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 16.3% 0.5% 1.0% 0.5% 3.8% 1.0% 4.8% 0.5% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 17.1% 2.9% 1.6% 5.5% 7.7% 0.6% 3.9% 1.0% 

町外 338 18.3% 0.6% 0.3% 1.8% 3.8% 2.4% 6.5% 1.5% 

どちらともいえない 117 18.8% 3.4% 1.7% 2.6% 6.0% 0.0% 5.1% 0.0% 

 

 

ｎ数 家 族 ・
親戚 

友 人 ・
知人 

職場な
どの上
司 ・ 同
僚 
 

その他 相談で
き る 人
はいな
い 

相談し
た い こ
と は な
い 

無回答 

全体  769 69.8% 47.5% 11.2% 0.8% 3.0% 10.3% 1.7% 

性別 
男性 309 58.3% 35.6% 9.7% 0.6% 4.5% 15.5% 2.6% 

女性 445 77.8% 55.3% 12.1% 0.9% 1.8% 6.5% 1.1% 

年齢 

18～29歳 60 75.0% 53.3% 10.0% 0.0% 5.0% 10.0% 3.3% 

30～39歳 83 83.1% 53.0% 18.1% 1.2% 3.6% 4.8% 1.2% 

40～49歳 105 77.1% 50.5% 21.9% 1.0% 2.9% 7.6% 0.0% 

50～59歳 131 70.2% 54.2% 19.8% 0.8% 2.3% 7.6% 0.8% 

60～64歳 74 63.5% 40.5% 10.8% 0.0% 2.7% 12.2% 2.7% 

65～74歳 212 64.2% 41.0% 1.9% 1.4% 2.8% 14.6% 2.4% 

75歳以上 95 62.1% 43.2% 2.1% 0.0% 3.2% 11.6% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 69.5% 44.7% 13.7% 0.0% 3.0% 11.2% 2.5% 

広陵東小学校区 100 76.0% 51.0% 10.0% 1.0% 3.0% 10.0% 1.0% 

広陵北小学校区 105 64.8% 43.8% 15.2% 1.9% 3.8% 8.6% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 68.2% 50.0% 8.8% 0.7% 1.4% 11.5% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 70.3% 47.4% 8.6% 1.0% 3.8% 10.0% 2.4% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 69.0% 45.5% 6.8% 0.3% 4.2% 8.4% 2.6% 

町外 338 71.9% 50.0% 16.9% 1.2% 2.4% 10.4% 1.5% 

どちらともいえない 117 65.8% 46.2% 6.0% 0.9% 1.7% 14.5% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（２）福祉窓口の利用経験 

問 27 あなたは、町の福祉などに関する窓口を利用したことがありますか。（単数回答） 

・「利用したことがある」が 22.4％となっています。 

・年齢別でみると、30 歳以上の各年齢層では「利用したことがある」の割合が２割を超えてい

ます。 

・前回と比べて、大きな違いはみられません。 

図 33 福祉窓口の利用経験 

 

 

ｎ数 利用し
た こ と
がある 
 

利用し
た こ と
がない 

無回答 

全体  769 22.4% 74.3% 3.4% 

性別 
男性 309 22.0% 75.4% 2.6% 

女性 445 23.1% 73.5% 3.4% 

年齢 

18～29歳 60 6.7% 93.3% 0.0% 

30～39歳 83 21.7% 73.5% 4.8% 

40～49歳 105 25.7% 74.3% 0.0% 

50～59歳 131 26.0% 71.8% 2.3% 

60～64歳 74 25.7% 68.9% 5.4% 

65～74歳 212 22.6% 73.6% 3.8% 

75歳以上 95 22.1% 71.6% 6.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 22.3% 73.6% 4.1% 

広陵東小学校区 100 31.0% 65.0% 4.0% 

広陵北小学校区 105 28.6% 67.6% 3.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 23.6% 73.0% 3.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 14.4% 83.7% 1.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 24.2% 70.3% 5.5% 

町外 338 22.2% 76.0% 1.8% 

どちらともいえない 117 16.2% 81.2% 2.6% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

21.1

22.4

74.4

74.4

4.5

3.3

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

利用したことがある 利用したことがない 無回答
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（３）窓口の利用しやすさ 

【問 27で「１．利用したことがある」と回答した方のみ】 

問 27付問 町の窓口は利用しやすかったですか。（単数回答） 

・「利用しやすかった」が 90.1％、「利用しにくかった」が 8.1％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「利用しやすかった」が最も多くなっています。また、「利用し

やすかった」は女性（86.4％）と比べて男性（95.6％）の方が高くなっています。 

・前回と比べて、「利用しやすかった」の割合（今回：90.1%、前回：84.8％）が増加してい

ます。 

図 34 窓口の利用しやすさ 

 

 

ｎ数 利用し
やすか
った 
 

利用し
に く か
った 

無回答 

全体  172 90.1% 8.1% 1.7% 

性別 
男性 68 95.6% 2.9% 1.5% 

女性 103 86.4% 11.7% 1.9% 

年齢 

18～29歳 4 100.0% 0.0% 0.0% 

30～39歳 18 72.2% 16.7% 11.1% 

40～49歳 27 81.5% 14.8% 3.7% 

50～59歳 34 88.2% 11.8% 0.0% 

60～64歳 19 89.5% 10.5% 0.0% 

65～74歳 48 100.0% 0.0% 0.0% 

75歳以上 21 95.2% 4.8% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 44 86.4% 13.6% 0.0% 

広陵東小学校区 31 87.1% 6.5% 6.5% 

広陵北小学校区 30 90.0% 6.7% 3.3% 

真美ヶ丘第一小学校区 35 94.3% 5.7% 0.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 30 93.3% 6.7% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 75 94.7% 5.3% 0.0% 

町外 75 85.3% 10.7% 4.0% 

どちらともいえない 19 89.5% 10.5% 0.0% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

84.8

90.1

12.2

8.1

3.0

1.7

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

前回

(n=164)

今回

(n=172)

利用しやすかった 利用しにくかった 無回答



 

53 

 

（４）希望する窓口 

問 28 あなたは、町の各窓口で相談や手続きを行う場合、どのような窓口を希望します

か。（複数回答） 

・「１か所で何でも相談や手続きをすることができる」が 48.6%と最も多く、次いで「別の部署

のことも含めて自分に必要な情報や手続きがすぐわかる」が 44.5％、「自宅からインターネッ

トで必要な情報や申請書を入手したり、申請手続きができる」が 29.6％、「書類の書き方が簡

単で、提出する書類が少ない」が 26.9％、「町が行っているサービスだけでなく、その他の公

的機関や民間のサービスについても知ることができる」が 24.4％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「１か所で何でも相談や手続きをすることができる」と「別の部

署のことも含めて自分に必要な情報や手続きがすぐわかる」が上位に挙げられています。また、

年齢が若い層ほど「自宅からインターネットで必要な情報や申請書を入手したり、申請手続き

ができる」の割合が多くなっており、「18～29歳」では 50.0％となっています。 

・前回と比べて、「自宅からインターネットで必要な情報や申請書を入手したり、申請手続きが

できる」の割合（今回：29.6％、前回：19.1％）が 10.5ポイント増加しています。 

図 35 希望する窓口 

 

  

48.6

44.5

29.6

26.9

24.4

22.2

7.3

6.6

6.0

1.4

6.6

51.2
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27.7

23.5
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１か所で何でも相談や手続きをすることができる

別の部署のことも含めて自分に必要な情報や手続き

がすぐわかる

自宅からインターネットで必要な情報や申請書を入

手したり、申請手続きができる

書類の書き方が簡単で、提出する書類が少ない

町が行っているサービスだけでなく、その他の公的

機関や民間のサービスについても知ることができる

相談や手続きの窓口を案内してくれる係員がいる

個別の相談室がある

役場以外の身近なところで相談や手続きができる

障がいがあったり子ども連れでも相談や手続きがし

やすい設備が整っている

その他

無回答 今回 (n=769)

前回 (n=776)



 

54 

 

 

 

