
第 39 回

2011（平成23）年3月

□ 定住性

□ 区のイメージ/地域活動

□「ビューティフル・ウィンドウズ運動」

□ 小・中学校教育

□ 郷土博物館

□「あだち広報」

□ 日常の区民生活

□ 保健・医療 /高齢者福祉施策

□ 区政

□ 区政への区民の意見の反映

□ 人権

　今回の調査回答の特徴は、総合的な暮らしや
すさの指標が上昇し、定住意向についても高い水
準を維持している一方、治安についてのイメージ
が良くないことなどです。
　総合的な暮らしやすさの指標は85.7％と平成13
年の質問開始以降最高となりました。定住意向に
ついても、77.0％と昨年に引き続いて高い水準を
維持しています。一方、足立区の治安について《良
くない》というイメージを持っている方は45.9％と
《良い》というイメージの26.9％を上回っています。
　今年度は要因を分析する質問を増やすとともに、
新たなテーマとして「ビューティフル・ウィンドウズ
運動」、「小・中学校教育」、「郷土博物館」、「あ
だち広報」などについて聞きました。

　足立区では、昭和47年から区民の方を対象とした世論調査を実施しています。第39回目の調
査の概要をお知らせします。調査結果は、区政運営のための基礎資料として活用してまいります。
ご協力いただいた区民の方々に心からお礼を申し上げます。なお、調査の全容は「第 39 回足立
区政に関する世論調査」として区のホームページ、区内の各図書館及び区役所区政資料室でご
らんいただけます。

◇対 象 者 ……… 20歳以上の区民
◇対象者の抽出 ………単純無作為抽出法
◇対 象 者 数 ……… 3,000 人
◇調 査 方 法 ………郵送配布郵送回収法
◇回 収 数（率）……… 1,579人（52.6％）
◇調 査 時 期 ……… 2010（平成 22）年9月

調 査 の 概 要

2010（平成22）年9月実施



01020304050（％）60

特 に な い

そ の 他

子育てや教育の環境が
整っている／いない

体育施設（体育館やプールなど）
が利用しやすい／しにくい

治安がよい／わるい

文化施設（図書館やホールなど）
が利用しやすい／しにくい

近所の人間関係がよい／わるい

医者や病院の便がよい／わるい

物価が安い／高い

通勤や通学などの交通の便
がよい／わるい

公園や緑が多い／少ない

普段の買い物が便利／不便

0 10 20 30 40 50 60（％）

暮らしやすい ／ 暮らしにくい

55.2

35.0

26.9

23.6

19.8

10.1

6.0

2.1

8.9

44.0

11.1

26.9

12.4

8.3

16.3

5.1

14.9

7.3

18.2

26.0

22.1

7.1

5.8

20.6 (n=1,579)

定　住　性

地域の暮らしやすい点、暮らしにくい点（複数回答）

暮らしやすい点は「普段の買い物が便利」が最も高い
暮らしにくい点は「治安がわるい」が最も高い

参考1：百分比と百分比を合わせる場合、本来の実数値を合わせて算出した百分比を記してい
るので、その百分比は紙面上の百分比の合計と合わない場合がある。

2：図中にあるnは回答者総数のことである。
3：表題に（複数回答）と表記されている場合は、回答数に制限がないことを意味している。
4：複数回答のグラフは、無回答を除いて表示している。

　住んでいる地域の暮らしやすい点については、「普段の買い物が便利（55.2％）」、「公園や緑
が多い（44.0％）」「通勤や通学などの交通の便がよい（35.0％）」などとなっており、一方、暮
らしにくい点は、「治安がわるい（26.0％）」、「体育施設（体育館やプールなど）が利用しにくい
（22.1％）」などとなっています。いずれの回答も居住地域や年齢・性別による差が見られました。
　また、総合的な暮らしやすさでは、「暮らしやすい」と「どちらかといえば暮らしやすい」の
合計が 85.7％と質問を始めた平成13 年以降最高の値になりました。
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無
回
答

