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６ 「ビューティフル・ウィンドウズ運動」 

（１）イメージキャラクターの認知度 

◇『知っている』人が３割を超えている 

問24 イメージキャラクター「ビュー坊」を知っていますか。（○は１つだけ） 

 

図６－１－１ イメージキャラクターの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージキャラクター「ビュー坊」を知っているか聞いたところ、「知っている」（12.3％）が

１割を超え、これに「見た（聞いた）ことはある」（19.7％）を合わせた『知っている（計）』（32.0％）

は３割を超えている。一方、「知らない（初めて見た。もしくは聞いた）」（63.5％）は６割を超

えている。（図６－１－１） 
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性別でみると、女性で『知っている（計）』（36.1％）が男性（27.2％）より8.9ポイント高く

なっている。 

性・年代別でみると、「知っている」は女性30代（31.1％）で３割を超え、「見た（聞いた）

ことはある」は女性40代（34.6％）で３割半ばと高くなっている。また、『知っている（計）』

は女性30代（55.9％）で５割半ばと高くなっている。一方、「知らない（初めて見た。もしくは

聞いた）」は男性60代（79.3％）でほぼ８割と高くなっている。（図６－１－２） 

 

 

図６－１－２ イメージキャラクターの認知度－性別、性・年代別 
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知
っ

て
い
る
（

計
）

知
ら
な
い

11.2

12.4

8.6

16.3

31.1

7.1

14.9

8.4

4.5

3.6

10.9

17.7

8.3

8.9

12.3

16.1

17.1

13.8

34.6

24.9

26.5

21.2

14.9

12.8

19.7

23.7

19.7

21.9

18.4

19.7

65.3

63.1

74.3

45.8

42.4

65.3

59.3

66.9

79.3

72.3

62.8

61.9

69.8

69.1

63.5

7.4

7.4

3.3

3.3

1.7

1.0

4.6

9.7

3.4

4.4

2.6

0.7

0.0

3.7

4.6

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

見
た
（

聞
い
た
）

こ
と
は
あ
る

知
ら
な
い

（

初
め
て
見
た
。

も
し
く
は
聞
い
た
）

無
回
答

知
っ

て
い
る

『知っている（計）』



 - 193 - 

（２）「ビューティフル・ウィンドウズ運動」の認知度 

◇『知っている』人が３割を超えている 

問25 あなたは、足立区が取り組んでいる「ビューティフル・ウィンドウズ運動（※）」 

という取り組みを知っていますか。（○は１つだけ） 

 

図６－２－１ 「ビューティフル・ウィンドウズ運動」の認知度－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ビューティフル・ウィンドウズ運動」とは「美しいまち」を印象付けることで犯罪を抑止しよ

うという足立区独自の運動です。区は、警視庁や区民のみなさんと協働して、まちの美化活動や

防犯パトロールなどの取り組みを推進し、犯罪のない住みよいまちの実現をめざしています。 

 

 

足立区が取り組んでいる「ビューティフル・ウィンドウズ運動」を知っているか聞いたところ、

「名前は聞いたことはあるが、内容はわからない」（17.3％）が２割近く、これに「知っている

が、特に何も行っていない」（13.5％）と「知っており、活動を実践している」（2.8％）を合わ

せた『知っている（計）』（33.6％）が３割を超えている。一方、「知らない（初めて聞いた）」（61.2％）

が６割を超えている。 

過去の調査と比較すると、平成23年とほぼ同じ傾向になっている。（図６－２－１） 
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地域ブロック別でみると、『知っている（計）』は第３ブロック（43.4％）で４割を超え高くな

っている。一方、「知らない（初めて聞いた）」は第13ブロック（65.5％）と第１ブロック（65.3％）

と第５ブロック（64.3％）で６割半ばと高くなっている。（図６－２－２） 

 

 

図６－２－２ 「ビューティフル・ウィンドウズ運動」の認知度－地域ブロック別 
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性別でみると、女性で『知っている（計）』（37.4％）が男性（29.0％）より8.4ポイント高く

なっている。 

性・年代別でみると、『知っている（計）』は女性30代（49.7％）でほぼ５割と高くなってい

る。一方、「知らない（初めて聞いた）」は男性60代（76.5％）で最も高くなっている。 

（図６－２－３） 

 

 

図６－２－３ 「ビューティフル・ウィンドウズ運動」の認知度－性別、性・年代別 
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（３）刑法犯認知件数減少の認知度 

◇『知っている』人が２割半ば 

問26 あなたは、足立区の刑法犯認知件数（※）が、ピーク時の平成13年と比較し、 

10年間で約４割程度減少していることを知っていますか。（○は１つだけ） 

 