ｎ数 別の部署の
ことも含めて
自分に必要
な情報や手
続きがすぐわ
かる 

町が行ってい
るサービスだ
けでなく、そ
の他の公的
機関や民間
のサービスに
ついても知る
ことができる 

１か所で何で
も相談や手
続きをするこ
とができる 

相談や手続
きの窓口を
案内してくれ
る係員がい
る 

書類の書き
方が簡単で、
提出する書
類が少ない 

役場以外の
身近なところ
で相談や手
続きができる 

全体  769 44.5% 24.4% 48.6% 22.2% 26.9% 6.6% 

性別 
男性 309 39.5% 24.6% 46.6% 27.2% 23.3% 7.4% 

女性 445 47.6% 24.9% 50.3% 19.6% 28.8% 6.3% 

年齢 

18～29歳 60 36.7% 11.7% 50.0% 20.0% 31.7% 6.7% 

30～39歳 83 50.6% 21.7% 37.3% 20.5% 28.9% 3.6% 

40～49歳 105 44.8% 23.8% 48.6% 30.5% 26.7% 7.6% 

50～59歳 131 49.6% 29.8% 47.3% 13.0% 22.9% 6.1% 

60～64歳 74 44.6% 31.1% 54.1% 17.6% 23.0% 5.4% 

65～74歳 212 39.2% 25.0% 50.9% 25.0% 33.0% 6.6% 

75歳以上 95 45.3% 23.2% 49.5% 28.4% 16.8% 10.5% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 44.7% 21.8% 49.7% 15.7% 27.9% 5.6% 

広陵東小学校区 100 42.0% 24.0% 48.0% 30.0% 33.0% 10.0% 

広陵北小学校区 105 43.8% 21.9% 56.2% 28.6% 26.7% 4.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 48.6% 27.0% 46.6% 18.2% 28.4% 5.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 41.1% 26.8% 45.9% 25.4% 21.5% 8.1% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 48.4% 24.5% 51.3% 22.9% 29.0% 6.8% 

町外 338 44.7% 25.4% 45.0% 22.2% 25.7% 6.5% 

どちらともいえない 117 34.2% 21.4% 52.1% 19.7% 24.8% 6.8% 

 

 

ｎ数 自宅からイ
ンターネット
で必要な情
報や申請書
を入手した
り、申請手
続きができ
る 

個別の相談
室がある 

障がいがあ
ったり子ど
も連れでも
相談や手続
きがしやす
い設備が整
っている 

その他 無回答 

全体  769 29.6% 7.3% 6.0% 1.4% 6.6% 

性別 
男性 309 32.4% 7.4% 4.2% 1.0% 5.8% 

女性 445 28.1% 7.2% 7.4% 1.8% 6.7% 

年齢 

18～29歳 60 50.0% 10.0% 5.0% 0.0% 8.3% 

30～39歳 83 42.2% 7.2% 16.9% 1.2% 4.8% 

40～49歳 105 38.1% 1.0% 5.7% 2.9% 5.7% 

50～59歳 131 37.4% 6.9% 6.1% 3.1% 5.3% 

60～64歳 74 31.1% 9.5% 4.1% 0.0% 5.4% 

65～74歳 212 19.8% 10.4% 3.8% 1.4% 6.1% 

75歳以上 95 7.4% 5.3% 4.2% 0.0% 11.6% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 27.9% 8.6% 10.2% 1.5% 5.1% 

広陵東小学校区 100 23.0% 8.0% 6.0% 1.0% 6.0% 

広陵北小学校区 105 30.5% 1.9% 4.8% 2.9% 7.6% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 30.4% 6.1% 4.7% 0.7% 8.8% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 34.4% 9.6% 3.3% 1.4% 6.2% 

主な 
外出先・ 

活動場所 

町内 310 19.7% 6.8% 6.8% 1.0% 7.4% 

町外 338 37.0% 7.1% 5.9% 2.1% 5.3% 

どちらともいえない 117 35.0% 9.4% 3.4% 0.9% 8.5% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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７．災害時における助け合いについて 

（１）身近な要配慮者の認識 

問 29 ひとり暮らし高齢者や障がいのある方など、災害発生時に気になる人が身近な地

域にいますか。（単数回答） 

・「いる」が 36.7％、「いない」が 31.3％、「わからない」が 28.9％となっています。 

・年齢別でみると、40歳以上の各年齢層では「いる」の割合が最も多くなっています。 

・居住地域別でみると、「広陵西小学校区」、「広陵東小学校区」、「広陵北小学校区」では「いる」

が最も多くなっていますが、「真美ヶ丘第一小学校区」、「真美ヶ丘第二小学校区」では「いな

い」が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「いる」の割合（今回：36.7％、前回：34.3％）がやや増加しています。 

図 36 身近な要配慮者の認識 

 

 
ｎ数 いる いない わから

ない 
無回答 

全体  769 36.7% 31.3% 28.9% 3.1% 

性別 
男性 309 38.2% 30.7% 28.8% 2.3% 

女性 445 36.6% 31.2% 29.0% 3.1% 

年齢 

18～29歳 60 35.0% 38.3% 26.7% 0.0% 

30～39歳 83 28.9% 32.5% 36.1% 2.4% 

40～49歳 105 39.0% 27.6% 30.5% 2.9% 

50～59歳 131 38.2% 31.3% 29.0% 1.5% 

60～64歳 74 47.3% 24.3% 25.7% 2.7% 

65～74歳 212 36.8% 32.5% 26.9% 3.8% 

75歳以上 95 33.7% 31.6% 28.4% 6.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 36.5% 32.0% 28.9% 2.5% 

広陵東小学校区 100 41.0% 24.0% 28.0% 7.0% 

広陵北小学校区 105 49.5% 27.6% 21.9% 1.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 31.8% 35.1% 30.4% 2.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 32.1% 33.0% 32.1% 2.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 37.1% 29.4% 29.7% 3.9% 

町外 338 37.6% 32.0% 28.4% 2.1% 

どちらともいえない 117 33.3% 34.2% 28.2% 4.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

34.3

36.7

30.8

31.3

31.3

28.9

3.6

3.1

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

前回

(n=776)

今回

(n=769)

いる いない わからない 無回答
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（２）地域での災害への備え 

問 30 地震や台風などの災害時の備えとして、あなたの住む地域で重要だと思うことは

何ですか。（複数回答） 

問 31 地震や台風などの災害時の備えとして、あなたの住む地域で実際に行われている

ことは何ですか。（複数回答） 

・重要だと思う災害対策は、「自分や同居する家族の避難方法の確認」が 62.0％と最も多く、次

いで「危険箇所の把握」が 47.5％、「日ごろから隣近所とのあいさつ、声かけやつきあい」が

37.8％と続いています。 

・実施している災害対策は、「自分や同居する家族の避難方法の確認」が 32.1％と最も多く、次

いで「地域での避難訓練の実施」が 29.6％、「日ごろから隣近所とのあいさつ、声かけやつき

あい」が 24.2％と続いています。 

・重要と実施との差が大きい災害対策は、「危険箇所の把握」（重要：47.5％、実施：12.6％）、

「自分や同居する家族の避難方法の確認」（重要：62.0％、実施：32.1％）となっています。 

図 37 地域での災害への備え 
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2.7

32.1
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29.6

16.9

1.4

4.9

3.1
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自分や同居する家族の避難方法の確認

危険箇所の把握

日ごろから隣近所とのあいさつ、声かけ

やつきあい

避難の際に手助けが必要な人の把握や

情報伝達の体制づくり

避難の際に手助けが必要な人を支援す

る人たちの把握

地域での避難訓練の実施

地域における自主防災組織の構築

災害ボランティアの育成

災害対策についての学習会の開催

その他

特にない

無回答

重要だと思う対策 (n=769)

実施している対策 (n=769)
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・居住地域別でみると、重要だと思う災害対策は、全ての地域で「自分や同居する家族の避難方

法の確認」が最も多くなっています。また、実施している災害対策は、「広陵北小学校区」と

「真美ヶ丘第一小学校区」では「地域での避難訓練の実施」が最も多くなっています。 
 

＜重要だと思う災害対策＞ 
ｎ数 自分や同居

する家族の
避難方法の
確認 

日ごろから隣
近所とのあい
さつ、声かけ
やつきあい 

災害対策に
ついての学
習会の開催 

地域での避
難訓練の実
施 

危険箇所の
把握 

地域におけ
る自主防災
組織の構築 

全体  769 62.0% 37.8% 5.7% 13.3% 47.5% 9.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 64.0% 35.5% 5.6% 12.2% 46.7% 7.1% 