暮
ら
し
や
す
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

暮
ら
し
や
す
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

暮
ら
し
に
く
い

暮
ら
し
に
く
い

暮らしにくい（計）暮らしやすい（計）

 【暮らしやすい】 【暮らしにくい】
 （計） （計）

 85.7 13.01.3 
（％）

23.9 61.7 11.0 2.1

無
回
答

わ
か
ら
な
い

区
外
に
転
出
し
た
い

当
分
は
住
み
続
け
た
い

ず
っ
と
住
み
続
け
た
い

定住意向（計） 移転意向

 【定住意向】 【移転意向】
 （計）

 77.0 8.5

(n=1,579)

(n=1,579)

37.1 39.9 8.5 13.9 0.6
（％）

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

そ の 他

利用手続・料金支払方法などに手間がかかる

個人で利用できない施設がある

施設が古く、快適でない

利用料金が高い

早朝・夜間など希望する利用時間帯が合わない

利用したい設備・器具がない

スポーツ教室やイベントなど参加したい事業が少ない

どんな施設・事業があるのかわからない

体育施設のある場所が遠い

(n=349)

※基数は、「地域の暮らしやすい点、暮らしにくい点」
の質問で、「体育施設（体育館やプールなど）が利用
しにくい」の選択者

69.6

29.5

20.6

12.9

9.5

7.4

7.2

6.0

5.4

6.9

区の体育施設について、使いにくいと感じる理由（複数回答）

「体育施設のある場所が遠い」が 69.6％で最も高い

総合的な暮らしやすさ

《暮らしやすい》と感じている人が 85.7％で平成 13年以降最高に

定住・移転意向

77％の区民が《定住意向》をもっている
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0 10 20 30（％）

特 に な い

区民が作っているタウン情報誌やポスターなどの情報

博物館やホールなどの文化施設

区役所が区民向けにおこなっているイベントや説明会

映画やドラマに区内の場所が使われること

町なみなどの風景

足立にある繁盛している飲食店

足立区出身の著名人・タレント

近隣やコミュニティなど人のつながり

足立区が明るい話題で報道番組・新聞・雑誌などに取り上げられること

区役所が作っている区の活動についての広報紙やホームページの情報

川や森などの自然環境

定期的に開催されるお祭りやイベント

神社やお寺などの歴史的建造物

公園、地域学習センターなどの公共施設

（％）

無
回
答

わ
か
ら
な
い

そう思う（計） そう思わない（計）

 【そう思う】 【そう思わない】
 （計） （計）

 64.7 19.8

 29.8 45.7

 29.1 41.7

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

そ
う
思
う (n=1,579)

（ウ）足立区を人に勧
めたい

（イ）足立区に誇りを
もっている

（ア）足立区に愛着を
もっている 41.7

23.2

22.8 21.8

22.9

6.6

6.3

24.4

10.1

19.9

21.3

9.8

20.2

14.7

8.9

8.9

9.8

6.6

(n=1,579)

16.9

14.2

13.9

13.6

11.8

10.8

10.1

7.7

7.3

7.2

6.0

5.1

4.4

4.3

27.9

区に対する愛着や誇りにつながるもの（○は 3つまで）

「公園、地域学習センターなどの公共施設」が 16.9％で最も高い

区のイメージ／地域活動

区に対する気持ち

6 割強の区民が足立区に愛着をもっている

　区に対する気持ちについて、「足立区に愛着をもっている」で「そう思う」と「どちらかといえ
ばそう思う」をあわせた《そう思う》が 64.7％と6 割強の区民が足立区に愛着を持っていること
が示されていますが、「足立区に誇りをもっている」、「足立区を人に勧めたい」では《そう思わない》
が 4割を超えています。いずれの回答も居住地域や年齢・性別による差が見られました。

※4.0％以下及び「その他」は省略
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0 10 20 30 40（％）

