
 

 

 

 

 

 

 

 

「半田市地域福祉計画」見直しにあたっての 

アンケート調査 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年 11月 

半 田 市 



 



 

目 次 
 

 

Ⅰ 調査の概要 ...................................................................... 1 

１ 調査の目的 .................................................................... 1 

２ 調査対象 ...................................................................... 1 

３ 調査期間 ...................................................................... 1 

４ 調査方法 ...................................................................... 1 

５ 回収状況 ...................................................................... 1 

６ 調査結果の表示方法 ............................................................ 1 

Ⅱ 市民アンケート調査結果 .......................................................... 2 

１ 回答者自身について ............................................................ 2 

２ 日常生活について .............................................................. 5 

３ 自治区やコミュニティなどの地域活動・ボランティア活動について ................. 17 

４ 災害時における助け合いについて ............................................... 45 

５ 地域の課題について ........................................................... 50 

６ 半田市地域福祉計画の重点施策について ......................................... 54 

６ 社会福祉協議会について ...................................................... 537 

参考資料（アンケート調査票） ....................................................... 60 

 

 



1 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

半田市地域福祉計画の評価・見直しにあたり、地域福祉の核となる地域住民が自分たちで何が

できるのか、地域活動についてどのような思いがあるのか等について現状を把握し、基礎資料を

得ることで、「地域の力」を効果的に計画に反映させることを目的としています。 

 

２ 調査対象 

20歳以上 80歳以下の市民 3,000人を対象に無作為に抽出しました。 

 

 

３ 調査期間 

平成 25年 6月 21日に発送し、平成 25年 7月 5日を投函締切としました。 

 

４ 調査方法 

郵送配布、郵送回収 

 

５ 回収状況 

 配付数 有効回収数 有効回収率 

市民アンケート調査 3,000票 1,070票 35.7％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・集計結果の％表示は、小数点以下第２位を四捨五入してありますので、内訳の合計がちょ

うど 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、すべての比率の合計がちょうど 100.0％にならない場合が

あります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集

計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目

の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作

成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 
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Ⅱ 市民アンケート調査結果 

１ 回答者自身について 

（１）性別 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢（平成 21 年 4 月 1 日現在の満年齢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）家族構成 
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（４）世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）居住地区（中学校区） 
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（６）職業 
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２ 日常生活について 

問７ 近隣の人とは、どの程度付き合いをしていますか。（１つの番号に○） 

近隣の人との付き合いの程度については、

「あいさつはする」の割合が 52.0％と最も

高く、次いで「気の合った人とは親しくし

ている」の割合が 26.3％、「日頃から助け

合っている」の割合が 11.5％となっていま

す。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれ、

「日頃から助け合っている」「気の合った人

とは親しくしている」の割合が高くなる傾

向がみられます。一方で、他の年齢に比べ、

20～39歳で「あいさつはする」の割合が高

く、7割以上となっています。 

世帯の状況別でみると、他の世帯状況に比べ、介護が必要な障がいのある方と同居している世

帯で「日頃から助け合っている」の割合が低くなっています。また、介護が必要なお年寄りと同

居している世帯で「気の合った人とは親しくしている」の割合が低くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、半田地区で「日頃から助け合っている」の割合が低く、

1割未満となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年
齢
別 
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世
帯
の
状
況
別 

居
住
地
区
別 

単位：％ 

単位：％ 
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問８ あなたは、ふだんの暮らしの中で、どのような悩みや不安を感じていますか。（あてはまる

すべての番号に○） 

ふだんの暮らしの中で感じている悩みや不

安については、「自分の健康に関すること」の

割合が 48.8％と最も高く、次いで「家族の健

康に関すること」の割合が 40.0％、「収入や家

計に関すること」の割合が 37.3％となってい

ます。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～29

歳で「仕事に関すること」「生きがいに関する

こと」の割合が、30～39 歳で「子どもに関す

ること」の割合が高くなっています。また、

40～49 歳で「収入や家計に関すること」の割

合が、60～69歳で「自分の健康に関すること」

「家族の健康に関すること」の割合が高くな

っており、60 歳以上で「介護に関すること」

の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

単位：％ 
 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
分
の
健
康
に
関
す
る
こ
と 

家
族
の
健
康
に
関
す
る
こ
と 

介
護
に
関
す
る
こ
と 

仕
事
に
関
す
る
こ
と 

近
所
付
き
合
い
に
関
す
る
こ
と 

生
き
が
い
・
将
来
に
関
す
る
こ
と 

住
ま
い
に
関
す
る
こ
と 

収
入
や
家
計
に
関
す
る
こ
と 

子
ど
も
に
関
す
る
こ
と 

災
害
に
関
す
る
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 40.2 37.8 8.5 51.2 3.7 40.2 15.9 47.6 28.1 35.4 6.1 8.5 0.0 

30～39歳 132 25.0 31.8 9.9 32.6 9.1 23.5 15.9 47.7 53.0 26.5 76.0 11.4 0.0 

40～49歳 199 37.7 40.2 18.6 38.7 9.6 22.1 16.1 52.3 44.2 29.2 4.0 6.5 0.0 

50～59歳 158 48.1 41.8 20.9 27.9 8.2 26.0 17.7 43.0 26.6 26.0 3.8 11.4 0.6 

60～69歳 254 62.6 44.9 24.0 12.2 5.5 21.3 6.7 35.4 12.2 23.6 79.0 13.4 0.4 

70歳以上 240 60.8 39.6 24.6 2.1 5.4 15.0 8.3 14.6 5.8 23.3 1.7 17.5 1.7 
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問９ あなたは困ったことがあるとき、誰に相談していますか。（あてはまるすべての番号に○） 

困ったときの相談相手については、「家族・親

族」の割合が 82.2％と最も高く、次いで「友人・

知人」の割合が 43.6％となっています。 

年齢別でみると、年齢が下がるにつれ、「友

人・知人」の割合が高くなっています。また、

60歳以上で「医療機関」の割合が高くなってい

ます。一方で、他の年齢に比べ、60歳以上で「相

談していない」の割合が高くなっています。 

世帯の状況別でみると、他の世帯状況に比べ、

子育てをしている世帯で「友人・知人」の割合

が高く、約 5 割となっています。また、介護が

必要な障がいのある方と同居している世帯で

「医療機関」の割合が高くなっている一方で、

「相談していない」の割合が最も高くなってい

ます。 

 

 

 

 

単位：％ 

 
有
効
回
答
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

民
生
委
員
・
児
童
委

員 区
長
・
町
内
会
長 

近
所
の
人 

友
人
・
知
人 

行
政
（
市
役
所
な
ど
） 

医
療
機
関 

学
校
や
保
育
園
、
幼

稚
園 

そ
の
他 

相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 75.6 0.0 0.0 1.2 65.9 1.2 6.1 1.2 3.7 2.4 3.7 

30～39歳 132 92.4 0.8 0.0 3.8 55.3 2.3 6.8 6.8 1.5 1.5 1.5 

40～49歳 199 82.4 0.5 1.0 4.0 51.3 2.5 6.5 2.5 1.5 6.0 2.0 

50～59歳 158 82.3 0.0 1.3 3.2 46.8 4.4 7.6 0.6 1.3 8.2 0.6 

60～69歳 254 78.4 0.8 0.4 6.7 38.6 7.5 11.4 1.6 1.2 10.6 0.8 

70歳以上 240 83.3 1.7 0.8 8.3 27.5 4.6 12.9 0.0 2.5 10.0 0.4 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

民
生
委
員
・
児
童
委

員 区
長
・
町
内
会
長 

近
所
の
人 

友
人
・
知
人 

行
政
（
市
役
所
な
ど
） 

医
療
機
関 

学
校
や
保
育
園
、
幼

稚
園 

そ
の
他 

相
談
し
て
い
な
い 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 75.6 0.0 0.0 1.2 65.9 1.2 6.1 1.2 3.7 2.4 3.7 

30～39歳 132 92.4 0.8 0.0 3.8 55.3 2.3 6.8 6.8 1.5 1.5 1.5 

40～49歳 199 82.4 0.5 1.0 4.0 51.3 2.5 6.5 2.5 1.5 6.0 2.0 

50～59歳 158 82.3 0.0 1.3 3.2 46.8 4.4 7.6 0.6 1.3 8.2 0.6 

60～69歳 254 78.4 0.8 0.4 6.7 38.6 7.5 11.4 1.6 1.2 10.6 0.8 

70歳以上 240 83.3 1.7 0.8 8.3 27.5 4.6 12.9 0.0 2.5 10.0 0.4 
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問９で「相談していない」と答えた方にお聞きします。 

問９-1 なぜ、相談していないのですか。（１つの番号に○） 

相談していない理由については、「他人に頼

らずに、自分で解決したい」の割合が 41.3％

と最も高く、次いで「今までに困ったことが

ない」の割合が 17.5％、「信頼できる人・相談

できる人がいない」の割合が 13.8％となって

います。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、40～49

歳で「他人に頼らずに、自分で解決したい」

の割合が、50～59 歳で「信頼できる人・相談

できる人がいない」の割合が高くなっていま

す。また、60～69 歳で「顔見知りの人に相談

するのは気まずい」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年
齢
別 

 

58.3 

23.1 

37.0 

54.2 

16.7 

23.1 

14.8 

8.3 

8.3 

11.1 

4.2 

7.7 

3.7 

8.3 

50.0 

50.0 

7.7 

33.3 

8.3 

50.0 

8.3 

23.1 

16.7 

50.0 

8.3 

15.4 

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

２０～２９歳

３０～３９歳

４０～４９歳

５０～５９歳

６０～６９歳

７０歳以上

他人に頼らず、自分で解

決したい

信頼できる人・相談でき

る人がいない

顔見知りの人に相談す

るのはきまずい

他人を家の中に入れたく

ない

なんとなく相談しづらい

今までに困ったことがな

い

41.25 

13.75 

6.25 

5 

17.5 

11.25 

5 

0 20 40 60

人に頼らず、自分で解

決したい 

信頼できる人・相談で

きる人がいない 

顔見知りの人に相談す

るのはきまずい 

なんとなく相談しづら

い 

今までに困ったことが

ない 

どこに相談したらよい

のか分からない 

その他 

単位：％ 
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問 10 近所に困っている方がいるとき、あなたがしてあげられることは何ですか。（あてはまる