広陵東小学校区 100 58.0% 34.0% 1.0% 11.0% 57.0% 3.0% 

広陵北小学校区 105 61.0% 46.7% 3.8% 14.3% 45.7% 11.4% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 60.8% 41.2% 11.5% 10.8% 49.3% 14.2% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 62.7% 34.4% 4.8% 16.7% 42.6% 9.1% 

主な 
外出先・ 

活動場所 

町内 310 58.4% 47.1% 4.8% 12.6% 40.3% 9.7% 

町外 338 65.4% 32.2% 6.2% 14.2% 55.3% 8.3% 

どちらともいえない 117 63.2% 29.9% 6.8% 12.8% 41.9% 9.4% 

 

ｎ数 避難の際に
手助けが必
要な人の把
握や情報伝
達の体制づく
り 

避難の際に
手助けが必
要な人を支
援する人たち
の把握 

災害ボランテ
ィアの育成 

その他 特にない 無回答 

全体  769 23.5% 13.4% 6.5% 1.0% 2.7% 2.7% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 21.3% 14.2% 9.1% 1.0% 3.0% 2.0% 

広陵東小学校区 100 22.0% 17.0% 9.0% 1.0% 5.0% 5.0% 

広陵北小学校区 105 19.0% 8.6% 8.6% 2.9% 1.0% 3.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 19.6% 12.2% 4.7% 0.7% 2.0% 2.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 31.6% 14.4% 3.3% 0.5% 2.9% 1.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 24.2% 15.8% 6.1% 0.6% 3.2% 4.2% 

町外 338 22.5% 10.4% 6.8% 1.5% 2.1% 1.5% 

どちらともいえない 117 25.6% 16.2% 6.0% 0.9% 3.4% 2.6% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
 

＜実施している災害対策＞ 
ｎ数 自分や同居

する家族の
避難方法の
確認 

日ごろから隣
近所とのあい
さつ、声かけ
やつきあい 

災害対策に
ついての学
習会の開催 

地域での避
難訓練の実
施 

危険箇所の
把握 

地域におけ
る自主防災
組織の構築 

全体  769 32.1% 24.2% 4.9% 29.6% 12.6% 16.9% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 36.0% 24.9% 1.0% 26.9% 13.7% 10.2% 

広陵東小学校区 100 35.0% 20.0% 3.0% 22.0% 16.0% 7.0% 

広陵北小学校区 105 30.5% 26.7% 4.8% 33.3% 21.0% 12.4% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 30.4% 23.6% 13.5% 42.6% 8.8% 29.1% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 30.1% 24.9% 3.8% 25.4% 8.6% 22.0% 

主な 
外出先・ 

活動場所 

町内 310 32.6% 28.4% 5.2% 28.7% 11.9% 19.0% 

町外 338 33.1% 20.7% 5.0% 30.5% 13.6% 14.8% 

どちらともいえない 117 29.1% 23.1% 4.3% 29.9% 12.0% 17.9% 

 

ｎ数 避難の際に
手助けが必
要な人の把
握や情報伝
達の体制づく
り 

避難の際に
手助けが必
要な人を支
援する人たち
の把握 

災害ボランテ
ィアの育成 

その他 特にない 無回答 

全体  769 9.1% 5.2% 1.4% 3.1% 21.7% 6.9% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 7.6% 3.6% 1.5% 3.0% 26.9% 5.1% 

広陵東小学校区 100 7.0% 3.0% 0.0% 3.0% 28.0% 11.0% 

広陵北小学校区 105 9.5% 3.8% 1.0% 5.7% 13.3% 7.6% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 12.2% 9.5% 2.0% 0.7% 16.2% 7.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 9.6% 5.7% 1.9% 3.3% 22.0% 5.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 11.3% 6.5% 1.9% 2.3% 18.7% 9.4% 

町外 338 6.5% 3.6% 0.6% 3.3% 25.4% 5.6% 

どちらともいえない 117 11.1% 6.8% 2.6% 4.3% 18.8% 4.3% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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・重要だと思う災害対策は、前回と比べて、大きな違いはみられません。 

・また、実施している災害対策は、前回と比べて、「地域での避難訓練の実施」の割合（今回：

29.6％、前回：24.2％）が増加しています。 
 

図 38 地域での災害への備え（重要だと思う災害対策） 
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図 39 地域での災害への備え（実施している災害対策） 
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８．その他の福祉問題について 

（１）孤立死について 

問 32 あなたは、「孤立死」について見聞きしたことがありますか。（単数回答） 

・「見聞きしたことはない」が 54.7％と最も多く、次いで「うわさを耳にしたことがある」が

34.6％、「近所でそのような方がいたのを知っている」が 8.7％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「見聞きしたことはない」の割合が最も多くなっています。また、

居住地域別でみると、「広陵西小学校区」、「広陵東小学校区」、「広陵北小学校区」では「近所

でそのような方がいたのを知っている」が他の地域と比べて高くなっています。 

・前回と比べて、「近所でそのような方がいたのを知っている」の割合（今回：8.7％、前回：

5.2％）がやや増加しています。 

図 40 孤立死について 

 

 

ｎ数 近所で そ
のような方
がいたの
を知ってい
る 

うわさを耳
にしたこと
がある 

見聞きした
ことはない 

無回答 

全体  769 8.7% 34.6% 54.7% 2.0% 

性別 
男性 309 8.1% 36.6% 54.0% 1.3% 

女性 445 9.2% 33.9% 55.1% 1.8% 

年齢 

18～29歳 60 1.7% 46.7% 50.0% 1.7% 

30～39歳 83 10.8% 41.0% 47.0% 1.2% 

40～49歳 105 8.6% 35.2% 56.2% 0.0% 

50～59歳 131 7.6% 38.2% 52.7% 1.5% 

60～64歳 74 12.2% 29.7% 55.4% 2.7% 

65～74歳 212 8.5% 33.0% 56.1% 2.4% 

75歳以上 95 10.5% 24.2% 62.1% 3.2% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 11.7% 39.1% 48.7% 0.5% 

広陵東小学校区 100 12.0% 38.0% 46.0% 4.0% 

広陵北小学校区 105 12.4% 39.0% 46.7% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 2.7% 28.4% 65.5% 3.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 6.7% 31.1% 61.2% 1.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 10.0% 34.2% 52.9% 2.9% 

町外 338 8.0% 37.6% 53.3% 1.2% 

どちらともいえない 117 6.8% 28.2% 63.2% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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近所でそのような方がいたのを知っている うわさを耳にしたことがある

見聞きしたことはない 無回答
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（２）自殺対策基本法の認知度 

問 33 あなたは、「自殺対策基本法」という法律を知っていますか。（単数回答） 

・「知らない」が 64.8％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が 25.5％、

「内容を知っている」が 7.7％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「知らない」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、大きな違いはみられません。 

図 41 自殺対策基本法の認知度 

 

 

ｎ数 内容を
知 っ て
いる 

聞いた
こ と は
あるが
内容は
知 ら な
い 

知 ら な
い 

無回答 

全体  769 7.7% 25.5% 64.8% 2.1% 

性別 
男性 309 9.4% 25.2% 62.8% 2.6% 

女性 445 6.7% 26.1% 65.4% 1.8% 

年齢 

18～29歳 60 16.7% 20.0% 61.7% 1.7% 

30～39歳 83 6.0% 22.9% 66.3% 4.8% 

40～49歳 105 9.5% 26.7% 61.9% 1.9% 

50～59歳 131 5.3% 24.4% 69.5% 0.8% 

60～64歳 74 10.8% 21.6% 67.6% 0.0% 

65～74歳 212 7.5% 30.7% 59.0% 2.8% 

75歳以上 95 3.2% 23.2% 71.6% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 9.1% 23.4% 65.0% 2.5% 

広陵東小学校区 100 4.0% 18.0% 76.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 9.5% 31.4% 58.1% 1.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 10.1% 24.3% 64.2% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 5.7% 29.7% 61.7% 2.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 5.2% 28.1% 64.5% 2.3% 

町外 338 10.4% 23.4% 64.5% 1.8% 

どちらともいえない 117 6.8% 24.8% 65.8% 2.6% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（３）悩みやストレス等の有無 