特 に な い

そ の 他

男女共同参画に関する活動

放課後子ども教室などの地元の小・中学校運営に関する活動

伝統芸能の保護・継承に関する活動

図書館ボランティアなどの地域学習に関する活動

スポーツ指導に関する活動

避難所運営などの災害対策に関する活動

子育てアドバイザーなど子育て支援に関する活動

緑の普及啓発を行う緑の協力員など自然環境の
保全に関する活動

障がい者の支援に関する活動

子ども会など青少年の健全育成に関する活動

防犯パトロールなどのまちの防犯に関する活動

ボランティア清掃など住み続けたいまちをつくる活動

公園の清掃や住区センターの行事などに関する活動

フリーマーケットやゴミの集団回収などの、
資源のリサイクルなどに関する活動

高齢者の支援に関する活動

自然や家族、地域の健康づくりを支援する活動

町会・自治会の運営に関する活動

0 10 20 30 40 50 60（％）

特 に な い

そ の 他

区の各種委員会や審議会、勉強会などの活動

ボランティアやＮＰＯ（民間の非営利活動の組織）などの活動

地域の文化サークルや体育サークルなどの活動

区が主催する各種イベント、催し物

町会や自治会、老人会、子ども会、ＰＴＡなどの活動

14.6

13.0

12.7

11.0

10.3

8.4

7.7

7.4

7.1

7.1

6.8

6.6

6.0

5.9

5.8

4.2

2.2

2.0

36.2

 (n=1,579)

28.1

18.0

10.2

4.1

2.0

1.8

50.2

 (n=1,579)

地域活動の参加状況（複数回答）

「町会や自治会、老人会、子ども会、PTAなどの活動」が 28.1％で最も高い

地域活動への参加意向（複数回答）

「町会・自治会の運営に関する活動」が 14.6％で最も高い
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0 10 20 30 40（％）

そ の 他

防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯する

防犯パトロールなどのボランティアへの参加

玄関等に防犯カメラやセンサー等の機器を取り付ける

ワンチャリ・ツーロック（自転車の鍵を２個にする）

緑化活動（花壇づくり、グリーンカーテンの設置など）

鍵の取り替えや窓の強化など、家への侵入をしづらくする 

ペットの糞対策（ペットの糞を放置しない）

まちの美化活動（ゴミ拾い、門掃きなど）

あいさつなどの声掛け運動

ひったくり防止ネットの使用や、バックを壁側に持つなどする

駐輪場の利用（自転車を放置しない）

(n=1,579)

(n=1,579)

30.0

21.1

16.2

13.2

10.3

9.3

7.1

6.5

5.1

3.5

3.0

3.0

「ビューティフル・ウィンドウズ運動」の認知度

運動を「知っている」者は 26.8％

「ビューティフル・ウィンドウズ運動」

実践している「ビューティフル・ウィンドウズ運動」（複数回答）

「駐輪場の利用（自転車を放置しない）」が 30.0％で最も高い

　「ビューティフル・ウィンドウズ運動」について、「知っており、活動を実践している（3.3％）」、「知っ
ているが、特に何も行ってない（10.8％）」、「名前は聞いたことはあるが、内容はわからない
（12.7％）」をあわせた《知っている》は 26.8％で、「知らない（初めて聞いた）」は 69.7％と 7
割弱の区民にはまだ認知されていない。一方、「ゴミやタバコのポイ捨て」については47.1％が、「放
置自転車」については 48.4％が《減っている》としている。また、「まちなかの花や緑」について
は37.1％、「防犯パトロール」については29.2％が《増えている》と回答しています。

※「ビューティフル・ウィンドウズ運動」…「美しいまち」
を印象付けることで犯罪を抑止していこうという足立区
独自の運動で、警視庁や区民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ている。

無回答
3.5％

知らない
（初めて聞いた）
69.7％

名前は聞いたことはあるが、
内容はわからない
12.7％

知っているが、
特に何も行っていない
10.8％

知っており、
活動を実践している
3.3％

 【知っている】 【知らない】
 （計） 

 26.8 69.7
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無
回
答

減っている（計） 増えている（計）

 【減っている】 【増えている】
 （計） （計）

 47.1 6.9

 29.5 13.2

 48.4 8.3

 36.5 17.7

(n=1,579)