すべての番号に○） 

近所に困っている方がいるとき、してあ

げられることについては、「お年寄りや障

がいのある方の安否確認と声かけ」の割合

が 38.1％と最も高く、次いで「情報や相

談窓口を伝える」の割合が 28.7％、「ゴミ

出し」の割合が 26.9％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20

～39 歳で「趣味などの話し相手」の割合

が、30～49 歳で「情報や相談窓口を伝え

る」の割合が、30～59 歳で「子育ての相

談」の割合が、50～69 歳で「お年寄りや

障がいのある方の安否確認と声かけ」、「ゴ

ミ出し」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、

乙川地区、青山地区で「お年寄りや障がい

のある方の安否確認と声かけ」の割合が高

く、4割以上となっています。また、成岩

地区で「ゴミ出し」、「情報や相談窓口を伝

える」の割合が高くなっています。 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ
る
方
の
安
否
確
認
と
声
か
け 

趣
味
な
ど
の
話
し
相
手 

電
球
の
取
り
替
え
な
ど
の
簡
単
な
作
業 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
物 

ゴ
ミ
出
し 

家
の
掃
除 

料
理
を
作
っ
て
あ
げ
る
こ
と 

洗
濯 

短
時
間
の
子
ど
も
の
預
か
り 

子
育
て
の
相
談 

生
活
に
つ
い
て
の
相
談 

情
報
や
相
談
窓
口
を
伝
え
る 

市
役
所
や
社
協
に
伝
え
る 

特
に
で
き
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 36.6 39.2 25.6 13.4 22.0 7.3 2.4 8.5 12.2 8.5 9.8 26.8 22.0 20.7 1.2 2.4 

30～39歳 132 34.9 33.3 19.7 21.2 18.2 4.6 3.0 3.8 16.7 17.4 6.1 39.4 28.8 13.6 2.3 1.5 

40～49歳 199 37.7 27.6 25.1 25.1 22.1 3.5 4.5 4.0 8.5 13.6 5.0 37.2 26.1 18.6 1.0 2.0 

50～59歳 158 43.0 20.9 31.0 29.1 39.2 6.3 5.1 5.1 9.5 13.3 6.3 28.5 29.1 18.4 3.2 6.0 

60～69歳 258 42.9 22.4 26.8 22.4 31.5 7.1 9.1 5.5 5.9 3.9 5.1 28.0 21.3 21.7 1.2 3.5 

70歳以上 240 32.9 21.3 10.0 19.6 25.0 7.1 10.8 5.0 3.3 0.8 4.2 17.5 14.2 23.8 6.7 6.7 

 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ
る
方
の
安
否
確
認
と
声
か
け 

趣
味
な
ど
の
話
し
相
手 

電
球
の
取
り
替
え
な
ど
の
簡
単
な
作
業 

ち
ょ
っ
と
し
た
買
い
物 

ゴ
ミ
出
し 

家
の
掃
除 

料
理
を
作
っ
て
あ
げ
る
こ
と 

洗
濯 

短
時
間
の
子
ど
も
の
預
か
り 

子
育
て
の
相
談 

生
活
に
つ
い
て
の
相
談 

情
報
や
相
談
窓
口
を
伝
え
る 

市
役
所
や
社
協
に
伝
え
る 

特
に
で
き
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 135 36.3 22.2 23.7 19.3 22.2 3.0 6.7 3.0 12.6 8.9 3.0 25.9 22.2 21.5 1.5 5.2 

乙川地区 265 40.0 23.7 22.2 23.4 27.2 6.0 7.9 4.9 7.6 9.4 6.8 28.7 21.1 19.3 3.0 2.6 

半田地区 318 36.5 26.4 18.6 23.0 25.8 5.7 6.9 4.7 5.0 7.2 5.7 27.4 22.3 21.7 4.4 3.8 

成岩地区 209 37.8 26.3 26.3 23.9 35.9 7.7 6.7 6.7 11.0 10.1 6.2 34.5 24.9 17.7 1.9 1.4 

青山地区 124 43.6 29.8 24.2 18.6 23.4 7.3 4.8 5.7 8.1 6.5 4.8 26.6 24.2 20.2 1.6 3.2 
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問 11 あなたは、今後どのようなことで地域に貢献できると思いますか。 

（あてはまるすべての番号に○） 

今後どのようなことで地域に貢献できると思うかについては、「ちょっとした話し相手」の割合

が 34.8％と最も高く、次いで「地域のイベントや作業への参加」の割合が 34.3％、「情報や相談

窓口を伝える」の割合が 23.2％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～29歳で「地域のイベントや作業への参加」、「スポーツ

や文化活動の指導」、「地域の人が集う場所でボランティアスタッフとして活動する」の割合が高

くなっています。また、60～69歳で「地域の防犯のための見回り」、「身近な地域での困りごとを

みんなで考える場への参加」の割合が高くなっています。一方で、70歳以上で「特にできること

はない」の割合が高く、3割以上となっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、亀崎地区で「ちょっとした話し相手」の割合が高く、

約 4 割となっています。また、成岩地区で「地域の防犯のための見守り」の割合が高くなってい

ます。 
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単位:％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
作
業
へ
の
参
加 

地
域
住
民
が
触
れ
合
え
る
場
所
と
し
て
、
空
き

家
・
空
き
店
舗
を
貸
す 

地
域
活
動
の
た
め
に
田
畑
を
貸
す 

農
業
指
導
・
土
木
指
導
・
パ
ソ
コ
ン
操
作
な
ど
の

専
門
知
識
の
提
供 

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
の
指
導 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
指
導 

地
域
で
の
子
ど
も
・
お
年
寄
り
・
障
が
い
が
あ
る

方
が
集
え
る
場
所
が
出
来
た
場
合
の
話
し
相
手 

地
域
の
防
犯
の
た
め
の
見
回
り 

災
害
が
起
こ
っ
た
場
合
の
お
年
寄
り
や
障
が
い

が
あ
る
方
の
避
難
誘
導 

ち
ょ
っ
と
し
た
話
し
相
手 

自
分
の
知
っ
て
い
る
情
報
や
相
談
窓
口
を
伝
え

る 身
近
な
地
域
の
困
り
ご
と
を
み
ん
な
で
考
え
る

場
へ
の
参
加 

地
域
の
人
が
集
う
場
所
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
活
動
す
る 

特
に
で
き
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

年
齢
別 

20～29歳 283 42.7 1.2 2.4 8.5 11.0 7.3 23.2 7.3 15.9 36.6 26.8 3.7 19.5 15.9 0.0 

30～39歳 537 31.8 0.8 0.0 4.6 6.1 3.8 15.9 12.1 12.1 41.7 27.3 7.6 10.6 18.9 3.0 

40～49歳 570 38.7 0.0 1.0 3.0 6.0 1.5 90.5 14.6 11.1 31.7 28.6 5.0 11.6 20.1 0.0 

50～59歳 549 36.7 0.6 0.0 5.7 7.6 1.3 17.7 14.6 18.4 34.2 19.0 9.5 11.4 20.3 3.2 

60～69歳 624 37.8 2.0 1.2 3.5 3.5 2.4 13.4 18.1 16.1 33.9 22.8 10.6 14.6 20.1 2.0 

70歳以上 453 24.6 0.8 2.5 1.7 2.9 1.7 6.7 7.5 8.3 34.6 17.9 6.7 7.5 34.6 2.1 

 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
作
業
へ
の
参
加 

地
域
住
民
が
触
れ
合
え
る
場
所
と
し
て
、
空
き

家
・
空
き
店
舗
を
貸
す 

地
域
活
動
の
た
め
に
田
畑
を
貸
す 

農
業
指
導
・
土
木
指
導
・
パ
ソ
コ
ン
操
作
な
ど
の

専
門
知
識
の
提
供 

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
の
指
導 

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
指
導 

地
域
で
の
子
ど
も
・
お
年
寄
り
・
障
が
い
が
あ
る

方
が
集
え
る
場
所
が
出
来
た
場
合
の
話
し
相
手 

地
域
の
防
犯
の
た
め
の
見
回
り 

災
害
が
起
こ
っ
た
場
合
の
お
年
寄
り
や
障
が
い

が
あ
る
方
の
避
難
誘
導 

ち
ょ
っ
と
し
た
話
し
相
手 

自
分
の
知
っ
て
い
る
情
報
や
相
談
窓
口
を
伝
え

る 身
近
な
地
域
の
困
り
ご
と
を
み
ん
な
で
考
え
る

場
へ
の
参
加 

地
域
の
人
が
集
う
場
所
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
活
動
す
る 

特
に
で
き
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 135 38.5 0.7 2.2 3.0 3.0 3.0 11.9 12.6 12.6 43.0 20.7 9.6 11.1 21.5 1.5 

乙川地区 265 36.2 1.1 1.9 4.9 5.3 3.4 10.9 12.5 13.2 35.1 21.5 6.4 9.1 21.9 2.6 

半田地区 318 30.8 0.9 0.9 2.5 5.0 0.9 14.8 11.3 13.8 32.7 24.5 7.2 13.2 24.2 1.9 

成岩地区 109 36.4 1.4 1.0 5.7 6. 7 2.9 13.4 16.3 12.0 34.0 24.9 10.1 14.4 22.0 1.0 

青山地区 124 34.7 0.0 0.0 3.2 7.3 3.2 11.3 14.5 15.3 33.1 22.6 5.7 12.1 23.4 1.6 
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問 12 あなたは福祉に関してどのような情報を得たいですか。（あてはまるすべての番号に○） 

福祉に関して得たい情報については、「福祉サービスの種類、内容」の割合が 52.2％と最も高

く、次いで「福祉サービスの利用方法」の割合が 42.3％、「福祉サービスの利用に係る費用」の

割合が 37.3％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～39歳で「保育や子育てに関する情報」の割合が、30～

39歳で「就学に関する情報」の割合が高くなっています。また、50～69歳で「福祉サービスの種

類、内容」「福祉サービスの相談窓口」の割合が高くなっています。 

 居住地区別でみると、他の地区に比べ、乙川地区で「福祉サービスの利用に係る費用」の割合

が、成岩地区で「福祉ボランティアに関する情報」「各種の福祉口座や教室、講習会の開催状況」

の割合が高くなっています。 
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有
効
回
答
数
（
件
） 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
、

内
容 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

方
法 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
係
る
費
用 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
相
談