問 34 あなたは、最近６か月間に「死にたい」と思うほどの悩みやストレスを感じたことが

ありましたか。（単数回答） 

・『あった』（「よくあった」と「たまにあった」を合わせた割合）は 11.2％となっています。 

・年齢別でみると、年齢が若い層ほど『あった』の割合が多くなる傾向があり、「18～29 歳」

で 28.4％となっています。 

・世帯構成別でみると、「単独世帯」で『あった』の割合（17.2％）が高くなっています。 

・前回と比べて、『あった』の割合（今回：11.2％、前回：8.0％）がやや増加しています。 

図 42 悩みやストレス等の有無 

 

 
ｎ数 よくあっ

た 
たまに
あった 

なか っ
た 

無回答 『あった』 

全体  769 2.1% 9.1% 86.6% 2.2% 11.2% 

性別 
男性 309 1.0% 8.1% 88.0% 2.9% 9.1% 

女性 445 2.7% 9.9% 85.6% 1.8% 12.6% 

年齢 

18～29歳 60 6.7% 21.7% 70.0% 1.7% 28.4% 

30～39歳 83 6.0% 8.4% 79.5% 6.0% 14.4% 

40～49歳 105 2.9% 10.5% 84.8% 1.9% 13.4% 

50～59歳 131 0.0% 10.7% 88.5% 0.8% 10.7% 

60～64歳 74 1.4% 8.1% 90.5% 0.0% 9.5% 

65～74歳 212 0.9% 5.7% 90.6% 2.8% 6.6% 

75歳以上 95 1.1% 6.3% 90.5% 2.1% 7.4% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 3.0% 11.7% 82.7% 2.5% 14.7% 

広陵東小学校区 100 2.0% 8.0% 87.0% 3.0% 10.0% 

広陵北小学校区 105 1.0% 9.5% 88.6% 1.0% 10.5% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 1.4% 7.4% 89.9% 1.4% 8.8% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 2.4% 8.1% 86.6% 2.9% 10.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 6.3% 10.9% 78.1% 4.7% 17.2% 

夫婦世帯 272 0.7% 6.6% 90.1% 2.6% 7.3% 

親と子どもの世帯 339 2.9% 10.0% 85.3% 1.8% 12.9% 

三世代世帯 51 0.0% 9.8% 90.2% 0.0% 9.8% 

その他 29 0.0% 13.8% 82.8% 3.4% 13.8% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 1.6% 10.0% 85.8% 2.6% 11.6% 

町外 338 2.4% 10.1% 85.5% 2.1% 12.5% 

どちらともいえない 117 2.6% 4.3% 91.5% 1.7% 6.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※『あった』は、「よくあった」と「たまにあった」を合わせた割合 
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（４）悩みの主な原因 

【問 34で「１．」または「２．」（あった）と回答した方のみ】 

問 34付問 どのようなことが悩みの原因でしたか。（複数回答） 

・「家庭問題」が40.7％と最も多く、次いで「経済・生活問題」が30.2％、「就労・職場問題」

が 18.6％、「健康問題」が 16.3％と続いています。 

・年齢別でみると、40 歳未満の層では「経済・生活問題」、「40～49 歳」では「就労・職場問

題」、50歳以降の層では「家庭問題」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「健康問題」（今回：16.3％、前回：38.7％）が減少しています。 

図 43 悩みの主な原因 
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就労・職場問題
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無回答
今回 (n=86)

前回 (n=62)
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ｎ数 家庭問
題 

健康問
題 

経 済 ・
生活問
題 
 

就 労 ・
職場問
題 

学校生
活問題 

その他 答えた
くない 

無回答 

全体  86 40.7% 16.3% 30.2% 18.6% 3.5% 7.0% 12.8% 5.8% 

性別 
男性 28 32.1% 14.3% 32.1% 14.3% 3.6% 7.1% 7.1% 3.6% 

女性 56 42.9% 17.9% 28.6% 21.4% 3.6% 7.1% 16.1% 7.1% 

年齢 

18～29歳 17 29.4% 5.9% 47.1% 17.6% 11.8% 11.8% 23.5% 0.0% 

30～39歳 12 50.0% 0.0% 50.0% 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 

40～49歳 14 28.6% 14.3% 21.4% 42.9% 7.1% 7.1% 7.1% 14.3% 

50～59歳 14 42.9% 7.1% 7.1% 35.7% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 

60～64歳 7 57.1% 28.6% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 

65～74歳 14 28.6% 21.4% 28.6% 0.0% 0.0% 7.1% 21.4% 7.1% 

75歳以上 7 71.4% 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 

居住地域 

広陵西小学校区 29 58.6% 17.2% 37.9% 17.2% 0.0% 3.4% 6.9% 6.9% 

広陵東小学校区 10 50.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 

広陵北小学校区 11 45.5% 9.1% 27.3% 27.3% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 13 23.1% 23.1% 23.1% 38.5% 7.7% 7.7% 23.1% 7.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 22 18.2% 13.6% 31.8% 13.6% 4.5% 9.1% 18.2% 4.5% 

世帯構成 

単身世帯 11 36.4% 27.3% 72.7% 18.2% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 

夫婦世帯 20 40.0% 30.0% 20.0% 15.0% 0.0% 5.0% 15.0% 5.0% 

親と子どもの世帯 44 43.2% 9.1% 27.3% 22.7% 6.8% 6.8% 11.4% 6.8% 

三世代世帯 5 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

その他 4 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 36 50.0% 16.7% 33.3% 5.6% 0.0% 5.6% 13.9% 5.6% 

町外 42 31.0% 9.5% 28.6% 33.3% 7.1% 9.5% 14.3% 4.8% 

どちらともいえない 8 50.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

※ｎ数が少ない分類層は参考値扱い 
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（５）自殺を減少させるために重要なこと 

問 35 あなたは、自殺を減少させるために重要と思われることは何ですか。（複数回答） 

・「気軽に相談できる場所（電話相談など）の充実」が 62.4％と最も多く、次いで「学校での

「いのちの教育」の充実」が43.4％、「職場でのこころの健康づくりの推進」が26.7％、「自

殺相談などの専門機関の設置」が 22.9％、「早期対応の中心的役割を果たす人材（ゲートキー

パー）の養成」が 19.5％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「気軽に相談できる場所（電話相談など）の充実」の割合が最も

多くなっています。 

・前回と比べて、大きな違いはみられません。 

図 44 自殺を減少させるために重要なこと 
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自殺やこころの健康に関する普及啓発

自殺未遂者の支援の充実

自死遺族の支援の充実

その他

無回答
今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 学校で
の 「 い
のちの
教 育 」
の充実 

職場で
の こ こ
ろの健
康 づ く
り の推
進 

気軽に
相談で
き る 場
所 （ 電
話相談
な ど ）
の充実 

自死遺
族の支
援の充
実 

自殺未
遂者の
支援の
充実 

自殺や
こ こ ろ
の健康
に関す
る普及
啓発 

早期対
応の中
心的役
割を果
たす人
材 （ ゲ
ー ト キ
ー パ
ー ） の
養成 

自殺相
談など
の専門
機関の
設置 

全体  769 43.4% 26.7% 62.4% 4.2% 8.5% 14.7% 19.5% 22.9% 

性別 
男性 309 41.7% 24.6% 61.2% 2.3% 8.4% 15.5% 17.2% 22.0% 

女性 445 44.5% 28.5% 62.9% 5.6% 8.8% 14.2% 21.8% 23.4% 

年齢 

18～29歳 60 16.7% 18.3% 53.3% 3.3% 18.3% 18.3% 21.7% 26.7% 

30～39歳 83 37.3% 38.6% 59.0% 8.4% 12.0% 8.4% 20.5% 18.1% 

40～49歳 105 39.0% 27.6% 57.1% 6.7% 10.5% 13.3% 22.9% 22.9% 

50～59歳 131 41.2% 31.3% 61.1% 3.8% 8.4% 13.7% 24.4% 26.0% 

60～64歳 74 50.0% 33.8% 64.9% 2.7% 5.4% 13.5% 13.5% 25.7% 

65～74歳 212 50.9% 22.2% 66.5% 1.4% 4.7% 16.5% 17.9% 23.6% 

75歳以上 95 51.6% 18.9% 66.3% 6.3% 8.4% 16.8% 15.8% 16.8% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 43.1% 25.4% 61.4% 4.6% 8.6% 12.7% 18.3% 23.4% 