明
ら
か
に
増
え
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

増
え
て
い
る

以
前
と
変
わ
ら
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

減
っ
て
い
る

明
ら
か
に
減
っ
て
い
る

（エ）ペットの糞

（ウ）ひったくりや
自転車の盗難

（イ）放置自転車

（ア）ゴミやタバコ
のポイ捨て 36.7

37.9

24.4

29.8

44.2

38.4

10.4

6.8

10.5

5.1

34.5

38.3

11.1

8.7

6.1

4.1

4.4

2.2

2.8

6.6

13.1

7.4

8.7

7.7

（％）

（キ）防犯パトロール

（カ）あいさつなど
の声掛け運動

（オ）まちなかの花
や緑

無
回
答

減っている（計）増えている（計）

 【増えている】 【減っている】
 （計） （計）

 37.1 4.7

 14.2 9.2

 29.2 6.8

(n=1,579)

明
ら
か
に
増
え
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

増
え
て
い
る

以
前
と
変
わ
ら
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

減
っ
て
い
る

明
ら
か
に
減
っ
て
い
る

30.9

12.5

24.7 54.7

6.2

1.6

4.5

67.1

49.9

5.1

6.2

3.9

1.7

3.0

0.8

9.4

9.6

8.3

（％）

無
回
答

よくない（計）良い（計）

 【良い】 【よくない】
 （計） （計）

 26.9 45.9

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い          

よ
く
な
い            

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

良
く
な
い                

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

良
い

良
い                

（％）

23.13.7 29.3 16.6 20.6 6.6

地域の変化についての評価
5 割弱の区民がゴミやタバコのポイ捨て、放置自転車は減っていると感じている

3割前後の区民がまちなかの花や緑、防犯パトロールが増えていると感じている

足立区の治安についてのイメージ

45.9％の区民が足立区の治安イメージを「良くない」としている
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無
回
答

関心がない（計）関心がある（計）

 【関心がある】 【関心がない】
 （計） （計）

 53.6 20.1

(n=1,579)

全
く
関
心
が
な
い

あ
ま
り
関
心
が
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

や
や
関
心
が
あ
る

非
常
に
関
心
が
あ
る

（％）

31.921.7 19.8 14.5 5.6 6.5

無
回
答

そう思う（計） そう思わない（計）

 【そう思う】 【そう思わない】
 （計） （計）

 6.0 58.4

 31.4 24.7

 13.7 44.0

 22.1 34.0

 30.3 27.4

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

そ
う
思
う

（オ）学校が地域に開
かれている

（エ）部活動が活発に
行われている

（ウ）子どもたちの体
力が強い

（イ）学校が子どもた
ちの学力向上に
取り組んでいる

（ア）子どもたちの学
力が高い

（％）

19.3

11.8

25.2

23.9

23.0

15.3

16.8

1.1

6.2

6.4

2.8

2.0

4.9

18.7

20.8

10.6

9.4

21.0

15.3

37.6

32.0

31.7

33.6

25.1

33.2

10.5

10.3

10.7

10.3

10.5

小・中学校教育への関心

約 5割の区民が小・中学校教育に関心を持っている

区の小・中学校教育へのイメージ

3 割が「部活動が活発」「学校が地域に開かれている」との印象をもっている

小・中学校教育

　小・中学校教育に関するイメージでは、「部活動が活発に行われている」や「学校が地域に
開かれている」で、《そう思う》が 3 割台を示しています。一方、「子どもたちの学力が高い」で
は 6 割弱、「子どもたちの体力が強い」では 4 割以上が《そう思わない》と回答しています。ラ
イフステージごとに差が見られ、小・中学校に子どもを通学させている親の世代に学校教育に関
する情報量が多いことがうかがわれます。
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0 10 20 30％

そ の 他

講 師 派 遣

博物館以外の場所での展示（出前展示）

講座・講演会

ホームページ等での資料の検索や情報公開の充実

郷土資料の収集と保存

史跡巡りなどの野外講座

特別展・企画展

子ども向けイベント（工作教室など）



0 10 20 30 40 50 60（％）

そ の 他

投稿企画（携帯メールからの投稿写真を
紹介する携帯 deあだちなど）

インタビューなどの取材記事（区政の現場の
取材記事「シリーズ現場」など）

特集面（見開きカラー中面）

一面（表紙）

まちの見どころ（区の施設や史跡などの紹介）

お知らせ記事（区の制度関係）

お知らせ記事（講座・イベント情報）

無
回
答

読まない読んでいる（計）

 【読んでいる】 【読まない】
 （計） 

 88.7 9.8

(n=1,579)