窓
口 

保
育
や
子
育
て
に
関
す

る
情
報 

福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

関
す
る
情
報 

各
種
の
福
祉
講
座
や
教

室
、
講
習
会
の
開
催
状
況 

就
労
に
関
す
る
情
報 

就
学
に
関
す
る
情
報 

福
祉
事
業
所
の
サ
ー
ビ

ス
内
容 

健
康
に
関
す
る
情
報 

そ
の
他 

特
に
得
た
い
情
報
は
な

い 無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 46.3 28.1 23.2 17.1 41.5 9.8 13.4 17.1 15.9 4.9 26.8 1.2 15.9 0.0 

30～39歳 132 48.5 33.3 35.6 17.4 53.0 7.6 15.9 18.2 28.8 12.1 21.2 0.0 12.9 1.5 

40～49歳 199 52.3 35.2 36.2 18.1 15.6 9.1 11.1 13.1 12.1 13.6 26.6 2.5 14.6 4.5 

50～59歳 158 59.5 50.0 40.5 29.1 3.8 10.8 16.5 10.8 1.3 19.6 23.4 0.0 13.3 3.2 

60～69歳 254 61.8 51.2 42.5 26.0 2.8 9.1 12.2 7.1 0.0 14.6 31.1 0.8 15.4 4.7 

70歳以上 240 40.8 46.3 36.3 19.2 0.8 3.8 5.8 0.0 0.0 13.8 27.5 2.1 18.8 8.3 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
、

内
容 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

方
法 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

に
係
る
費
用 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
相
談

窓
口 

保
育
や
子
育
て
に
関
す

る
情
報 

福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

関
す
る
情
報 

各
種
の
福
祉
講
座
や
教

室
、
講
習
会
の
開
催
状
況 

就
労
に
関
す
る
情
報 

就
学
に
関
す
る
情
報 

福
祉
事
業
所
の
サ
ー
ビ

ス
内
容 

健
康
に
関
す
る
情
報 

そ
の
他 

特
に
得
た
い
情
報
は
な

い 無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 46.3 28.1 23.2 17.1 41.5 9.8 13.4 17.1 15.9 4.9 26.8 1.2 15.9 0.0 

30～39歳 132 48.5 33.3 35.6 17.4 53.0 7.6 15.9 18.2 28.8 12.1 21.2 0.0 12.9 1.5 

40～49歳 199 52.3 35.2 36.2 18.1 15.6 9.1 11.1 13.1 12.1 13.6 26.6 2.5 14.6 4.5 

50～59歳 158 59.5 50.0 40.5 29.1 3.8 10.8 16.5 10.8 1.3 19.6 23.4 0.0 13.3 3.2 

60～69歳 254 61.8 51.2 42.5 26.0 2.8 9.1 12.2 7.1 0.0 14.6 31.1 0.8 15.4 4.7 

70歳以上 240 40.8 46.3 36.3 19.2 0.8 3.8 5.8 0.0 0.0 13.8 27.5 2.1 18.8 8.3 

単位:％ 

単位：％ 
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３ 自治区やコミュニティなどの地域活動・ボランティア活動について 

問 13 あなたは、自治区やコミュニティなどの地域活動に参加していますか。（１つの番号に○） 

自治区やコミュニティなどの地域活

動への参加状況については、「活動した

ことはなく、今後も活動しないと思う」

の割合が 46.3％と最も高く、次いで「活

動したことはないが、今後活動したい」

の割合が 21.6％、「現在は活動していな

いが、過去に活動したことがある」の割

合が 15.2％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、50

～59 歳で「活動している」の割合が、

70歳以上で「現在は活動していないが、

過去に活動したことがある」の割合が高

くなっています。一方で、20～29 歳で「活動している」「現在は活動していないが、過去に活動

したことがある」活動経験のある人の割合が低くなっています。また、20～29歳で「活動したこ

とはなく、今後も活動しないと思う」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、成岩地区で「活動している」の割合が低く、2 割未満

となっています。一方で、成岩地区、半田地区で「活動したことはないが、今後活動したい」の

割合が高くなっています。 

近所付き合いの程度別でみると、近所付き合いをしていない人ほど「活動している」「現在は活

動していないが、過去に活動したことがある」の割合が低くなっています。また、他の近所付き

合いの程度に比べ、ほとんど付き合いがない人で「活動したことはなく、今後も活動しないと思

う」の割合が高く、約 6割となっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に比べ、平日の午前、平日の午後で「活動している」

の割合が、平日の午前で「活動したことはないが、今後活動したい」の割合が高くなっています。

一方で、日曜・祝日の夜間、自由になる時間がほとんどない人、自由に時間がとれる人で「活動

したことはなく、今後も活動しないと思う」の割合が高く、5割以上となっています。 

 

  

単位：％ 
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年
齢
別 

世
帯
の
状
況
別 

居
住
地
区
別 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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近
所
付
き
合
い
の
程
度
別 

自
由
に
な
る
時
間
帯
別 
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問 13-1～3は、問 13で「活動している」と答えた方にお聞きします。 

問 13-1 どの程度活動をしていますか。（１つの番号に○） 

活動への参加程度については、「ときどき活動

している」の割合が 41.3％と最も高く、次いで

「積極的に活動している」が 30.4％、「誘われ

た時だけ活動している」の割合が 26.7％となっ

ています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、60歳以上

で「積極的に活動している」の割合が高く、3

割以上となっています。また、40～49歳で「積

極的に活動している」の割合が低く、2 割未満

となっているのに対し、「ときどき活動している」

の割合が高く、約 5割となっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に

比べ、土曜日の午前で「積極的に活動している」

の割合が、土曜日の午前、土曜日の午後で「ときどき活動している」の割合が高くなっています。

また、平日と土曜日では午前で、日曜・祝日では夜間で「積極的に活動している」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年
齢
別 

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 
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問 13-2 どのような活動をしていますか。（あてはまるものすべての番号に○） 

活動の種類については、「自治区の活動」

の割合が 66.0％と最も高くなっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～20

歳で「自治区の活動」の割合が、30～39 歳

で「子ども会の活動」の割合が、60～69 歳

で「地域防災の活動」の割合が、70 歳以上

で「スポーツクラブの活動」「老人クラブの

活動」の割合が高くなっています。 

 自由になる時間帯別でみると、他の時間帯

に比べ、平日の夜間で「自治区の活動」の割

合が、平日の午前で「子ども会の活動」の割

合が、土曜日の午後で「スポーツクラブの活

動」の割合が、自由に時間がとれる人で「老

人クラブの活動」「地域防災の活動」の割合

が高くなっています。 

 

 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
区
の
活
動 

子
ど
も
会
の
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
活
動 

老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動 

地
域
防
災
の
活
動 

そ
の
他 

年
齢
別 

20～29歳 13 83.3  8.3  8.3  0.0  0.0  8.3  

30～39歳 36 75.0  17.9  10.7  0.0  17.9  7.1  

40～49歳 57 73.5  14.3  12.2  0.0  6.1  10.2  

50～59歳 31 67.9  0.0  14.3  0.0  7.1  21.4  

60～69歳 89 69.5  6.8  11.9  13.6  32.2  16.9  

70歳以上 101 50.7  4.2  18.3  35.2  22.5  11.3  

  

単位：％ 

単位：％ 
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単位：％ 

 

 
 

有
効
回
答
数
（
件
） 

自
治
区
の
活
動 

子
ど
も
会
の
活
動 

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
活
動 

老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動 

地
域
防
災
の
活
動 

そ
の
他 

自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

平日の午前 64 70.0  17.5  17.5  20.0  22.5  12.5  

平日の午後 74 64.7  5.9  17.6  15.7  23.5  17.6  

平日の夜間 64 83.0  2.1  17.0  8.5  17.0  8.5  

土曜日の午前 40 71.4  7.1  14.3  10.7  28.6  10.7  

土曜日の午後 54 68.3  7.3  19.5  9.8  14.6  12.2  

土曜日の夜間 43 64.9  2.7  13.5  8.1  16.2  10.8  

日曜・祝日の午前 41 75.9  10.3  10.3  6.9  24.1  13.8  

日曜・祝日の午後 56 75.0  10.0  10.0  7.5  22.5  15.0  

日曜・祝日の夜間 36 65.5  3.4  13.8  10.3  17.2  13.8  

自由になる時間が

ほとんどない 
48 66.7  7.7  12.8  2.6  17.9  15.4  

自由に時間がとれ

る 
61 61.4  4.5  9.1  25.0  29.5  9.1  
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問 13-3 どのような目的で活動していますか（１つの番号に○） 

活動の目的については、「地域をよ

りよいものにしたい」の割合が

28.0％と最も高く、次いで「隣近所と

のふれあいを求めて」の割合が

24.7％、「近所づきあいなどで仕方な

く」の割合が 17.7％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、

50～59 歳で「地域をよりよいものに

したい」の割合が高く、4割以上とな

っています。また、20～29 歳で「隣

近所とのふれいを求めて」の割合が、

40～49 歳で「近所づきあいなどで仕

方なく」の割合が、70 歳以上で「自分自身の向上のため」の割合が高くなっています。一方で、

20～29歳で「特に理由はない」の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に比べ、平日の午前で「地域をよりよいものにした

い」の割合が、平日の夜間、日曜・祝日の夜間、自由に時間がとれる人で「隣近所とのふれあい

を求めて」の割合が高く、3 割以上となっています。また、日曜・祝日の午前、日曜・祝日の午

後で「近所づきあいなどで仕方なく」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年
齢
別 

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

単位：％ 
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問 13 で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」｢活動したことがないが、今後

活動したい｣と答えた方にお聞きします。 

問 13-4 現在活動していない理由は何ですか。（１つの番号に○） 

現在活動していない理由については、「仕

事などの都合で機会がない」の割合が

31.5％と最も高く、次いで「時間がない」

の割合が 16.1％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～

29歳で「時間がない」の割合が、50～59歳

で「仕事などの都合で機会がない」の割合

が、70 歳以上で「体調がすぐれない」の割

合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、平日の午

前、平日の午後、自由に時間がとれる人で

「参加方法がわからない」の割合が高くな

っています。また、平日の夜間が自由にな

る人で「仕事などの都合で機会がない」の

割合が、自由になる時間がほとんどない人で「時間がない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年
齢
別 

単位：％ 

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

単位：％ 
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問 13で「活動したことはなく、今後も活動しないと思う」と答えた方にお聞きします。 