広陵東小学校区 100 41.0% 26.0% 67.0% 3.0% 10.0% 10.0% 23.0% 13.0% 

広陵北小学校区 105 44.8% 31.4% 54.3% 2.9% 8.6% 17.1% 19.0% 26.7% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 45.9% 27.0% 67.6% 2.0% 8.1% 16.9% 18.2% 20.3% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 42.1% 25.8% 60.8% 6.7% 8.1% 15.8% 21.1% 27.3% 

世帯構成 

単身世帯 64 26.6% 15.6% 64.1% 1.6% 6.3% 7.8% 18.8% 23.4% 

夫婦世帯 272 54.0% 26.8% 66.2% 4.4% 7.0% 16.9% 18.0% 20.2% 

親と子どもの世帯 339 37.5% 27.1% 59.6% 4.7% 10.6% 13.3% 21.2% 23.6% 

三世代世帯 51 45.1% 33.3% 58.8% 2.0% 5.9% 19.6% 15.7% 23.5% 

その他 29 37.9% 31.0% 62.1% 3.4% 6.9% 17.2% 24.1% 34.5% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 46.5% 26.5% 64.8% 2.9% 9.0% 13.5% 18.7% 22.3% 

町外 338 40.8% 28.7% 58.3% 4.7% 9.5% 14.2% 21.0% 23.4% 

どちらともいえない 117 42.7% 21.4% 68.4% 6.0% 4.3% 19.7% 17.9% 23.9% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（６）虐待について 

問36 あなたは、子どもや高齢者、障がい者に対する虐待について見聞きしたことがあり

ますか。（単数回答） 

・「見聞きしたことはない」が 71.0％と最も多く、次いで「うわさを耳にしたことがある」が

23.4％、「近所でそのような方がいたのを知っている」が 2.9％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「見聞きしたことはない」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「見聞きしたことはない」の割合（今回：71.0％、前回：63.4％）が増加し

ています。 

図 45 虐待について 

 

 

ｎ数 近所で
そのよ
う な 方
がいた
のを知
っ て い
る 

う わ さ
を耳に
したこと
がある 

見聞き
したこと
はない 

無回答 

全体  769 2.9% 23.4% 71.0% 2.7% 

性別 
男性 309 1.9% 23.3% 71.5% 3.2% 

女性 445 3.4% 23.6% 70.8% 2.2% 

年齢 

18～29歳 60 1.7% 40.0% 55.0% 3.3% 

30～39歳 83 7.2% 28.9% 59.0% 4.8% 

40～49歳 105 3.8% 32.4% 61.9% 1.9% 

50～59歳 131 3.8% 18.3% 76.3% 1.5% 

60～64歳 74 2.7% 27.0% 68.9% 1.4% 

65～74歳 212 1.4% 18.9% 75.9% 3.8% 

75歳以上 95 1.1% 11.6% 85.3% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 6.1% 26.9% 64.0% 3.0% 

広陵東小学校区 100 3.0% 34.0% 61.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 1.9% 24.8% 71.4% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 0.0% 14.2% 83.1% 2.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 2.4% 20.6% 73.7% 3.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 2.3% 24.2% 70.0% 3.5% 

町外 338 3.6% 24.6% 69.5% 2.4% 

どちらともいえない 117 2.6% 18.8% 76.9% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（７）虐待通報義務の認知度 

問 37 あなたは、子どもや高齢者、障がい者への虐待、家庭内暴力を知った場合に、町な

ど公的機関に速やかに通報する義務が住民にあることを知っていますか。（単数回答） 

・「知っている」が 60.3％、「知らない」が 37.1％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「知っている」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、大きな違いはみられません。 

図 46 虐待通報義務の認知度 

 

 
ｎ数 知 っ て

いる 
知 ら な
い 

無回答 

全体  769 60.3% 37.1% 2.6% 

性別 
男性 309 49.8% 47.2% 2.9% 

女性 445 67.6% 29.9% 2.5% 

年齢 

18～29歳 60 63.3% 35.0% 1.7% 

30～39歳 83 65.1% 30.1% 4.8% 

40～49歳 105 61.9% 36.2% 1.9% 

50～59歳 131 63.4% 35.9% 0.8% 

60～64歳 74 63.5% 36.5% 0.0% 

65～74歳 212 59.0% 37.7% 3.3% 

75歳以上 95 47.4% 47.4% 5.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 61.4% 36.0% 2.5% 

広陵東小学校区 100 57.0% 41.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 58.1% 39.0% 2.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 58.1% 40.5% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 62.2% 34.0% 3.8% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 57.1% 39.7% 3.2% 

町外 338 61.8% 36.4% 1.8% 

どちらともいえない 117 65.8% 30.8% 3.4% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 

 

  

60.6

60.3
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3.6
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前回
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今回

(n=769)

知っている 知らない 無回答
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（８）児童相談所全国共通ダイヤルの認知度 

問 38 あなたは、児童虐待を知った場合に通報することができる児童相談所全国共通ダ

イヤル「１８９」を知っていますか。（単数回答） 

・「知っている」が 23.4％、「知らない」が 74.5％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「知らない」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「知っている」の割合（今回：23.4％、前回：19.2％）がやや増加していま

す。 

図 47 児童相談所全国共通ダイヤルの認知度 

 

 
ｎ数 知 っ て

いる 
知 ら な
い 

無回答 

全体  769 23.4% 74.5% 2.1% 

性別 
男性 309 17.2% 79.9% 2.9% 

女性 445 28.1% 70.3% 1.6% 

年齢 

18～29歳 60 31.7% 66.7% 1.7% 

30～39歳 83 27.7% 67.5% 4.8% 

40～49歳 105 31.4% 66.7% 1.9% 

50～59歳 131 16.8% 82.4% 0.8% 

60～64歳 74 20.3% 79.7% 0.0% 

65～74歳 212 26.4% 70.8% 2.8% 

75歳以上 95 11.6% 86.3% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 24.4% 73.6% 2.0% 

広陵東小学校区 100 18.0% 80.0% 2.0% 

広陵北小学校区 105 21.9% 76.2% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 25.7% 73.0% 1.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 24.9% 72.2% 2.9% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 21.3% 76.1% 2.6% 

町外 338 24.3% 74.0% 1.8% 

どちらともいえない 117 26.5% 71.8% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（９）セルフ・ネグレクトの認知度 

問 39 あなたは、高齢者の「セルフ・ネグレクト」について知っていますか。（単数回答） 

・「知っている」が 28.2％、「知らない」が 69.1％となっています。 

・属性別でみると、各層ともに「知らない」の割合が最も多くなっています。 

・前回と比べて、「知っている」の割合（今回：28.2％、前回：24.7％）がやや増加していま

す。 

図 48 セルフ・ネグレクトの認知度 

 

 
ｎ数 知 っ て

いる 
知 ら な
い 

無回答 

全体  769 28.2% 69.1% 2.7% 

性別 
男性 309 23.0% 73.5% 3.6% 

女性 445 32.4% 65.6% 2.0% 

年齢 

18～29歳 60 35.0% 63.3% 1.7% 

30～39歳 83 32.5% 61.4% 6.0% 

40～49歳 105 26.7% 71.4% 1.9% 

50～59歳 131 32.8% 65.6% 1.5% 

60～64歳 74 27.0% 73.0% 0.0% 

65～74歳 212 25.9% 70.8% 3.3% 

75歳以上 95 23.2% 73.7% 3.2% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 29.9% 67.0% 3.0% 

広陵東小学校区 100 24.0% 73.0% 3.0% 

広陵北小学校区 105 24.8% 73.3% 1.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 30.4% 67.6% 2.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 29.2% 67.5% 3.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 25.8% 71.0% 3.2% 

町外 338 32.2% 65.7% 2.1% 

どちらともいえない 117 23.9% 72.6% 3.4% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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前回
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知っている 知らない 無回答
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９．これからの福祉に必要なことについて 