ほ
と
ん
ど
読
ま
な
い

見
出
し
だ
け
を

な
が
め
る
程
度

興
味
の
あ
る
記
事

だ
け
を
読
ん
で
い
る

ほ
と
ん
ど
の
記
事
を

読
ん
で
い
る

（％）
47.2 17.524.0 9.8 1.5

(n=1,401)

52.5

51.8

37.2

34.5

31.8

8.6

1.7

1.2

※基数は、「あだち広報」を読んでいる程度
の質問で「あだち広報」を「ほとんど読ま
ない」以外の選択者

「あだち広報」を読んでいる程度

88.7％の区民が「あだち広報」を読んでいる

「あだち広報」でよく読む内容（○は 3つまで）

よく読まれている内容は「お知らせ記事」（講座・イベント情報、区の制度関係）

「あだち広報」
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54.0

32.4

25.0

23.9

21.5

14.7

0.5

17.8

30.0

 (n=1,579)

87.0

77.5

51.3

17.4

1.6

1.6

54.9

 (n=1,579)

0 20 40 60 80 100（％）

特 に な い

そ の 他

環境に配慮した製品を利用するようにしている

マイバッグを使うなどして、不用なレジ袋を断っている

節電や節水など省エネルギーを心がけている

ごみやすいがらのポイ捨てはしていない

ごみと資源の分別を実行している

0 10 20 30 40 50 60 70（％）

特 に な い

そ の 他

町会や自治会の防災訓練に参加している

非常持ち出し品をまとめている

家具の転倒防止の対策を行っている

地震保険に加入している

非常食・飲料水を備蓄している

自宅に消火器を備えている

区の指定した避難場所がどこにあるのかを知っている

日常の区民生活

災害に備えていること（複数回答）

「区の指定した避難場所がどこにあるのかを知っている」が 54.0％で最も高い

　区民自身が日常生活のなかで心がけていることのうち、環境について心がけていることでは、「ご
みと資源の分別を実行している（87.0％）」、「ごみやすいがらのポイ捨てはしていない（77.5％）」
などが多くなっています。また、災害に備えていることでは、「区の指定した避難場所がどこにあ
るのかを知っている（54.0％）」、「自宅に消火器を備えている（32.4％）」、「非常食・飲料水を
備蓄している（30.0％）」などがあげられていますが、「特にない」も17.8％となっています。

環境のために心がけていること（複数回答）

「ごみと資源の分別を実行している」が 9割弱で最も高い
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0 10 20 30 40 50 60 70（％）

特 に な い

そ の 他

疲れているのに２週間以上寝付けない、
途中で目が覚める、朝早く起きてしまうことがある

健康づくり、子どもの健康、感染症、医療機関などの
情報が区から提供されており、利用しやすいと感じる

現在、喫煙習慣がある

栄養バランスを考えた食事がとれている

健康のため仕事や家事以外で身体を動かす習慣がある

安心して受診できる医療機関が身近にある

自分の健康について心配なことがある

毎年健康診断を受けている

（エ）認知症サポー
ター

（ウ）介護相談員派
遣等事業

（イ）地域福祉権利
擁護事業

（ア）成年後見制度

無
回
答

知っている（計） 知らない

 【知っている】 【知らない】
 （計） 

 49.0 46.9

 33.1 61.2

 20.1 74.2

 22.3 72.0

(n=1,579)

知
ら
な
い

名
前
だ
け
知
っ
て
い
る

内
容
ま
で
知
っ
て
い
る

（％）

35.2

17.5

26.7

20.1

61.2

72.0

13.8

2.2

2.5

6.4

74.2

46.9

5.7

5.6

5.8

4.1

(n=1,579)