問 13-5 今後も活動しないと思う理由は何ですか。（１つの番号に○） 

今後も活動しないと思う理由につ

いては、「時間をとられたくない」の

割合が 21.4％と最も高く、次いで「面

倒だから」の割合が 19.0％となって

います。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、

20～49歳で「自治区に入っていない」

の割合が、20～29歳、50～69歳で「面

倒だから」の割合が高くなっていま

す。また、20～29 歳で「時間を取ら

れたくない」の割合が高く、約 4 割

となっています。 

世帯の状況別でみると、他の世帯

状況に比べ、子育てをしている世帯、

介護が必要なお年寄りと同居してい

る世帯で「時間をとられたくない」

の割合が高く、3 割以上となっています。また、介護が必要な障がいのある方と同居している世

帯で「面倒だから」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、成岩地区で「時間をとられたくない」の割合が高く、3

割となっています。また、青山地区で「自治区に入っていない」「面倒だから」の割合が高くなっ

ています。 

職業別でみると、会社員・団体職員（常勤）、自営業、農業、公務員（常勤）、パート／アルバ

イト／内職で「他人と関わりたくない」の割合が高くなっています。また、他の職業に比べ、専

業主婦・主夫、無職で「実益がない」の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に比べ、自由に時間がとれる人で「面倒だから」「他

人と関わりたくない」の割合が高く、平日の夜間、土曜日の午後で「時間をとられたくない」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％ 
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年
齢
別 

世
帯
の
状
況
別 

居
住
地
区
別 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

職
業
別 

単位：％ 

単位：％ 
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問 14 あなたはボランティア活動をしていますか。（１つの番号に○） 

ボランティア活動への参加

状況については、「活動したこ

とはなく、今後も活動しない

と思う」の割合が 46.3％と最

も高く、次いで「活動したこ

とはないが、今後活動したい」

の割合が 21.6％、「現在は活

動していないが、過去に活動

したことがある」の割合が

15.2％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢

に比べ、20～29歳で「活動し

たことはなく、今後も活動しないと思う」の割合が、50～59歳で「活動している」の割合が、70

歳以上で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の割合が高くなっています。

また、20～39歳で「活動したことはないが、今後活動したい」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、成岩地区、半田地区で「活動したことはないが、今後

活動したい」の割合が、亀崎地区で「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」の

割合が高くなっています。一方で成岩地区、青山地区で「活動したことはなく、今後も活動しな

いと思う」の割合が高くなっています。 

近所付き合いの程度別でみると、近所付き合いをしていない人ほど「活動している」の割合が

低くなる傾向がみられます。また、他の近所付き合いの程度に比べ、あいさつはする人で「活動

したことはないが、今後活動したい」の割合が、ほとんど付き合いがない人で「活動したことは

なく、今後も活動しないと思う」の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に比べ、平日の午前、平日の午後が自由になる人で

「活動している」の割合が高くなっています。また、日曜・祝日の夜間、自由になる時間がほと

んどない人、自由に時間がとれる人で「活動したことはなく、今後も活動しないと思う」の割合

が高く、5割以上となっています。 

 

 

  

単位：％ 
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年
齢
別 

居
住
地
区
別 

近
所
付
き
合
い
の
程
度
別 

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

単位：％ 
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問 14-1～2は、問 14で「活動している」「現在は活動していないが、過去に活動したことがある」

と答えた方にお聞きします。 

問 14-1 どのようなボランティア活動をしていますか。（していましたか。） 

（あてはまるすべての番号に○） 

ボランティア活動の種類については、「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が 27.4 ％

と最も高く、次いで「お年寄りに関わる活動」の割合が 26.4％、「防犯、防災に関わる活動」の

割合が 19.2％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～29歳で「自然や環境保護に関わる活動」の割合が、30

～39歳で「子育てや児童に関わる活動」「お年寄りに関わる活動」「障がいのある方に関わる活動」

の割合が、60～69歳で「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が、70歳以上で「防犯、

防災に関わる活動」の割合が高く、3割以上となっています。また、40～49歳で「青少年の教育・

育成に関わる活動」の割合が、50～59歳で「健康づくり・医療に関わる活動」割合が高くなって

います。 

 

 

  

単位：％ 



 

35 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ
る
活

動 青
少
年
の
教
育
・
育
成
に
関

わ
る
活
動 

お
年
寄
り
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
方
に
関
わ
る

活
動 

健
康
づ
く
り
・
医
療
に
関
わ

る
活
動 

自
然
や
環
境
保
護
に
関
わ
る

活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
活
動 

防
犯
、
防
災
に
関
わ
る
活
動 

そ
の
他 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 37 4.0  0.0  24.0  24.0  8.0  36.0  12.0  24.0  12.0  4.0  5.5 

30～39歳 67 34.3  14.3  37.1  34.3  5.7  22.9  14.3  11.4  8.6  8.6  3.0 

40～49歳 60 27.7  17.0  8.5  12.8  2.1  8.5  31.9  2.1  4.3  12.8  5.4 

50～59歳 74 19.1  10.6  29.8  12.8  14.9  12.8  19.1  12.8  14.9  10.6  1.8 

60～69歳 108 12.5  2.8  22.2  13.9  5.6  8.3  36.1  12.5  26.4  9.7  2.5 

70歳以上 117 10.8  10.8  36.9  10.8  9.2  15.4  33.8  15.4  33.8  3.1  13.3 
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問 14-2 ボランティア活動をはじめたきっかけは何ですか。（１つの番号に○） 

ボランティア活動をはじめたきっかけ

については、「友人・知人に誘われて」の

割合が 25.0％と最も高くなっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20

～29 歳で「学校や職場の勧めで」の割合

が、50～59歳で「友人・知人に誘われて」

の割合が、60～69 歳で「活動している人

たちを見たり、話を聞いて」の割合が、70

歳以上で「地域や人とのつながりを求めて」

の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、すべての

時間帯で「友人・知人に誘われて」の割合

が最も高くなっていますが、日曜・祝日の

午前では「友人・知人に誘われて」「仕事

上の付き合いから」が同じ割合で最も高く

なっています。また、平日の夜間で「友人・

知人に誘われて」に次いで、「学校・大学

などのサークル活動から」の割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：％ 
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自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

年
齢
別 
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問 14で｢活動したことはないが、今後活動したい｣と答えた方にもお聞きします。 

問 14-3 今後、どのようなボランティア活動に参加したいと思いますか。 

（あてはまるすべての番号に○） 

今後、参加したいボランティア活動については、「特に決めていないが、何か社会貢献がしたい」

の割合が 49.8％と最も高く、次いで「スポーツ・文化・レクリエーション活動」の割合が 22.9％、

「子育てや児童に関わる活動」の割合が 22.5％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、30～39歳で「子育てや児童に関わる活動」の割合が、50～

59歳で「特に決めていないが、何か社会貢献がしたい」の割合が高くなっています。また、20～

29歳で「まちづくりに関わる活動」の割合が、60～69歳で「自然や環境保護に関わる活動」の割

合が、70歳以上で「健康づくり・医療に関わる活動」の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、他の時間帯に比べ、土曜の夜間で「スポーツ・文化・レクリエ

ーション活動」の割合が、土曜日の午前で「防犯、防災に関わる活動」の割合が高く、4 割以上

となっています。また、自由に時間が取れる人で「特に決めていないが、何か社会貢献がしたい」

の割合が高く、約 7割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 
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有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ
る
活

動 青
少
年
の
教
育
・
育
成
に
関

わ
る
活
動 

お
年
寄
り
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
方
に
関
わ
る

活
動 

健
康
づ
く
り
・
医
療
に
か
か

わ
る
活
動 

自
然
や
環
境
保
護
に
関
わ
る

活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
活
動 

特
に
決
め
て
い
な
い
が
、
何

か
社
会
貢
献
が
し
た
い 

防
犯
、
防
災
に
関
わ
る
活
動 

身
近
な
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

サ
ロ
ン
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

そ
の
他 

自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

平日の午前 84  37.8  10.8  10.8  5.4  24.3  24.3  18.9  21.6  40.5  18.9  5.4  5.4  2.7  

平日の午後 66  14.3  7.1  21.4  3.6  21.4  17.9  28.6  14.3  57.1  10.7  32.1  7.1  0.0  

平日の夜間 82  15.8  7.9  15.8  10.5  15.8  23.7  36.8  21.1  44.7  15.8  5.3  2.6  0.0  

土曜日の午前 72  14.8  7.4  18.5  11.1  18.5  29.6  33.3  25.9  44.4  44.4  7.4  7.4  3.7  

土曜日の午後 101  20.5  12.8  23.1  17.9  15.4  30.8  33.3  15.4  41.0  30.8  10.3  5.1  2.6  

土曜日の夜間 94  15.6  9.4  21.9  15.6  12.5  37.5  43.8  34.4  53.1  31.3  9.4  6.3  3.1  

日曜・祝日の午前 105  29.7  13.5  21.6  13.5  24.3  27.0  35.1  29.7  45.9  32.4  8.1  0.0  2.7  

日曜・祝日の午後 119  22.9  12.5  22.9  20.8  20.8  25.0  33.3  20.8  41.7  16.7  8.3  0.0  2.1  

日曜・祝日の夜間 70  25.0  16.7  25.0  16.7  12.5  33.3  37.5  33.3  50.0  20.8  12.5  4.2  4.2  

自由になる時間が

ほとんどない 
101  30.4  5.4  16.1  3.6  8.9  16.1  19.6  14.3  46.4  17.9  0.0  1.8  0.0  

自由に時間がとれ

る 
44  14.3  4.8  19.0  14.3  28.6  19.0  9.5  4.8  71.4  14.3  0.0  4.8  4.8  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

子
育
て
や
児
童
に
関
わ
る
活

動 青
少
年
の
教
育
・
育
成
に
関

わ
る
活
動 

お
年
寄
り
に
関
わ
る
活
動 

障
が
い
の
あ
る
方
に
関
わ
る

活
動 

健
康
づ
く
り
・
医
療
に
か
か

わ
る
活
動 

自
然
や
環
境
保
護
に
関
わ
る

活
動 

ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
・
レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
活
動 

ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
活
動 

特
に
決
め
て
い
な
い
が
、
何

か
社
会
貢
献
が
し
た
い 

防
犯
、
防
災
に
関
わ
る
活
動 

身
近
な
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

サ
ロ
ン
運
営
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

そ
の
他 

年
齢
別 

２０～２９歳 58 42.3  15.4  26.9  3.8  11.5  7.7  26.9  26.9  38.5  19.2  0.0  0.0  3.8  

３０～３９歳 75 48.6  5.4  13.5  8.1  10.8  16.2  18.9  18.9  37.8  21.6  2.7  0.0  0.0  