（１）地域福祉を担う主体 

問 40 これからの地域における「福祉」を担う主体について、あなたはどのように考えま

すか。（複数回答） 

・「福祉や地域のことは、行政も住民も協力し、共に取り組むべきである」が 41.0％と最も多く、

次いで「できるだけ人に頼らず、自分でできることは自分でやっていきたい」が 23.7％、「地

域の人が互いに協力し、住みやすい地域にしていきたい」が 13.9％、「福祉や地域のことは、

行政がしっかりと面倒をみるべきである」が 13.8％と続いています。 

・属性別でみると、ほとんどの層で「福祉や地域のことは、行政も住民も協力し、共に取り組む

べきである」の割合が最も多くなっています。一方で、「できるだけ人に頼らず、自分ででき

ることは自分でやっていきたい」の割合は、「75 歳以上」（41.1％）と「単身世帯」（35.9％）

で最も多くなっています。 

・前回と比べて、大きな違いはみられませんが、「福祉や地域のことは、行政がしっかりと面倒

をみるべきである」の割合（今回：13.8％、前回：9.4％）がやや増加しています。 

図 49 地域福祉を担う主体 
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福祉や地域のことは、行政がしっかりと面倒をみるべきである
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その他

わからない

無回答
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ｎ数 で き る
だけ人
に頼ら
ず 、 自
分でで
きること
は自分
でや っ
て い き
たい 

地域の
人が互
いに協
力 し 、
住みや
すい地
域に し
て い き
たい 

福祉や
地域の
ことは、
行政が
し っ か
り と 面
倒をみ
るべ き
である 

福祉や
地域の
ことは、
行政も
住民も
協 力
し 、 共
に 取 り
組むべ
き で あ
る 

その他 わから
ない 

無回答 

全体  769 23.7% 13.9% 13.8% 41.0% 0.4% 4.4% 2.9% 

性別 
男性 309 28.2% 12.9% 17.2% 34.0% 0.3% 5.5% 1.9% 

女性 445 20.9% 14.8% 11.7% 45.6% 0.4% 3.1% 3.4% 

年齢 

18～29歳 60 15.0% 16.7% 23.3% 33.3% 0.0% 10.0% 1.7% 

30～39歳 83 9.6% 12.0% 26.5% 45.8% 0.0% 3.6% 2.4% 

40～49歳 105 19.0% 9.5% 19.0% 44.8% 0.0% 6.7% 1.0% 

50～59歳 131 19.8% 10.7% 14.5% 50.4% 0.0% 3.8% 0.8% 

60～64歳 74 27.0% 18.9% 8.1% 41.9% 2.7% 0.0% 1.4% 

65～74歳 212 27.8% 16.5% 8.5% 37.7% 0.0% 4.7% 4.7% 

75歳以上 95 41.1% 13.7% 7.4% 28.4% 1.1% 2.1% 6.3% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 25.4% 10.7% 15.2% 40.1% 1.0% 5.1% 2.5% 

広陵東小学校区 100 19.0% 15.0% 16.0% 41.0% 1.0% 3.0% 5.0% 

広陵北小学校区 105 18.1% 25.7% 10.5% 40.0% 0.0% 2.9% 2.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 26.4% 14.2% 12.8% 37.8% 0.0% 5.4% 3.4% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 25.8% 10.0% 13.9% 44.0% 0.0% 4.3% 1.9% 

世帯構成 

単身世帯 64 35.9% 18.8% 9.4% 29.7% 0.0% 3.1% 3.1% 

夫婦世帯 272 26.8% 14.0% 12.5% 40.4% 0.0% 3.7% 2.6% 

親と子どもの世帯 339 19.5% 12.7% 17.7% 41.3% 0.6% 4.7% 3.5% 

三世代世帯 51 19.6% 15.7% 5.9% 51.0% 2.0% 3.9% 2.0% 

その他 29 27.6% 13.8% 3.4% 44.8% 0.0% 10.3% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 26.8% 11.9% 10.3% 43.9% 0.0% 3.5% 3.5% 

町外 338 21.3% 13.9% 17.5% 40.2% 0.6% 4.1% 2.4% 

どちらともいえない 117 22.2% 18.8% 12.8% 35.9% 0.9% 6.8% 2.6% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（２）福祉サービス情報の入手方法 

問 41 あなたは、町の福祉サービスに関する情報をどのように入手していますか。（複数

回答） 

・「町の広報紙」が 81.1%と最も多く、次いで「町のホームページ」が 27.4％、「地区の回覧板

や集会」が 21.1％、「知人・友人」が 13.8％、「家族・親族（同居・別居を問わず）」が

13.0％と続いています。 

・属性別でみると、各層ともに「町の広報紙」が第１位に挙げられています。また、65 歳未満

では「町のホームページ」、65 歳以上では「地区の回覧板や集会」が第２位に挙げられていま

す。 

・前回と比べて、「町のホームページ」の割合（今回：27.4％、前回：12.1％）が 15.3ポイン

ト増加しています。 

図 50 福祉サービス情報の入手方法 
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町の広報紙

町のホームページ

地区の回覧板や集会

知人・友人

家族・親族（同居・別居を問わず）

役場の窓口

近所の人

保育所・幼稚園・小中学校

民生委員・児童委員

社会福祉協議会の窓口

町のフェイスブック

福祉団体やサークル

その他

無回答
今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 町の広
報紙 

町のホ
ームペ
ージ 

町のフ
ェ イ ス
ブック 

地区の
回覧板
や集会 

役場の
窓口 

社会福
祉協議
会の窓
口 

民生委
員 ・ 児
童委員 

福祉団
体やサ
ークル 

全体  769 81.1% 27.4% 0.9% 21.1% 7.2% 2.0% 3.0% 0.4% 

性別 
男性 309 79.3% 26.2% 1.3% 22.0% 8.7% 2.6% 3.6% 0.3% 

女性 445 82.9% 28.8% 0.7% 20.4% 6.3% 1.6% 2.7% 0.4% 

年齢 

18～29歳 60 51.7% 30.0% 3.3% 3.3% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

30～39歳 83 71.1% 33.7% 1.2% 12.0% 10.8% 0.0% 1.2% 0.0% 

40～49歳 105 79.0% 30.5% 0.0% 18.1% 3.8% 1.0% 1.0% 0.0% 

50～59歳 131 87.0% 35.9% 2.3% 17.6% 6.1% 2.3% 0.0% 0.0% 

60～64歳 74 85.1% 37.8% 1.4% 27.0% 6.8% 2.7% 0.0% 0.0% 

65～74歳 212 86.3% 19.3% 0.0% 25.0% 9.9% 2.8% 7.1% 0.9% 

75歳以上 95 88.4% 16.8% 0.0% 33.7% 6.3% 3.2% 6.3% 1.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 77.7% 26.4% 1.0% 18.3% 6.6% 2.0% 3.6% 0.0% 

広陵東小学校区 100 77.0% 21.0% 3.0% 24.0% 8.0% 1.0% 4.0% 0.0% 

広陵北小学校区 105 83.8% 25.7% 1.9% 16.2% 10.5% 2.9% 3.8% 0.0% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 85.1% 35.1% 0.0% 20.3% 6.1% 1.4% 2.7% 0.7% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 82.3% 27.3% 0.0% 24.9% 6.7% 2.4% 1.9% 0.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 73.4% 23.4% 0.0% 20.3% 10.9% 4.7% 6.3% 0.0% 

夫婦世帯 272 86.8% 28.7% 0.4% 26.8% 7.4% 2.6% 3.7% 0.7% 

親と子どもの世帯 339 79.1% 29.5% 1.5% 16.5% 6.2% 1.2% 1.2% 0.0% 

三世代世帯 51 82.4% 19.6% 2.0% 23.5% 5.9% 0.0% 9.8% 0.0% 

その他 29 82.8% 20.7% 0.0% 17.2% 10.3% 3.4% 0.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 83.5% 25.5% 0.3% 26.5% 8.4% 1.6% 5.5% 0.6% 

町外 338 78.7% 28.4% 1.8% 19.2% 4.7% 1.8% 1.8% 0.3% 

どちらともいえない 117 82.1% 29.1% 0.0% 12.0% 11.1% 3.4% 0.0% 0.0% 

 

 