57.3

42.0

27.7

27.2

18.0

8.0

6.6

1.7

6.5

31.5

保健と医療について（複数回答）

「毎年の健康診断を受けている」が 57.3％で最も高い

保健・医療 /高齢者福祉施策

高齢者福祉施策の認知度

「成年後見制度」に比べると他の施策の認知度は高いとはいえない
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わ
か
ら
な
い

不
満

や
や
不
満

や
や
満
足

満
足

平成 21年（1,532）

平成 22年（1.579）
n

無
回
答

満足層（計） 不満層（計）

 【満足層】 【不満層】
 （計） （計）

 41.6 25.3

 51.8 28.3

（％）

37.0

45.5

17.4

21.0 17.56.3

4.6

7.4

8.0 20.5

2.4

12.6

0 10 20 30 40（％）

障がい者支援

災害対策

子育て支援

高齢者支援

保健衛生対策

情報提供

資源環境対策

交通対策

自然・緑化対策

都市開発

0 10 20 30 40（％）

無 回 答

特にない

男女共同参画推進

産業振興

社会参加支援

学校教育対策

低所得者対策

住宅対策

地域活動支援

生涯学習振興

(n=1,579)

35.3

31.2

28.0

23.5

15.2

14.9

14.4

12.3

9.0

8.4

8.3

8.0

7.7

7.6

6.5

4.3

4.0

3.5

13.0

20.7

区政に対する満足度

《満足層》・《不満層》共に昨年より下降

以前と比べてよくなったと思う区の取り組み（複数回答）

「都市開発」、「自然・緑化対策」が 30％を超えている

区　政

　区政に対する満足度について、《満足層》は 41.6％、《不満層》は 25.3％といずれも 21 年よ
り下降しました。満足層の下降の背景として、新線開通エリアに関わる地域において 21年の調査
において大幅なポイントの上昇が見られたが、22 年の調査に関しては新線開通による利便性の向
上が所与の条件化したことなどが考えられます。以前と比べてよくなったと思う区の取り組みは、「都
市開発（35.3％）」、「自然・緑化対策（31.2％）」、「交通対策（28.0％）」などが上位に上がっ
ています。一方、今後特に力を入れてほしいと思う取り組みとしては、「高齢者支援（36.2％）」、「交
通対策（27.8％）」、「子育て支援（20.3％）」の順となっています。ただ、今後特に力を入れて
ほしいと思う取り組みの順位は、世代によって異なっています。
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(n=1,579)

11.8

10.8

8.0

7.9

6.3

5.9

4.3

3.3

4.1

11.0

36.2

27.8

20.3

18.3

18.1

18.1

16.8

16.0

14.9

12.7

積
極
的
に
参
加
・

協
力
し
た
い

あ
る
程
度
は
参
加
・

協
力
し
た
い

あ
ま
り
参
加
・
協
力

し
た
く
な
い

参
加
・
協
力

し
た
く
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

参加・協力したい
（計）

参加・協力したくない
（計）

 【参加・協力 【参加・協力
 したい】 したくない】
 （計） （計）

 54.3 13.1

(n=1,579)

（％）

50.0 10.14.4 3.0 27.7 4.8

（4）区民・団体等と区役所
が協力・連携（協働）
して事業を進めている

（3）区の情報を容易に知る
ことができる

（2）景観・街並みが魅力的
になってきている

（1）快適で安全なまちづく
りが進められている

無
回
答

そう思う（計） そう思わない（計）

【そう思う】
（計）

53.6

【そう思わ
ない】
（計）

12.9

 59.3 6.6

 55.2 12.9

 29.6 4.8

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

そ
う
思
う

（％）

45.9

46.0

48.6

24.8

7.7

4.9

9.1

10.6 3.9

2.4

7.3

7.5

2.4

2.7

5.5

5.3

28.2

26.7

28.1

58.7

5.9

6.8

5.3

5.5

0 10 20 30 40（％）

保健衛生対策

住宅対策

自然・緑化対策

災害対策

学校教育対策

都市開発

低所得者対策

子育て支援

交通対策

高齢者支援
0 10 20 30 40（％）

無回答

特にない

男女共同参画推進

社会参加支援

情報提供

地域活動支援

産業振興

資源環境対策

生涯学習振興

障がい者支援

今後特に力を入れてほしいと思う区の取り組み（○は 3つまで）

「高齢者支援」、「交通対策」、「子育て支援」などへの要望が多い

区の取り組みについての評価・印象

約 6割の区民が「区の情報を容易に知ることができる」と感じている

区政への参加・協力意向

54.3％の区民は参加・協力意向あり
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今
後
特
に
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
区
の
取
り
組
み