図６－３－１ 刑法犯認知件数減少の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※警察が犯罪について、被害の届出等によりその発生を確認した件数。ただし、交通違反等 

を除く。 

 

足立区の刑法犯認知件数が 10年間で約４割程度減少していることを知っているか聞いたとこ

ろ、「聞いたことはある」（20.4％）が２割、これに「知っている」（5.2％）を合わせた『知って

いる（計）』（25.6％）が２割半ばとなっている。一方、「知らない（初めて聞いた）」（69.7％）

はほぼ７割となっている。（図６－３－１） 
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性別でみると、男女とも『知っている（計）』は２割半ばとほぼ同じ傾向になっている。 

性・年代別でみると、「聞いたことはある」は男性70歳以上（34.4％）で３割半ば、『知って

いる（計）』でも男性70歳以上（42.9％）で４割を超え高くなっている。一方、「知らない（初

めて聞いた）」は男女ともおおむね低い年代ほど割合が高くなる傾向にあり、特に女性20代

（90.8％）で９割と高くなっている。（図６－３－２） 

 

 

図６－３－２ 刑法犯認知件数減少の認知度－性別、性・年代別 
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（４）地域の治安 

◇治安がよいと感じる人が４割を超えている 

問27 あなたは、お住まいの地域の治安（※）について、よいと感じますか。 

（○は１つだけ） 

 

図６－４－１ 地域の治安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※犯罪が少なく、世の中の秩序が保たれていること。 

 

地域の治安について、よいと感じるか聞いたところ、「そう思う」（11.8％）と「ややそう思う」

（29.2％）を合わせた『そう思う（計）』（41.0％）が４割を超えている。一方、「そう思わない」

（13.7％）と「あまりそう思わない」（29.8％）を合わせた『そう思わない（計）』（43.5％）も

４割を超えている。（図６－４－１） 
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地域ブロック別でみると、『そう思う（計）』は第１ブロック（53.5％）で５割を超え高くなっ

ている。一方、『そう思わない（計）』は第10ブロック（51.8％）で５割を超え高くなっている。 

（図６－４－２） 

 

 

図６－４－２ 地域の治安－地域ブロック別 
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性別でみると、男性で『そう思う（計）』（44.6％）が女性（37.8％）より6.8ポイント高くな

っている。 

性・年代別でみると、『そう思う（計）』は男性70歳以上（53.2％）、60代（50.8％）で５割

を超え高くなっている。一方、『そう思わない（計）』は女性20代（64.3％）で６割半ばと高く

なっている。（図６－４－３） 

 

 

図６－４－３ 地域の治安－性別、性・年代別 
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（５）自転車に鍵をかけているか 

◇「いつも鍵をかけている」人が７割 

問28 あなたは、自転車を駐車したときには、自転車に鍵をかけていますか。 

（○は１つだけ） 

 

図６－５－１ 自転車に鍵をかけているか－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車を駐車したときに鍵をかけているか聞いたところ、「いつも鍵をかけている」（70.5％）

が７割となっている。また、「鍵をかけることが多い（時々鍵をかけ忘れることがあるを含む）」

（8.7％）、「鍵をかけることは少ない」（1.9％）、「鍵はかけていない（錠がついていない、

錠が壊れているを含む）」（0.5％）はいずれも１割未満となっている。 

平成23年調査と比較すると、やや増加傾向にある。（図６－５－１） 
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地域ブロック別でみると、「いつも鍵をかけている」は第９ブロック（78.2％）と第 11ブロ

ック（77.9％）で８割近くと高くなっている。また、「自転車を持っていない、使っていない」

は第６ブロック（20.1％）で２割と高くなっている。（図６－５－２） 

 

 

図６－５－２ 自転車に鍵をかけているか－地域ブロック別 
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性別でみると、男性で「いつも鍵をかけている」（73.0％）が女性（69.4％）より3.6ポイン

ト高くなっている。一方、女性で「自転車を持っていない、使っていない」（15.5％）が男性（12.5％）

より3.0ポイント高くなっている。 

性・年代別でみると、「いつも鍵をかけている」は女性20代（83.7％）で８割を超え高くなっ

ている。また、「自転車を持っていない、使っていない」は女性70歳以上（28.1％）で３割近く

と高くなっている。（図６－５－３） 

 

 

図６－５－３ 自転車に鍵をかけているか－性別、性・年代別 
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（６）地域の変化についての評価 

◇『減っている』と感じているのは、【ゴミやタバコのポイ捨て】が５割を超え、【放置自転

車】がほぼ５割 

問29 あなたのお住まいの地域についてうかがいます。以下の項目について、現在は以前 

と比べてどのようにお感じになっていますか。（○は各項目とも１つだけ） 

 