ｎ数 保 育
所 ・ 幼
稚 園 ・
小中学
校 

家 族 ・
親 族
（同居・
別居を
問 わ
ず）  

知 人 ・
友人 

近所の
人 

その他 無回答 

全体  769 4.0% 13.0% 13.8% 6.4% 2.3% 2.5% 

性別 
男性 309 2.9% 15.2% 8.7% 4.5% 1.9% 2.6% 

女性 445 4.9% 11.7% 16.9% 7.2% 2.2% 2.2% 

年齢 

18～29歳 60 0.0% 41.7% 6.7% 0.0% 6.7% 3.3% 

30～39歳 83 15.7% 13.3% 7.2% 2.4% 6.0% 7.2% 

40～49歳 105 14.3% 18.1% 8.6% 3.8% 2.9% 0.0% 

50～59歳 131 0.0% 6.9% 13.7% 5.3% 0.0% 0.8% 

60～64歳 74 0.0% 9.5% 10.8% 6.8% 0.0% 0.0% 

65～74歳 212 1.4% 8.5% 16.5% 6.6% 2.4% 3.8% 

75歳以上 95 0.0% 10.5% 23.2% 15.8% 0.0% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 5.6% 14.2% 15.7% 8.6% 2.0% 3.0% 

広陵東小学校区 100 4.0% 13.0% 8.0% 8.0% 5.0% 3.0% 

広陵北小学校区 105 3.8% 17.1% 21.9% 6.7% 2.9% 2.9% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 3.4% 7.4% 10.1% 4.1% 0.0% 2.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 3.3% 13.9% 11.5% 4.3% 2.4% 1.9% 

世帯構成 

単身世帯 64 0.0% 12.5% 18.8% 7.8% 0.0% 3.1% 

夫婦世帯 272 1.5% 8.8% 15.8% 7.4% 2.2% 2.2% 

親と子どもの世帯 339 7.4% 14.7% 10.9% 4.4% 2.7% 3.2% 

三世代世帯 51 3.9% 19.6% 7.8% 9.8% 2.0% 0.0% 

その他 29 0.0% 17.2% 13.8% 6.9% 0.0% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 2.9% 9.4% 19.0% 7.1% 1.3% 3.2% 

町外 338 6.2% 17.5% 8.0% 5.0% 3.3% 2.1% 

どちらともいえない 117 0.9% 10.3% 16.2% 8.5% 2.6% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答  
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（３）知りたい福祉情報 

問 42 あなたは、福祉についてどのような情報を知りたいですか。（複数回答） 

・「高齢者や障がい者のサービスの情報」が 43.0%と最も多く、次いで「介護保険や福祉のサー

ビス提供事業者の情報」が37.5％、「健康づくりについてのサービスの情報」が37.2％、「健

康づくりや生きがいづくりについての学習機会（講座や教室）」が 22.8％、「子育てについて

のサービスの情報」が 20.4％と続いています。 

・年齢別でみると、50 歳未満では「子育てについてのサービスの情報」、50 歳以上では「高齢

者や障がい者のサービスの情報」が第１位に挙げられています。 

・前回と比べて、大きな違いはみられません。 

図 51 知りたい福祉情報 
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高齢者や障がい者のサービスの情報
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健康づくりについてのサービスの情報

健康づくりや生きがいづくりについての学

習機会（講座や教室）

子育てについてのサービスの情報

就労支援・自立支援に関する情報

ボランティア活動やＮＰＯなどについての

情報

社会福祉協議会の活動情報

寄付や援助に関する情報

その他

特にない

無回答
今回 (n=769)

前回 (n=776)
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ｎ数 健康づくり
についての
サービスの
情報 

子育てにつ
いてのサー
ビスの情報 

高齢者や障
がい者のサ
ービスの情
報 

介護保険や
福祉のサー
ビス提供事
業者の情報 

社会福祉協
議会の活動
情報 

寄付や援助
に関する情
報 

全体  769 37.2% 20.4% 43.0% 37.5% 8.8% 7.8% 

性別 
男性 309 41.7% 18.4% 43.7% 35.0% 12.0% 9.7% 

女性 445 34.6% 21.8% 43.8% 39.6% 7.0% 6.7% 

年齢 

18～29歳 60 30.0% 31.7% 21.7% 16.7% 5.0% 15.0% 

30～39歳 83 22.9% 68.7% 15.7% 19.3% 4.8% 14.5% 

40～49歳 105 28.6% 40.0% 35.2% 32.4% 3.8% 12.4% 

50～59歳 131 35.1% 11.5% 45.8% 38.2% 7.6% 5.3% 

60～64歳 74 43.2% 8.1% 48.6% 47.3% 10.8% 2.7% 

65～74歳 212 46.7% 6.1% 53.8% 42.0% 11.3% 7.1% 

75歳以上 95 41.1% 4.2% 58.9% 53.7% 15.8% 2.1% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 28.4% 25.9% 40.6% 36.5% 10.7% 6.6% 

広陵東小学校区 100 33.0% 24.0% 46.0% 38.0% 11.0% 11.0% 

広陵北小学校区 105 37.1% 26.7% 43.8% 34.3% 6.7% 9.5% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 41.9% 15.5% 40.5% 37.2% 11.5% 8.1% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 44.0% 14.4% 45.9% 39.7% 5.7% 6.7% 

世帯構成 

単身世帯 64 29.7% 6.3% 37.5% 42.2% 4.7% 4.7% 

夫婦世帯 272 46.3% 10.3% 51.1% 45.6% 12.9% 6.6% 

親と子どもの世帯 339 31.0% 31.3% 36.6% 30.4% 6.5% 10.3% 

三世代世帯 51 35.3% 27.5% 54.9% 35.3% 7.8% 5.9% 

その他 29 48.3% 13.8% 41.4% 41.4% 13.8% 0.0% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 36.8% 14.8% 47.1% 43.2% 9.7% 6.8% 

町外 338 35.8% 28.4% 38.8% 32.0% 8.3% 9.5% 

どちらともいえない 117 42.7% 12.0% 44.4% 39.3% 8.5% 6.0% 

 

 

ｎ数 就労支援・
自立支援に
関する情報 

ボランティ
ア活動やＮ
ＰＯなどに
ついての情
報 

健康づくり
や生きがい
づくりにつ
いての学習
機会（講座
や教室） 

その他 特にない 無回答 

全体  769 10.7% 10.1% 22.8% 0.8% 13.5% 2.6% 

性別 
男性 309 11.3% 8.1% 17.2% 0.3% 16.5% 2.6% 

女性 445 10.6% 11.7% 26.7% 1.1% 11.0% 2.5% 

年齢 

18～29歳 60 20.0% 16.7% 16.7% 0.0% 23.3% 1.7% 

30～39歳 83 15.7% 4.8% 12.0% 1.2% 7.2% 3.6% 

40～49歳 105 16.2% 17.1% 15.2% 1.0% 14.3% 1.9% 

50～59歳 131 10.7% 10.7% 20.6% 0.0% 16.0% 2.3% 

60～64歳 74 6.8% 8.1% 33.8% 1.4% 12.2% 0.0% 

65～74歳 212 8.5% 9.9% 27.8% 1.4% 13.7% 3.8% 

75歳以上 95 3.2% 4.2% 26.3% 0.0% 9.5% 3.2% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 12.7% 8.6% 16.2% 1.0% 14.2% 3.6% 

広陵東小学校区 100 14.0% 8.0% 20.0% 1.0% 15.0% 4.0% 

広陵北小学校区 105 9.5% 8.6% 21.9% 1.0% 15.2% 3.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 8.1% 10.8% 23.0% 1.4% 16.2% 2.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 10.0% 12.4% 30.1% 0.0% 9.6% 1.0% 

世帯構成 

単身世帯 64 6.3% 6.3% 17.2% 3.1% 23.4% 4.7% 

夫婦世帯 272 8.8% 9.6% 27.2% 0.4% 11.4% 2.2% 

親と子どもの世帯 339 12.1% 11.5% 18.9% 0.9% 13.0% 2.9% 

三世代世帯 51 17.6% 7.8% 21.6% 0.0% 9.8% 2.0% 

その他 29 10.3% 10.3% 37.9% 0.0% 24.1% 0.0% 

主な 
外出先・ 

活動場所 

町内 310 8.7% 8.1% 22.9% 0.0% 14.2% 2.6% 

町外 338 13.3% 13.0% 22.8% 1.5% 13.3% 2.4% 

どちらともいえない 117 8.5% 7.7% 22.2% 0.9% 12.0% 3.4% 

※網掛け：各分類層での第１位回答 
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（４）地域福祉で重要な取り組み 