４０～４９歳 116 27.5  11.8  11.8  13.7  13.7  19.6  27.5  19.6  47.1  19.6  7.8  3.9  3.9  

５０～５９歳 83 13.2  5.3  23.7  10.5  13.2  26.3  23.7  7.9  65.8  15.8  7.9  5.3  0.0  

６０～６９歳 133 3.2  4.8  16.1  9.7  24.2  33.9  24.2  16.1  58.1  16.1  1.6  6.5  0.0  

７０歳以上 22 12.5  0.0  25.0  12.5  25.0  6.3  6.3  12.5  31.3  6.3  0.0  0.0  0.0  

単位：％ 

単位：％ 
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問 14で「活動したことはなく、今後も活動しないと思う」と答えた方にお聞きします。 

問 14-4 活動しない理由は何ですか。（１つの番号に○） 

活動しない理由については、

「仕事が忙しい」の割合が

28.1％と最も高く、次いで「体

調がすぐれない」の割合が

21.8％、「その他」の割合が

16.4％、「時間をとられたくない」

の割合が 13.5％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に

比べ、20～29 歳で「仕事が忙し

い」「興味がない」の割合が高く

なっています。また、30～39 歳

で「時間を取られたくない」の

割合が、70 歳以上で「体調がす

ぐれない」の割合が高くなって

います。 

世帯の状況別でみると、他の

世帯状況に比べ、子育てをして

いる世帯で「仕事が忙しい」の割合が、介護が必要なお年寄りと同居している世帯で「体調がす

ぐれない」の割合が高くなっています。 

職業別でみると、学生で「興味がない」の割合が、無職で「体調がすぐれない」の割合が高く

なっています。また、他の職業に比べ、会社員・団体職員（常勤）、農業、教員（常勤）で「仕事

が忙しい」の割合が高くなっています。 

自由になる時間帯別でみると、日曜・祝日の午前、日曜・祝日の夜間で「時間をとられたくな

い」の割合が、平日の夜間、日曜・祝日の夜間で「興味がない」の割合が高くなっています。ま

た、自由に時間がとれる人で「体調がすぐれない」の割合が高くなっています。 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

時
間
を
と
ら
れ
た
く

な
い 

仕
事
が
忙
し
い 

他
の
人
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

興
味
が
な
い 

実
益
が
な
い 

家
族
の
理
解
が
な
い 

面
倒
だ
か
ら 

そ
の
他 

年
齢
別 

20～29歳 26 3.3  43.3  0.0  6.7  16.7  0.0  0.0  6.7  10.0  

30～39歳 50 20.3  35.6  0.0  5.1  5.1  0.0  0.0  5.1  13.6  

40～49歳 83 11.7  37.2  0.0  4.3  13.8  1.1  0.0  4.3  16.0  

50～59歳 47 11.6  18.8  0.0  11.6  8.7  4.3  1.4  8.7  2.9  

60～69歳 83 10.9  18.2  0.0  19.1  8.2  0.9  0.0  5.5  12.7  

70歳以上 94 6.2  3.8  1.5  34.6  6.2  0.0  1.5  2.3  16.2  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

時
間
を
と
ら
れ
た
く

な
い 

仕
事
が
忙
し
い 

他
の
人
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

興
味
が
な
い 

実
益
が
な
い 

家
族
の
理
解
が
な
い 

面
倒
だ
か
ら 

そ
の
他 

世
帯
の
状
況
別 

子育てをしている 111 10.9  43.4  0.0  2.3  10.9  1.6  0.0  5.4  11.6  

介護が必要なお年寄り

と同居している 
21 11.5  11.5  0.0  30.8  7.7  0.0  3.8  3.8  11.5  

介護が必要な障がいの

ある方と同居している 
14 0.0  11.8  0.0  23.5  0.0  0.0  0.0  5.9  41.2  

その他 120 11.5  17.3  0.0  24.4  4.5  1.9  0.6  3.8  12.8  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

時
間
を
と
ら
れ
た
く

な
い 

仕
事
が
忙
し
い 

他
の
人
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

興
味
が
な
い 

実
益
が
な
い 

家
族
の
理
解
が
な
い 

面
倒
だ
か
ら 

そ
の
他 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 48 10.6  22.7  3.0  13.6  7.6  0.0  0.0  4.5  10.6  

乙川地区 100 7.9  18.1  0.0  18.9  9.4  1.6  0.0  7.9  15.0  

半田地区 108 8.6  25.2  0.0  18.0  8.6  0.0  1.4  4.3  11.5  

成岩地区 79 13.5  22.9  0.0  18.8  7.3  1.0  1.0  3.1  14.6  

青山地区 44 14.5  21.8  0.0  12.7  14.5  1.8  0.0  3.6  10.9  

  

単位：％ 

単位：％ 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

時
間
を
と
ら
れ
た
く

な
い 

仕
事
が
忙
し
い 

他
の
人
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

興
味
が
な
い 

実
益
が
な
い 

家
族
の
理
解
が
な
い 

面
倒
だ
か
ら 

そ
の
他 

職
業
別 

会社員・団体職員（常

勤） 
99 11.6  43.0  0.0  2.5  9.9  1.7  0.0  6.6  6.6  

自営業 30 2.4  36.6  0.0  9.8  17.1  0.0  0.0  2.4  4.9  

農業 5 20.0  60.0  0.0  20.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

教員（常勤） 4 0.0  50.0  0.0  0.0  0.0  16.7  0.0  0.0  0.0  

公務員（常勤） 7 27.3  36.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

派遣従業員 3 0.0  0.0  0.0  33.3  33.3  0.0  0.0  33.3  0.0  

パート／アルバイト

／内職 
59 10.6  37.9  0.0  15.2  10.6  3.0  0.0  1.5  10.6  

専業主婦・主夫 52 13.3  1.3  0.0  20.0  5.3  0.0  1.3  4.0  24.0  

学生 3 0.0  25.0  0.0  0.0  25.0  0.0  0.0  0.0  25.0  

無職 111 9.9  1.3  1.3  29.1  7.9  0.0  1.3  5.3  17.2  

その他 9 12.5  12.5  0.0  50.0  0.0  0.0  0.0  25.0  12.5  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

時
間
を
と
ら
れ
た
く

な
い 

仕
事
が
忙
し
い 

他
の
人
に
任
せ
て
お

け
ば
よ
い 

体
調
が
す
ぐ
れ
な
い 

興
味
が
な
い 

実
益
が
な
い 

家
族
の
理
解
が
な
い 

面
倒
だ
か
ら 

そ
の
他 

自
由
に
な
る
時
間
帯
別 

平日の午前 29 15.8  5.3  0.0  28.9  13.2  0.0  0.0  0.0  13.2  

平日の午後 44 12.1  6.1  1.5  18.2  12.1  0.0  1.5  4.5  10.6  

平日の夜間 60 12.3  35.6  0.0  11.0  15.1  0.0  0.0  4.1  4.1  

土曜日の午前 32 10.3  30.8  0.0  17.9  17.9  2.6  0.0  2.6  0.0  

土曜日の午後 46 13.3  25.0  0.0  11.7  16.7  1.7  0.0  5.0  3.3  

土曜日の夜間 51 12.3  35.4  0.0  9.2  15.4  0.0  0.0  3.1  3.1  

日曜・祝日の午前 45 14.5  25.5  1.8  16.4  16.4  1.8  0.0  3.6  1.8  

日曜・祝日の午後 66 12.2  28.0  1.2  9.8  14.6  2.4  0.0  6.1  6.1  

日曜・祝日の夜間 49 14.3  28.6  0.0  9.5  17.5  0.0  0.0  3.2  4.8  

自由になる時間がほ

とんどない 
102 9.1  31.4  0.0  15.7  5.0  0.8  0.0  4.1  18.2  

自由に時間がとれる 68 11.2  1.1  1.1  29.2  11.2  0.0  2.2  6.7  13.5  

 

単位：％ 
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問 15 あなたが、自由になる時間帯はいつですか。（あてはまるすべての番号に○） 

自由になる時間帯については、「自由になる時間がほとんどない」の割合が 22.2％と最も高く、

次いで「日曜・祝日の午後」の割合が 18.0％、「自由に時間が取れる」の割合が 15.6％となって

います。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～29歳で「日曜・祝日の午前」の割合が、30～39歳で「自

由になる時間がほとんどない」の割合が、70歳以上で「自由に時間がとれる」の割合が高くなっ

ています。 

家族構成別でみると、他の家族構成に比べ、夫婦のみで「平日の午前」の割合が、親子と祖父

母（曾祖父母）で「自由になる時間がほとんどない」の割合が高くなっています。 

職業別でみると、会社員・団体職員（常勤）で「日曜・祝日の午後」の割合が、教員（常勤）

で「日曜・祝日の午後」の割合が高くなっています。また、他の職業に比べ、専業主婦・主夫で

「平日の午前」の割合が、学生で「自由になる時間がほとんどない」の割合が高くなっています。 

単位：％ 



 

44 

 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
午
前 

平
日
の
午
後 

平
日
の
夜
間 

土
曜
日
の
午
前 

土
曜
日
の
午
後 

土
曜
日
の
夜
間 

日
曜
・
祝
日
の
午
前 

日
曜
・
祝
日
の
午
後 

日
曜
・
祝
日
の
夜
間 

自
由
に
な
る
時
間

が
ほ
と
ん
ど
な
い 

自
由
に
時
間
が
と

れ
る 

年
齢
別 

20～29歳 179 9.8  4.9  23.2  15.9  19.5  25.6  30.5  29.3  26.8  28.0  4.9  

30～39歳 220 12.1  6.8  22.0  6.1  9.1  16.7  12.1  18.2  16.7  42.4  4.5  

40～49歳 356 10.1  7.0  14.1  13.1  21.1  19.1  17.6  26.6  15.1  30.2  5.0  

50～59歳 280 13.9  12.7  22.2  12.0  20.9  18.4  12.7  20.3  14.6  21.5  8.2  

60～69歳 353 13.0  22.4  12.2  8.7  10.6  6.7  11.0  14.6  5.9  12.2  21.7  

70歳以上 314 13.8  22.9  5.8  6.3  10.8  4.6  6.7  9.2  5.0  12.9  32.9  

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
午
前 

平
日
の
午
後 

平
日
の
夜
間 

土
曜
日
の
午
前 

土
曜
日
の
午
後 

土
曜
日
の
夜
間 

日
曜
・
祝
日
の
午
前 

日
曜
・
祝
日
の
午
後 

日
曜
・
祝
日
の
夜
間 

自
由
に
な
る
時
間

が
ほ
と
ん
ど
な
い 

自
由
に
時
間
が
と

れ
る 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 247 10.6  20.5  12.6  11.9  14.6  13.2  14.6  17.2  13.2  9.3  25.8  