図６－６－１ 地域の変化についての評価－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成23年調査から、「わからない」が選択肢に追加されている。 

 

住まいの地域が以前と比べてどのように変化しているか聞いたところ、「明らかに減っている」

と「どちらかといえば減っている」を合わせた『減っている（計）』は、【ゴミやタバコのポイ

捨て】（52.7％）が５割を超え、【放置自転車】（49.2％）がほぼ５割、【ペットの糞】（40.0％）

が４割となっている。 

過去の調査と比較すると、『減っている（計）』は【ゴミやタバコのポイ捨て】と【放置自転

車】で平成22年以降増加傾向が続いている。（図６－６－１） 
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◇『増えている』と感じているのは、【まちなかの花や緑】と【防犯パトロール】がともに 

３割を超える 

 

 

 

図６－６－２ 地域の変化についての評価－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成23年調査から、「わからない」が選択肢に追加されている。 

 

住まいの地域が以前と比べてどのように変化しているか聞いたところ、「明らかに増えている」

と「どちらかといえば増えている」を合わせた『増えている（計）』は、【まちなかの花や緑】

（32.1％）と【防犯パトロール】（31.8％）で３割を超え、【登下校時のあいさつなどの声掛け

運動】（15.8％）が１割半ばとなっている。 

過去の調査と比較すると、平成 23年より『増えている（計）』は【防犯パトロール】で 5.6

ポイント、【登下校時のあいさつなどの声掛け運動】で1.1ポイント増加している。 

（図６－６－２） 
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地域ブロック別でみると、『減っている（計）』は第９ブロック（57.5％）と第８ブロック（57.0％）

で６割近くと高くなっている。また、「以前と変わらない」は第11ブロック（36.1％）と第３ブ

ロック（34.5％）と第12ブロック（34.2％）で３割半ばと高くなっている。（図６－６－３） 

 

 

図６－６－３ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（ア） 

 

（ア）ゴミやタバコのポイ捨て 
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地域ブロック別でみると、『減っている（計）』は第１ブロック（56.7％）で５割半ばと高くな

っている。また、「以前と変わらない」は第３ブロック（36.3％）で３割半ばと高くなっている。 

（図６－６－４） 

 

 

図６－６－４ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（イ） 

 

（イ）放置自転車 
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地域ブロック別でみると、『減っている（計）』は第３ブロック（45.1％）と第４ブロック（44.8％）

で４割半ばと高くなっている。一方、『増えている（計）』は第２ブロック（25.9％）で２割半ば

と高くなっている。（図６－６－５） 

 

 

図６－６－５ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（ウ） 
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地域ブロック別でみると、『増えている（計）』は第９ブロック（44.8％）と第11ブロック（44.3％）

で４割半ばと高くなっている。また、「以前と変わらない」は第６ブロック（55.9％）と第８ブ

ロック（54.7％）で５割半ばと高くなっている。（図６－６－６） 

 

 

図６－６－６ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（エ） 
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地域ブロック別でみると、『増えている（計）』は第３ブロック（21.2％）、第５ブロックと第

11ブロック（ともに20.5％）で２割を超え高くなっている。（図６－６－７） 

 

 

 

図６－６－７ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（オ） 

 

（オ）登下校時のあいさつなどの声掛け運動 
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地域ブロック別でみると、『増えている（計）』は第８ブロック（39.8％）でほぼ４割と高くな

っている。一方、『減っている（計）』は第５ブロック（11.4％）と第 12ブロック（10.8％）で

１割を超え高くなっている。（図６－６－８） 

 

 

図６－６－８ 地域の変化についての評価－地域ブロック別（カ） 

 

（カ）防犯パトロール 
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（７）この１年間に参加された活動 

◇「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」が２割近くで最も高い 

問30（１） あなたがこの１年間に参加された活動はどれですか。 

（○はあてはまるものすべて） 

図６－７－１ この１年間に参加された活動－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に参加された活動を聞いたところ、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベ

ントや催し物」（18.9％）が２割近くで最も高く、次いで「町会や自治会の運営に関する活動」

（13.9％）、「区が主催する各種のイベントや催し物」（12.7％）、「まちの美化活動（ゴミ拾

い、門掃き、公園の清掃など）」（9.7％）の順となっている。また、「特に参加していない・

特にない」（46.2％）が４割半ばとなっている。 

平成 23年調査と比較すると、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」

は5.2ポイント減少している。（図６－７－１） 
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ブロック区分図 