問 43 誰もが住みなれた地域で安心して生活していくためには、どのような「福祉」の取

り組みが大切だと思いますか。（複数回答） 

・「身近な相談窓口の充実」が 47.6%と最も多く、次いで「在宅福祉サービスの充実」が

44.7％、「施設サービスの充実」が 35.4％、「手当など、個人や家族に対する金銭的な援助の

充実」が 33.7％、「福祉に関する情報提供の充実」が 28.5％と続いています。 

・年齢別でみると、50 歳未満では「手当など、個人や家族に対する金銭的な援助の充実」、50

歳代では「身近な相談窓口の充実」、60 歳以上では「在宅福祉サービスの充実」が第１位に挙

げられています。 

・前回と比べて、「手当など、個人や家族に対する金銭的な援助の充実」の割合（今回：33.7％、

前回：29.6％）がやや増加しています。一方で、「住民が共に支え合い、助け合える地域づく

りの推進」の割合（今回：18.7％、前回：26.8％）が減少しています。 

図 52 地域福祉で重要な取り組み 
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くりの推進
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施設や交通機関などにおけるバリアフ

リーの推進

地域活動への公的な援助の充実

地域活動を担う人材の育成

福祉教育の充実

その他

特にない

無回答
今回 (n=769)
前回 (n=776)
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ｎ数 在宅福
祉サー
ビ ス の
充実 

施設サ
ー ビ ス
の充実 

身近な
相談窓
口の充
実 

専門性
の高い
相談支
援の充
実 

福祉に
関 す る
情報提
供の充
実 

手当な
ど 、 個
人や家
族に対
す る 金
銭的な
援助の
充実 

施設や
交通機
関 な ど
に お け
る バ リ
アフリー
の推進 

個人の
自立 を
支援す
る サ ー
ビ ス の
充実 

地域活
動への
公的な
援助の
充実 

全体  769 44.7% 35.4% 47.6% 21.8% 28.5% 33.7% 14.0% 17.7% 12.1% 

性別 
男性 309 40.1% 34.0% 43.0% 18.8% 24.3% 33.3% 12.3% 19.7% 16.5% 

女性 445 47.9% 36.4% 50.8% 24.3% 32.1% 33.7% 15.1% 16.9% 9.4% 

年齢 

18～29歳 60 21.7% 36.7% 38.3% 28.3% 20.0% 50.0% 15.0% 25.0% 10.0% 

30～39歳 83 28.9% 37.3% 41.0% 26.5% 18.1% 53.0% 20.5% 14.5% 14.5% 

40～49歳 105 37.1% 34.3% 44.8% 27.6% 31.4% 51.4% 13.3% 13.3% 16.2% 

50～59歳 131 37.4% 34.4% 49.6% 24.4% 32.1% 29.0% 16.8% 12.2% 11.5% 

60～64歳 74 52.7% 44.6% 51.4% 20.3% 18.9% 24.3% 12.2% 20.3% 12.2% 

65～74歳 212 55.7% 34.9% 51.4% 17.0% 34.0% 25.5% 11.3% 20.3% 11.3% 

75歳以上 95 58.9% 27.4% 47.4% 16.8% 31.6% 17.9% 11.6% 21.1% 10.5% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 39.6% 31.5% 44.2% 18.3% 31.0% 39.1% 16.8% 13.2% 10.7% 

広陵東小学校区 100 36.0% 29.0% 49.0% 19.0% 30.0% 36.0% 13.0% 15.0% 14.0% 

広陵北小学校区 105 41.9% 36.2% 43.8% 19.0% 26.7% 33.3% 8.6% 16.2% 13.3% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 50.7% 37.2% 55.4% 28.4% 27.0% 29.7% 11.5% 20.9% 14.9% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 49.8% 39.7% 46.4% 23.0% 27.8% 30.6% 15.8% 22.5% 10.5% 

世帯構成 

単身世帯 64 40.6% 28.1% 54.7% 18.8% 32.8% 29.7% 14.1% 17.2% 9.4% 

夫婦世帯 272 55.1% 36.4% 51.5% 21.7% 31.6% 29.0% 13.2% 18.4% 14.0% 

親と子どもの世帯 339 36.3% 35.7% 44.0% 25.1% 25.4% 40.7% 14.2% 15.6% 11.5% 

三世代世帯 51 47.1% 33.3% 41.2% 7.8% 25.5% 23.5% 7.8% 23.5% 11.8% 

その他 29 41.4% 31.0% 51.7% 20.7% 34.5% 17.2% 20.7% 27.6% 10.3% 

主な 
外出先・ 
活動場所 

町内 310 51.0% 31.6% 51.0% 21.0% 28.7% 30.6% 11.3% 18.1% 11.3% 

町外 338 36.1% 39.9% 43.5% 23.1% 28.1% 39.3% 18.0% 16.9% 14.8% 

どちらともいえない 117 53.8% 31.6% 50.4% 20.5% 29.1% 26.5% 10.3% 19.7% 6.0% 

 

 

ｎ数 地域活
動 を 担
う 人 材
の育成 

気軽に
集 まれ
る 場 の
充実 

健康づ
くりや生
き が い
づくりの
推進 

住民が
共に支
え 合
い 、 助
け 合 え
る 地 域
づくりの
推進 

福祉教
育の充
実 

その他 特 に な
い 

無回答 

全体  769 8.1% 19.8% 21.2% 18.7% 7.2% 1.3% 4.0% 2.2% 

性別 
男性 309 10.0% 17.8% 19.4% 19.4% 6.1% 2.3% 5.8% 1.9% 

女性 445 7.0% 21.1% 22.5% 18.7% 8.1% 0.7% 2.5% 2.2% 

年齢 

18～29歳 60 5.0% 21.7% 16.7% 13.3% 16.7% 0.0% 10.0% 1.7% 

30～39歳 83 4.8% 16.9% 12.0% 12.0% 12.0% 1.2% 1.2% 3.6% 

40～49歳 105 8.6% 18.1% 12.4% 16.2% 11.4% 2.9% 2.9% 1.0% 

50～59歳 131 7.6% 19.8% 22.9% 22.1% 6.9% 1.5% 3.8% 0.8% 

60～64歳 74 4.1% 17.6% 35.1% 14.9% 4.1% 2.7% 1.4% 0.0% 

65～74歳 212 10.8% 18.9% 23.1% 22.2% 3.3% 0.9% 4.7% 3.3% 

75歳以上 95 10.5% 26.3% 24.2% 21.1% 4.2% 0.0% 5.3% 4.2% 

居住地域 

広陵西小学校区 197 8.1% 17.3% 14.2% 14.2% 11.2% 1.5% 6.1% 2.5% 

広陵東小学校区 100 10.0% 20.0% 16.0% 19.0% 7.0% 1.0% 3.0% 3.0% 

広陵北小学校区 105 11.4% 23.8% 24.8% 24.8% 6.7% 2.9% 3.8% 3.8% 

真美ヶ丘第一小学校区 148 10.1% 16.9% 23.6% 19.6% 5.4% 1.4% 4.1% 2.0% 

真美ヶ丘第二小学校区 209 4.3% 21.5% 26.8% 19.6% 5.3% 0.5% 2.9% 1.0% 

世帯構成 

単身世帯 64 6.3% 18.8% 17.2% 20.3% 3.1% 0.0% 3.1% 3.1% 

夫婦世帯 272 11.0% 19.9% 25.0% 17.6% 5.5% 0.7% 2.9% 1.8% 

親と子どもの世帯 339 6.8% 18.3% 19.2% 17.7% 8.3% 1.8% 5.0% 2.9% 

三世代世帯 51 5.9% 29.4% 23.5% 29.4% 13.7% 2.0% 3.9% 0.0% 

その他 29 6.9% 17.2% 17.2% 24.1% 6.9% 3.4% 3.4% 0.0% 

主な 
外出先・ 

活動場所 

町内 310 8.1% 21.9% 19.4% 20.0% 3.5% 1.3% 4.2% 2.9% 

町外 338 7.7% 18.0% 20.7% 18.3% 10.4% 1.8% 3.3% 1.8% 

どちらともいえない 117 9.4% 18.8% 28.2% 16.2% 7.7% 0.0% 5.1% 1.7% 

※網掛け：各分類層での第１位回答  
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第３章 資料編  
 

１．調査票 
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