夫婦のみ 417 16.3  22.0  10.6  8.2  14.2  7.8  10.6  15.6  6.4  16.0  20.2  

親子のみ 720 11.5  8.7  18.5  9.6  14.8  16.9  13.8  20.4  15.9  28.8  9.8  

親子と祖父母（曾祖父

母） 
173 12.2  12.2  11.2  13.3  18.4  15.3  17.3  23.5  12.2  30.6  10.2  

親子と祖父母（曾祖父

母）とその他 
11 0.0  25.0  0.0  25.0  12.5  0.0  25.0  25.0  0.0  25.0  0.0  

親子とその他 11 0.0  0.0  40.0  0.0  40.0  20.0  20.0  40.0  20.0  0.0  40.0  

その他 118 10.1  15.7  14.6  6.7  11.2  9.0  9.0  9.0  5.6  23.6  18.0  
 

有
効
回
答
数
（
件
） 

平
日
の
午
前 

平
日
の
午
後 

平
日
の
夜
間 

土
曜
日
の
午
前 

土
曜
日
の
午
後 

土
曜
日
の
夜
間 

日
曜
・
祝
日
の
午
前 

日
曜
・
祝
日
の
午
後 

日
曜
・
祝
日
の
夜
間 

自
由
に
な
る
時
間

が
ほ
と
ん
ど
な
い 

自
由
に
時
間
が
と

れ
る 

職
業
別 

会社員・団体職員（常

勤） 
533 3.3  0.4  22.8  18.7  26.8  27.2  29.3  37.4  22.8  27.2  0.8  

自営業 112 8.8  10.0  21.3  2.5  5.0  13.8  10.0  13.8  16.3  23.8  15.0  

農業 12 0.0  10.0  20.0  0.0  0.0  10.0  20.0  10.0  10.0  30.0  10.0  

教員（常勤） 34 0.0  0.0  15.4  7.7  38.5  38.5  30.8  53.8  38.5  38.5  0.0  

公務員（常勤） 60 3.6  7.1  17.9  17.9  25.0  17.9  25.0  39.3  21.4  39.3  0.0  

派遣従業員 12 0.0  0.0  50.0  50.0  75.0  25.0  25.0  25.0  25.0  25.0  0.0  

パート／アルバイト

／内職 
297 12.4  16.3  20.8  10.1  16.9  15.2  11.2  20.8  11.8  28.1  3.4  

専業主婦・主夫 221 27.3  24.0  7.1  2.2  6.0  3.8  1.6  2.2  3.3  23.0  20.2  

学生 18 0.0  0.0  8.3  8.3  0.0  25.0  25.0  16.7  16.7  41.7  8.3  

無職 358 15.6  24.8  5.7  6.4  8.5  3.5  5.7  7.1  3.5  9.6  36.5  

その他 38 0.0  16.0  16.0  20.0  16.0  4.0  12.0  16.0  12.0  20.0  20.0  

単位：％ 

単位：％ 

単位：％ 
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４ 災害時における助け合いについて 

問 16 南海トラフ巨大地震等が懸念される中で、災害時における地域の助け合いは、非常に重要

なことです。あなたの住む地域における災害時の備えとして、どのようなことが重要だと

思いますか。（３つまで番号に○） 

地域における災害時の備えとして重要だと思うことについては、「危険箇所の把握」の割合が

46.2％と最も高く、次いで「日ごろのあいさつ、声かけ」の割合が 44.8％、「地域での避難訓練」

の割合が 39.8％となっています。 

家族構成別でみると、一人暮らし、親子のみで「危険個所の把握」の割合が、夫婦のみで「日

頃からのあいさつ、声かけや付き合い」の割合が高くなっています。また、他の家族構成に比べ、

親子と祖父母（曾祖父母）で「災害対策の学習会」「地域での避難訓練」の割合が高くなっていま

す。 

世帯の状況別でみると、介護が必要なお年寄りと同居している世帯で「日頃からのあいさつ、

声かけや付き合い」「地域における援助体制の構築」「災害ボランティアの育成」の割合が、介護

が必要な障がいのある方と同居している世帯で「災害ボランティアの育成」の割合が高くなって

います。また、他の世帯状況に比べ、子育てをしている世帯で「地域での避難訓練」「地域の要援

護者の把握」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、成岩地区で「日頃からのあいさつ、声かけや付き合い」

の割合が、青山地区で「危険個所の把握」の割合が高く、5 割以上となっています。また、半田

地区、成岩地区で「地域での避難訓練」の割合が高く、4割以上となっています。 

近所付き合いの程度別でみると、近所づきあいをしている人ほど「日頃からのあいさつ、声か

けや付き合い」「地域での避難訓練」の割合が高くなる傾向がみられます。また、他の近所付き合

いの程度に比べ、ほとんど付き合いがない人で「地域における援助体制の構築」「要援護者に対す

る情報伝達体制の構築」の割合が高くなっています。 

  

単位：％ 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

災
害
対
策
の
学
習
会 

日
頃
か
ら
の
あ
い
さ
つ
、

声
か
け
や
付
き
合
い 

地
域
で
の
避
難
訓
練 

危
険
箇
所
の
把
握 

地
域
に
お
け
る
援
助
体

制
の
構
築 

地
域
の
要
援
護
者
の
把

握 要
援
護
者
に
対
す
る
情

報
伝
達
体
制
の
構
築 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

育
成 

そ
の
他 

家
族
構
成
別 

一人暮らし 328 19.9  41.1  33.1  47.7  31.1  13.2  19.9  8.6  2.6  

夫婦のみ 677 22.0  48.9  43.6  44.3  32.6  15.6  18.4  12.8  1.8  

親子のみ 1031 26.9  44.7  37.7  48.0  34.4  19.0  17.1  11.7  1.9  

親子と祖父母（曾祖父

母） 
242 31.6  39.8  50.0  43.9  35.7  15.3  19.4  9.2  2.0  

親子と祖父母（曾祖父

母）とその他 
15 0.0  62.5  12.5  50.0  12.5  12.5  37.5  0.0  0.0  

親子とその他 14 20.0  60.0  40.0  60.0  40.0  20.0  20.0  20.0  0.0  

その他 217 29.2  42.7  41.6  43.8  33.7  22.5  16.9  11.2  2.2  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

災
害
対
策
の
学
習
会 

日
頃
か
ら
の
あ
い
さ
つ
、

声
か
け
や
付
き
合
い 

地
域
で
の
避
難
訓
練 

危
険
箇
所
の
把
握 

地
域
に
お
け
る
援
助
体

制
の
構
築 

地
域
の
要
援
護
者
の
把

握 要
援
護
者
に
対
す
る
情

報
伝
達
体
制
の
構
築 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

育
成 

そ
の
他 

世
帯
の
状
況
別 

子育てをしている 744  14.1  7.5  18.4  7.9  13.4  17.0  13.1  18.7  13.4  

介護が必要なお年寄り

と同居している 
116  14.0  18.0  8.0  4.0  18.0  10.0  12.0  18.0  10.0  

介護が必要な障がいの

ある方と同居している 
107  11.1  8.9  8.9  8.9  8.9  8.9  11.1  15.6  8.9  

その他 832  11.7  20.2  13.3  12.3  18.4  11.7  13.9  18.7  10.8  

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

災
害
対
策
の
学
習
会 

日
頃
か
ら
の
あ
い
さ
つ
、

声
か
け
や
付
き
合
い 

地
域
で
の
避
難
訓
練 

危
険
箇
所
の
把
握 

地
域
に
お
け
る
援
助
体

制
の
構
築 

地
域
の
要
援
護
者
の
把

握 要
援
護
者
に
対
す
る
情

報
伝
達
体
制
の
構
築 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

育
成 

そ
の
他 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 135 20.0  43.7  38.5  37.8  32.6  23.7  19.3  10.4  0.0  

乙川地区 265 22.3  45.3  36.2  49.1  36.2  14.7  17.7  10.9  1.5  

半田地区 318 26.7  43.7  43.7  44.7  34.9  18.9  15.7  11.6  2.8  

成岩地区 209 30.1  50.2  42.6  44.5  28.2  14.4  21.1  12.9  2.9  

青山地区 124 22.6  37.9  37.1  57.3  32.3  16.1  18.5  10.5  1.6  

 

 

 

単位：％ 

単位：％ 
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有
効
回
答
数
（
件
） 

災
害
対
策
の
学
習
会 

日
頃
か
ら
の
あ
い
さ
つ
、

声
か
け
や
付
き
合
い 

地
域
で
の
避
難
訓
練 

危
険
箇
所
の
把
握 

地
域
に
お
け
る
援
助
体

制
の
構
築 

地
域
の
要
援
護
者
の
把

握 要
援
護
者
に
対
す
る
情

報
伝
達
体
制
の
構
築 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

育
成 

そ
の
他 

近
所
付
き
合
い
の
程
度
別 

日頃から助け合って

いる 
316 24.4  60.2  47.2  44.7  36.6  15.4  14.6  13.0  0.8  

気の合った人とは親

しくしている 
682 26.3  48.8  41.6  39.1  33.1  19.9  19.6  12.8  1.4  

あいさつはする 1305 25.4  42.8  39.4  49.5  32.7  16.5  16.5  10.1  1.8  

ほとんど付き合いが

ない 
188 19.0  23.8  28.6  52.4  36.9  15.5  32.1  11.9  3.6  

その他 18 25.0  25.0  37.5  62.5  12.5  12.5  12.5  0.0  37.5  

 

 

単位：％ 
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問 17 被災後の生活において、あなたは誰を頼りにしますか。（あてはまるすべての番号に○） 

被災後の生活において頼りにし

ている相手については、「家族・親

族」の割合が 86.1％と最も高く、

次いで「行政(市役所など)」の割合

が 47.9％、「友人・知人」の割合が

33.5％、「近所の人」の割合が

30.2％となっています。 

年齢別でみると、すべての年齢で

「家族・親族」の割合が最も高く、

8割以上となっています。また、他

の年齢に比べ、20～29歳で「友人・

知人」の割合が、50～59 歳で「行

政（市役所など）」の割合が、60歳

以上で「近所の人」の割合が高くな

っています。一方で、30～39 歳で

「自主防災組織」の割合が低くなっています。 

近所付き合いの程度別でみると、近所づきあいをしている人ほど「近所の人」「自主防災組織(自

治区など)」「社会福祉協議会」「地域支援者」の割合が高くなる傾向がみられます。また、ほとん

ど付き合いがない人で「近所の人」の割合が特に低く、約 1割となっています。 

 