要
望
が
多
い

省エネルギー、ごみ処理、リサイクルなど

健康づくり、健康診査、生活衛生など

教育内容の充実、施設の改修など

文化・スポーツ活動の支援、施設の充実
など
町会・自治会活動の支援、青少年の
健全育成など

ＮＰＯやボランティアの育成や支援など

商工業の支援、企業起こしの支援、
消費者対策など
広報やホームページなどによる区政情報
の提供など
男女が平等に社会参加できるしくみづく
りなど

都市開発

住宅対策

交通対策

自然・緑化対策
災害対策

高齢者支援

障がい者支援

低所得者対策

子育て支援

資源環境対策

保健衛生対策

学校教育対策

生涯学習振興

地域活動支援

社会参加支援

産業振興

情報提供

男女共同参画推進

0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）
0

5

10

15

20

25

30

35

（％）
40

 以前と比べてよくなったと思う区の取り組み 評価が高い

都 市 開 発

住 宅 対 策

交 通 対 策

自然・緑化対策

災 害 対 策

高 齢 者 支 援

障 が い 者 支 援

低 所 得 者 対 策

子 育 て 支 援

資 源 環 境 対 策

保 健 衛 生 対 策

学 校 教 育 対 策

生 涯 学 習 振 興

地 域 活 動 支 援

社 会 参 加 支 援

産 業 振 興

情 報 提 供

男女共同参画推進

 区の取り組み 内 容  区の取り組み 内 容
開発・再開発、美しい街並みや景観づく
りなど

良質な住宅の供給支援など

道路や交通網の整備、交通安全対策など

公園や緑地、河川の整備など

防災活動の充実、都市の不燃化など

在宅生活や介護の支援、施設の整備、
生きがい対策など
在宅生活や介護の支援、施設の整備、
就労支援など

生活の援助や自立支援など

保育サービスや子育て相談の充実など

取り組みについて〈評価と要望の比較対照〉（複数回答）

交通対策は評価も高いが、今後の要望も多い

「以前と比べてよくなったと思う区の取り組み（評価）」と
「今後特に力を入れてほしいと思う区の取り組み（要望）」
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無
回
答

そう思う（計） そう思わない（計）

 【そう思う】 【そう思わない】
 （計） （計）

 21.3 24.8

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

そ
う
思
う

（％）

18.03.3 15.5 9.2 42.7 11.3

（キ）区政に不満がなく、区民
の意見を区がおおむね理
解していると思う

（カ）出した意見に対し、きち
んと改善がなされている

（オ）出した意見に対し、きち
んと返答がもらえる

（エ）区民の意見を反映させる
流れが明確である

（ウ）「区民の声」や「パブリッ
クコメント制度」、「区役
所各課のＥメール」など
意見を言うことができる

（イ）区民の活動を区が積極的
に支援してくれる

（ア）交通の新規開通や市街地
開発など、区が区民生活
の便宜を積極的に図って
くれている

無
回
答

そう思う（計） そう思わない（計）

【そう思う】

（計）

41.1

【そう思わ
ない】
（計）

22.5

 9.8 23.8

 13.0 21.7

 17.2 29.6

 19.8 15.1

 23.5 22.4

 10.3 25.5

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

そ
う
思
う

10.6

8.5

15.5 13.1

2.3

1.7

12.3

11.2

16.5

11.5

10.4

43.8

55.7

55.2

9.4

10.6

10.2

33.6

21.0

17.4 10.0

13.4

7.5

1.4

2.5

2.5

8.9

14.4

11.8

12.1

5.1

8.0

10.7

54.4

44.2

27.4

53.5

10.6

10.6

9.9

8.9

1.3

（％）

区政への区民の意見の反映について（各項目ごと）

4 割の区民が都市開発の取り組みを評価

区政への区民の意見の反映について

区政に区民の意見が反映されていると思う割合は約 2割

区政への区民の意見の反映

出した意見に対する区の対応に関連する項目では、「わからない」が約 5割
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44.3