地域ブロック別でみると、「町会や自治会の運営に関する活動」は第９ブロック（21.8％）と

第３ブロック（21.2％）で２割を超え高くなっている。また、「区が主催する各種のイベントや

催し物」は第13ブロック（20.4％）で２割と高くなっている。（図６－７－２） 

 

 

図６－７－２ この１年間に参加された活動－地域ブロック別 

（上位５位＋「特に参加していない・特にない」） 
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性別でみると、女性で「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」（21.3％）

が男性（16.1％）より5.2ポイント高く、「区が主催する各種のイベントや催し物」（15.0％）が

男性（10.1％）より4.9ポイント高くなっている。一方、男性で「特に参加していない・特にな

い」（50.1％）が女性（43.6％）より6.5ポイント高くなっている。 

性・年代別でみると、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」は女性30

代（31.1％）で３割を超え高くなっている。また、「特に参加していない・特にない」は男女と

も20代（男性66.7％・女性66.3％）で６割半ばを超え高くなっている。（図６－７－３） 

 

図６－７－３ この１年間に参加された活動－性別、性・年代別 

（上位５位＋「特に参加していない・特にない」） 
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（７－１）引き続き、または今後参加したいと思う活動 

◇「区が主催する各種のイベントや催し物」と「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベ

ントや催し物」がともに２割近く 

問30（２） あなたがこの１年間に参加されて引き続き参加したい、または今後あなたが 

参加したいと思う活動はどれですか。（○はあてはまるものすべて） 

図６－８－１ 引き続き、または今後参加したいと思う活動－過年度比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に参加されて引き続き参加したい、または今後参加したいと思う活動を聞いたとこ

ろ、「区が主催する各種のイベントや催し物」（18.0％）と「町会や自治会、老人会、子ども会

などのイベントや催し物」（17.9％）がともに２割近くとなっている。次いで「まちの美化活動

（ゴミ拾い、門掃き、公園の清掃など）」（13.2％）、「緑化（花壇づくり、緑のカーテンの設

置など）や緑の普及啓発活動」（10.5％）の順となっている。 

平成 23年調査と比較すると、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」

は4.6ポイント、「区が主催する各種のイベントや催し物」は4.2ポイント、それぞれ減少して

いる。一方、「特に参加していない・特にない」は6.3ポイント増加している。（図６－８－１） 

 

区が主催する各種のイベントや催し物
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の清掃など）

緑化（花壇づくり、緑のカーテンの設置な
ど）や緑の普及啓発活動

町会や自治会の運営に関する活動

ボランティアやＮＰＯ（民間の非営利活動
の組織）などの活動

防犯パトロールなどのまちの防犯に関す
る活動

スポーツ指導に関する活動

お囃子、獅子舞など地域の伝統芸能を保
護・継承する活動

特に参加していない・特にない

無回答
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ブロック区分図 

地域ブロック別でみると、「まちの美化活動（ゴミ拾い、門掃き、公園の清掃など）」は第８ブ

ロック（18.8％）で２割近くと高くなっている。また、「緑化（花壇づくり、緑のカーテンの設

置など）や緑の普及啓発活動」は第８ブロック（15.6％）で１割半ばと高くなっている。 

（図６－８－２） 

 

図６－８－２ 引き続き、または今後参加したいと思う活動－地域ブロック別 

（上位５位＋「特に参加していない・特にない」） 
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性別でみると、女性で「区が主催する各種のイベントや催し物」（20.7％）が男性（15.4％）

より5.3ポイント高く、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」（20.1％）

が男性（15.3％）より4.8ポイント高くなっている。一方、男性で「特に参加していない・特に

ない」（26.7％）が女性（20.5％）より6.2ポイント高くなっている。 

性・年代別でみると、「区が主催する各種のイベントや催し物」は女性30代（32.8％）で３割

を超え、「町会や自治会、老人会、子ども会などのイベントや催し物」でも女性30代（32.2％）

で３割を超え高くなっている。（図６－８－３） 

図６－８－３ 引き続き、または今後参加したいと思う活動－性別、性・年代別 

（上位５位＋「特に参加していない・特にない」） 
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（７－２）参加してみたい活動 

問30－１ こんな活動があったら参加してみたいと思う内容がありましたらお書きください。 

 

【111件（108人）のうち、主な内容】 

・ 芸術や歴史などの文化活動 ·································· 12件 

・ 体操やウォーキングなどのスポーツ活動 ······················ 11件 

・ 避難訓練などの防災に関する活動 ···························· 11件 

・ 介護などのボランティア活動 ································  9件 

・ 街コンや外国人との交流などの地域交流活動 ··················  9件 

 

 

 

 

 

 