 

  

単位：％ 
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単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

近
所
の
人 

友
人
・
知
人 

自
主
防
災
組
織
（
自

治
区
な
ど)

 

社
会
福
祉
協
議
会 

行
政
（
市
役
所
な
ど) 

地
域
支
援
者 

そ
の
他 

年
齢
別 

20～29歳 221 87.8  23.2  48.8  26.8  11.0  45.1  20.7  6.1  

30～39歳 321 93.2  22.7  39.4  15.2  9.1  47.0  14.4  2.3  

40～49歳 478 87.9  22.6  27.6  26.1  6.5  47.7  18.6  3.0  

50～59歳 411 83.5  29.1  43.0  22.8  10.1  57.6  13.3  0.6  

60～69歳 688 84.3  38.2  31.5  29.9  13.0  51.2  20.5  2.4  

70歳以上 574 83.3  35.4  25.8  26.3  10.4  39.6  17.5  0.8  

 

 

単位：％ 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

家
族
・
親
族 

近
所
の
人 

友
人
・
知
人 

自
主
防
災
組
織
（
自

治
区
な
ど)

 

社
会
福
祉
協
議
会 

行
政
（
市
役
所
な
ど) 

地
域
支
援
者 

そ
の
他 

近
所
付
き
合
い
の
程
度
別 

日頃から助け合って

いる 
360 86.2  51.2  37.4  33.3  14.6  44.7  23.6  1.6  

気の合った人とは親

しくしている 
769 87.9  40.9  38.8  28.5  8.9  49.1  17.8  1.8  

あいさつはする 1321 87.4  22.5  30.0  22.8  9.4  46.8  16.4  2.3  

ほとんど付き合いが

ない 
182 72.6  11.9  33.3  17.9  8.3  54.8  15.5  2.4  

その他 20 62.5  37.5  37.5  12.5  25.0  50.0  12.5  12.5  
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５ 地域の課題について 

問 18 あなたは地域の中で、どのようなことを学んだり、活動したいと思いますか。 

（３つまで番号に○） 

地域の中で学んだり、活動したいことについては、「道路や公園などのゴミ拾い」の割合が 32.9％

と最も高く、次いで「福祉施設見学」の割合が 16.3％、「地域で活動しているボランティアの話

を聞く」の割合が 15.0％、「街の中の花壇の整備」の割合が 14.1％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～39 歳で「子どもたちの遊び相手」「不登校、いじめ、

ニートについて学びたい」の割合が高くなっています。また、年齢が上がるにつれ、「福祉施設見

学」「福祉施設で働く人の話を聞く」「地域で活動しているボランティアの話を聞く」の割合が高

くなる傾向がみられます。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、成岩地区で「地域で活動しているボランティアの話を

聞く」「相談ボランティアや話し相手ボランティア」の割合が高くなっています。また、青山地区

で「不登校、いじめ、ニートについて学びたい」の割合が高くなっています。 

 

 



 

 

51
 

 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

道
路
や
公
園
な
ど
の
ゴ
ミ

拾
い 

街
の
中
の
花
壇
の
整
備 

福
祉
施
設
見
学 

車
イ
ス
の
使
い
方
や
手

話
・
点
字
な
ど
の
講
習 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ

る
方
等
と
の
交
流 

子
ど
も
た
ち
の
遊
び
相
手 

福
祉
施
設
で
働
く
人
の
話

を
聞
く 

地
域
で
活
動
し
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
話
を
聞
く 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ

る
方
の
体
験
談
を
聞
く 

障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
対

応
・
介
助
方
法 

お
年
寄
り
と
の
接
し
方
、
介

助
方
法 

不
登
校
、
い
じ
め
、
ニ
ー
ト

に
つ
い
て
学
び
た
い 

Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
学
び
た
い 

在
日
外
国
人
に
つ
い
て
学

び
た
い 

 

相
談
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
話

し
相
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

  
ふ
く
し
井
戸
端
会
議
や
ふ

く
し
勉
強
会
等
へ
の
参
加 

 

そ
の
他 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 82 36.6% 13.4% 9.8% 12.2% 9.8% 35.4% 4.9% 8.5% 7.3% 8.5% 13.4% 26.8% 6.1% 13.4% 8.5% 4.9% 2.4% 7.3% 

30～39歳 132 29.6% 18.2% 8.3% 8.3% 8.3% 31.1% 4.6% 12.1% 3.0% 13.6% 15.2% 22.0% 8.3% 9.1% 9.1% 1.5% 5.3% 6.8% 

40～49歳 199 37.2% 11.6% 12.6% 11.1% 5.5% 9.6% 5.5% 12.1% 3.0% 13.6% 10.6% 15.6% 3.0% 5.5% 4.0% 3.5% 6.0% 17.1% 

50～59歳 158 31.0% 12.0% 19.0% 15.8% 8.9% 10.1% 6.3% 19.6% 5.1% 13.9% 14.6% 5.1% 2.5% 9.5% 10.8% 7.0% 4.4% 13.3% 

60～69歳 254 37.0% 15.0% 20.9% 6.7% 9.1% 8.3% 7.9% 20.5% 7.1% 11.4% 15.8% 7.9% 0.8% 3.5% 5.9% 8.7% 2.8% 14.6% 

70歳以上 240 27.1% 15.0% 18.8% 3.8% 7.9% 7.9% 12.5% 12.1% 9.2% 6.7% 8.3% 2.1% 0.8% 1.7% 2.9% 10.0% 6.7% 26.7% 

 

有
効
回
答
数
（
件
） 

道
路
や
公
園
な
ど
の
ゴ
ミ

拾
い 

街
の
中
の
花
壇
の
整
備 

福
祉
施
設
見
学 

車
イ
ス
の
使
い
方
や
手

話
・
点
字
な
ど
の
講
習 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ

る
方
等
と
の
交
流 

子
ど
も
た
ち
の
遊
び
相
手 

福
祉
施
設
で
働
く
人
の
話

を
聞
く 

地
域
で
活
動
し
て
い
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
話
を
聞
く 

お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ

る
方
の
体
験
談
を
聞
く 

障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
対

応
・
介
助
方
法 

お
年
寄
り
と
の
接
し
方
、

介
助
方
法 

不
登
校
、
い
じ
め
、
ニ
ー

ト
に
つ
い
て
学
び
た
い 

Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
学
び
た
い 

在
日
外
国
人
に
つ
い
て
学

び
た
い 

 

相
談
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
話

し
相
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

  

ふ
く
し
井
戸
端
会
議
や
ふ

く
し
勉
強
会
等
へ
の
参
加 

 

そ
の
他 

無
回
答 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 135 35.6% 18.5% 15.6% 7.4% 7.4% 14.1% 4.4% 15.6% 7.4% 13.3% 11.1% 8.2% 3.0% 3.7% 6.7% 8.2% 3.0% 16.3% 

乙川地区 265 32.8% 12.5% 19.3% 7.9% 6.4% 12.5% 9.1% 12.8% 4.9% 13.6% 10.6% 8.3% 2.3% 5.7% 4.9% 4.9% 4.5% 16.2% 

半田地区 318 33.0% 12.3% 12.6% 10.4% 10.1% 12.9% 6.6% 13.8% 7.9% 10.4% 13.5% 10.4% 2.5% 6.6% 6.0% 6.9% 5.0% 17.9% 

成岩地区 209 34.9% 15.3% 19.1% 9.1% 8.1% 14.4% 8.1% 20.1% 5.3% 9.6% 15.3% 11.5% 2.4% 4.8% 10.1% 7.2% 5.3% 12.0% 

青山地区 124 28.2% 17.7% 15.3% 7.3% 7.2% 16.1% 8.9% 14.5% 4.0% 7.3% 12.9% 17.7% 4.8% 8.9% 3.2% 5.7% 5.7% 16.9% 

単位：％ 

単位：％ 
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問 19 あなたが日ごろお住まいの地域の課題を感じる機会は、次のうちどんなときですか。 

（３つまで番号に○） 

日ごろ住まいの地域の課題を感じる機会については、「はんだ市報」の割合が 49.2％と最も高

く、次いで「回覧板」の割合が 39.6％、「地域の実情を見て」の割合が 19.3％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、60～69歳で「地区の寄り合い」が高くなっています。また、

60 歳以上で「回覧板」「はんだ市報」の割合が高くなっています。一方で、20～39 歳で「地域の

課題を感じたことがない」の割合が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、亀崎地区で「回覧板」の割合が、成岩地区で「はんだ

市報」の割合が、青山地区で「地区の寄り合い」」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 の会報 
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単位：％ 

 

 

公
民
館
で
の
講
座 

回
覧
板 

は
ん
だ
市
報 

半
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
の
広
報

誌
（
は
な
ち
ゃ
ん
通
信
） 

地
域
で
発
行
さ
れ
て
い
る
情
報
紙

な
ど 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団

体
が
発
行
し
て
い
る
会
報 

学
校
が
発
行
し
て
い
る
通
信 

地
区
の
寄
り
合
い 

区
長
と
の
話
し
合
い 

市
議
会
議
員
と
の
話
し
合
い 

近
所
の
人
と
の
会
話 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
の
話 

地
域
の
現
状
を
見
て 

地
域
の
課
題
を
感
じ
た
こ
と
は
な

い そ
の
他 

無
回
答 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 6.7% 49.6% 47.4% 4.4% 8.2% 0.0% 7.4% 8.9% 0.7% 1.5% 21.5% 1.5% 19.3% 9.6% 3.7% 11.9% 

乙川地区 4.5% 41.1% 49.4% 5.3% 7.9% 0.8% 3.8% 7.9% 1.5% 4.2% 20.0% 1.9% 20.0% 10.2% 4.9% 9.8% 

半田地区 5.0% 34.6% 44.0% 6.3% 7.2% 2.5% 4.1% 7.6% 3.1% 3.5% 17.6% 3.5% 20.8% 12.3% 4.4% 11.3% 

成岩地区 4.8% 41.6% 57.4% 7.2% 5.7% 2.4% 9.6% 6.2% 0.5% 3.4% 15.8% 0.5% 14.4% 12.4% 5.3% 8.6% 

青山地区 3.2% 34.7% 50.8% 4.8% 6.5% 4.8% 6.5% 12.9% 1.6% 1.6% 16.1% 2.4% 21.0% 11.3% 5.7% 9.7% 
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６ 半田市地域福祉計画の重点施策について 

問 20 半田市地域福祉計画をご存知ですか。（１つの番号に○） 

 半田市地域福祉計画の認知度につ

いては、「聞いたこともない」の割合

が 43.1％と最も高く、次いで「聞い

たことはあるが、どんな計画かは知

らない」の割合が 39.6％となってい

ます。 

年齢別でみると、年齢が上がるに

つれ、「どんな計画か知っている」「ど

んな計画か少し知っている」をあわ

せて知っている人の割合が高くなる

傾向があります。一方で、20～39 歳

では「聞いたこともない」の割合が

高く、6割以上となっています。 

また、居住地区別でみると、他の地区に比べ、亀崎地区で「どんな計画か知っている」「どんな

計画か少し知っている」をあわせて知っている人の割合が最も高く、次いで半田地区、成岩地区

の割合が高くなっています。一方で、青山地区で「聞いたこともない」の割合が高くなっていま

す。 
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問 21 以下の項目で知っている・聞いたことのあるものは何ですか。（あてはまるすべての番号

に○） 

 半田市地域福祉計画の重点施策に関連す

る項目の認知度については、「無回答」の割

合が 49.5％と最も高くなっています。回答

のあった中では、「地域ふれあい施設」の割

合が 26.5％と最も高く、次いで「ふくし井

戸端会議」の割合が 17.8％となっています。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、20～

29 歳で「無回答」の割合が高く、6 割以上

となっています。また、40～49歳、60～69

歳で「ふくし井戸端会議」の割合が、70歳

以上で「地域ふれあい施設」の割合が高く

なっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、

乙川地区で「共生型福祉施設」の割合が高

く、3 割以上となっています。また、乙川地区・半田地区で「地域ふれあい施設」の割合が、成

岩地区で「ふくし井戸端会議」の割合が高くなっています。一方で、青山地区で「無回答」の割

合が高く、6割以上となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.8 

3.6 

2.8 

1.4 

15.5 

14.4 

26.5 

49.5 

0 10 20 30 40 50 60

ふくし井戸端会議

ふくし勉強会（知っトク！ふくしゼミナール）

にじいろサポーター養成講座

ふくし共育

ふくし相談窓口

共生型福祉施設

地域ふれあい施設

無回答

単位：％ 
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  ふ
く
し
井
戸
端
会
議 

ふ
く
し
勉
強
会 

に
じ
い
ろ
サ
ポ
ー
タ

ー
養
成
講
座 

ふ
く
し
共
育 

ふ
く
し
相
談
窓
口 

共
生
型
福
祉
施
設 

地
域
ふ
れ
あ
い
施
設 

無
回
答 

居
住
地
区
別 

亀崎地区 19.3 5.2 3.7 1.5 10.4 14.1 13.3 56.3 

乙川地区 18.5 3.0 1.9 1.1 15.9 30.9 34.0 38.5 

半田地区 16.4 3.8 2.2 1.3 18.6 7.2 37.7 45.9 

成岩地区 21.1 3.4 4.8 2.4 13.9 11.5 16.8 53.6 

青山地区 13.7 4.0 2.4 0.8 16.1 4.8 14.5 65.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ふ
く
し
井
戸
端
会
議 

ふ
く
し
勉
強
会
（
知
っ

ト
ク
！
ふ
く
し
ゼ
ミ

ナ
ー
ル
） 

に
じ
い
ろ
サ
ポ
ー
タ

ー
養
成
講
座 

ふ
く
し
共
育 

ふ
く
し
相
談
窓
口 

共
生
型
福
祉
施
設 

地
域
ふ
れ
あ
い
施
設 

無
回
答 

年
齢
別 

20～29歳 7.3 2.4 2.4 0.0 8.5 11.0 23.2 63.4 

30～39歳 18.2 3.8 6.8 2.3 5.3 17.4 23.5 55.3 

40～49歳 21.1 2.0 3.5 0.0 12.6 15.1 24.6 51.3 

50～59歳 17.1 2.5 2.5 1.3 18.4 15.2 25.3 46.8 

60～69歳 20.5 4.7 1.6 2.4 17.3 16.9 25.6 46.1 

70歳以上 15.8 5.0 1.7 1.7 22.5 10.4 32.5 45.4 

単位：％ 

単位：％ 
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７ 社会福祉協議会について 

問 22 半田市社会福祉協議会をご存知ですか。（１つの番号に○） 

半田市社会福祉協議会の認知度につ

いては、「聞いたことはあるが、どんな

活動をしているかは知らない」の割合が

41.3％と最も高く、次いで「聞いたこと

もない」の割合が 21.5％、「どんな活動

をしているか少し知っている」の割合が

17.6％となっています。 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれ、

「どんな活動をしているか大体知って

いる」、「どんな活動をしているか少し知

っている」をあわせた知っている人の割

合が高くなる傾向がみられます。一方で、

20～29歳で「聞いたこともない」の割合が高く、5割以上となっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比べ、亀崎地区で「どんな活動をしているか大体知っている」

の割合が高くなっています。一方で、青山地区で「聞いたこともない」の割合が高く、約 3 割と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居
住
地
区
別 

 

6.8

17.6

41.3

21.5

12.8

0 10 20 30 40 50

どんな活動をしているか

大体知っている

どんな活動をしているか

少し知っている

聞いたことはあるが、どんな

活動をしているかは知らない

聞いたこともない

無回答

単位：％ 

単位：％ 
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問 23 半田市社会福祉協議会に対してどんな事業を望みますか。（３つまで番号に○） 

半田市社会福祉協議会に対して望

む事業については、「困ったときの相

談窓口」の割合が 46.8％と最も高く、

次いで「福祉に関することならどんな

情報でも揃う窓口」の割合が 28.0％、

「障がいのある人の生活支援にかか

わる事業」の割合が 16.7％となって

います。 

年齢別でみると、他の年齢に比べ、

20～39 歳で「子育て支援に関わる活

動」の割合が高くなっています。また、

50～69歳で「困ったときの相談窓口」

の割合が、60 歳以上で「お年寄りの

健康づくりなど介護予防事業」の割合

が高くなっています。 

居住地区別でみると、他の地区に比

べ、亀崎地区、半田地区、成岩地区で

「困ったときの相談窓口」の割合が高

く、約 5割となっています。また、亀

崎地区、成岩地区で「福祉に関するこ

とならどんな情報でも揃う窓口」の割

合が、成岩地区で『「誰かの役に立ち

たい」「ボランティアしたい」と思っ

たときに相談できる窓口』の割合が、

青山地区で「災害ボランティアセンタ

ーなど防災に関する活動」の割合が高

くなっています。 

家族構成別でみると、他の家族構成

に比べ、一人暮らし、親子のみ、親子とその他（おじ、おば等）で「困ったときの相談窓口」の

割合が高く、5割以上となっています。また、親子と祖父母（曾祖父母）で『「誰かの役に立ちた

い」「ボランティアしたい」と思ったときに相談できる窓口』の割合が、親子のみで「障がいのあ

る人の生活支援に関わる事業」の割合が高くなっています。

 

46.8

28.04

9.25

7.76

10.9

12.3

15.4

16.7

9.4

6.5

4.7

5.4

8

11.2

1.2

14.7

0 10 20 30 40 50

困ったときの相談窓口

福祉に関することなら

どんな情報でも揃う窓口

ボランティア活動の支援・養成講座の開催

「誰かの役に立ちたい」「ボランティア

したい」と思ったときに相談できる窓口

こどもたちから大人まで、すべての世

代が福祉を学ぶことができる場づくり

子育て支援に関わる活動

お年寄りの健康づくりなど介護予防事業

障がいのある人の生活支援に関わる事業

近隣での見守り（助け合い）事業

地域コーディネーターとしての活動

災害ボランティアセンター

など防災に関する活動

日常生活自立支援事業

制度やサービス利用にあてはまら

ない方や地域課題へのすきま支援

わからない

その他

無回答

単位：％ 
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困
っ
た
と
き
の
相
談
窓
口 

福
祉
に
関
す
る
こ
と
な
ら
ど

ん
な
情
報
で
も
揃
う
窓
口 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支

援
・
養
成
講
座
の
開
催 

「
誰
か
の
宅
に
立
ち
た
い
」

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
し
た
い
」
と

思
っ
た
と
き
に
相
談
で
き
る

窓
口 

こ
ど
も
た
ち
か
ら
大
人
ま
で
、

す
べ
て
の
世
代
が
福
祉
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
場
づ
く
り 

子
育
て
支
援
に
関
わ
る
活
動 

お
年
寄
り
の
健
康
づ
く
り
な

ど
介
護
予
防
事
業 

障
が
い
の
あ
る
人
の
生
活
支

援
に
関
わ
る
事
業 

近
隣
で
の
見
守
り
（
助
け
合

い
）
事
業 

地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と

し
て
の
活
動 

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ

ー
な
ど
防
災
に
関
す
る
活
動 

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業 

制
度
や
サ
ー
ビ
ス
利
用
に
あ

て
は
ま
ら
な
い
方
や
地
域
課

題
へ
の
す
き
ま
支
援 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

 

無
回
答 

年
齢
別 

20

～

29

歳 

37.8 14.6 6.1 9.8 9.8 36.6 11.0 15.9 8.5 13.4 4.9 3.7 7.3 14.6 1.2 8.5 

30

～

39

歳 

39.4 25.0 3.8 6.8 13.6 34.1 9.1 10.6 14.4 6.1 6.1 9.1 5.3 17.4 0.8 7.6 

40

～

49

歳 

45.2 29.2 10.1 10.1 10.6 14.6 10.1 17.1 8.0 6.5 5.0 3.5 9.6 14.1 0.5 9.5 

50

～

59

歳 

52.5 32.3 15.2 11.4 5.1 5.7 10.8 15.2 7.6 7.6 6.3 5.7 9.5 12.0 5.1 12.0 

60

～

69

歳 

53.5 31.1 12.2 7.9 13.4 4.7 19.7 17.7 9.8 5.9 5.9 7.1 7.1 7.1 0.4 16.1 

70

歳

以

上 

45.0 27.1 5.8 2.9 11.7 2.9 23.8 20.0 8.3 4.2 1.3 3.8 7.9 8.3 0.4 25.0 

単位：％ 