35.0

17.0

16.9

4.6

2.2

2.7
 (n=959)

無
回
答

男性のほうが
優遇（計）

女性のほうが
優遇（計）

 【男性が優遇】 【女性が優遇】
 （計） （計）

 49.7 11.0

(n=1,579)

わ
か
ら
な
い

女
性
の
ほ
う
が
非
常
に

優
遇
さ
れ
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

女
性
の
ほ
う
が

優
遇
さ
れ
て
い
る

平
等

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

男
性
の
ほ
う
が

優
遇
さ
れ
て
い
る

男
性
の
ほ
う
が
非
常
に

優
遇
さ
れ
て
い
る

（％）

43.6 20.1 9.46.1 1.6 14.8 4.3

0 10 20 30 40 50（％）

そ の 他

教育（学校教育・教育を受ける機会も含めて）

地域活動（ＰＴＡ・ボランティア活動・町会，自治会活動など）

法律や制度・政治

家 庭 生 活

社会通念や習慣・しきたりなど

職 場

※基数は、「男女の地位の平等感」の質問で、
「男性または女性が優遇されている」の選択者

男女の地位の平等感

男女が平等になっていないと感じる場面

「男性の方が優遇」が 5割弱を占める

人　権

優遇されていると感じる場面で最も多いのは「職場」
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(n=1,579)

(n=1,579)

3.3
6.1 7.2

10.2
8.4 8.9

6.3
8.3

10.6 9.2

16.3

4.7

0.4

(n=1,579)

(n=1,579)43.4

2.2

18.6 18.2
14.7

1.3 0.3 0.8 0.6

無回答
0.8%

10～20年未満
12.4%

５～10年未満
8.0%

１～５年未満
8.9%

１年未満
3.0%

男
44.6%

性　別 年　齢

居住年数 住居形態

標　本　構　成

無回答
3.2%

女
52.2%

0

5

10

15

（％）
20

無
回
答

80
歳
以
上

70
〜
79
歳

65
〜
69
歳

60
〜
64
歳

55
〜
59
歳

50
〜
54
歳

45
〜
49
歳

40
〜
44
歳

35
〜
39
歳

30
〜
34
歳

25
〜
29
歳

20
〜
24
歳

0

10

20

30

40

（％）
50

無

回

答

そ

の

他

間
借
り
・
住
み
込
み

社
宅
・
公
務
員
住
宅
・
寮

公
団
・
公
社
・
都
営
住
宅
・
区
営
住
宅

賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン

一
戸
建
て
借
家

一
戸
建
て
持
家

20 年以上
66.9%
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(n=929) (n=1,579)

無回答
0.4%

その他
2.9%

23区以外の
東京、神奈川、
千葉、埼玉
11.3%

足立区以外の
東京22区
41.3%

足立区内
31.8%

自宅
12.3%

無回答
0.5%6人以上

3.9%5人
6.8%

４人
19.4%

3人
24.6%

2人
30.7%

1人
（一人暮らし）
14.1%

(n=1,579)

11.5 10.5 8.9
6.6

16.7 15.0

3.2

27.7

0

5

10

15

20

25

30

（％）
35

無
回
答

そ
の
他

高
齢
期

家
族
成
熟
期

家
族
成
長
後
期

家
族
成
長
前
期
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667,891人

319,725世帯

足立区政策経営部広報室長付区民の声相談課

世論調査報告書の《概要版》、本編、《集計表》は足立区ホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.city.adachi.tokyo.jp　足立区政策経営部広報室長付区民の声相談課

印刷物登録番号　22‒459

（平成3年制定、足立区の『Ａ』を
もとに、水と緑、都市と人間、
自然などとの調和と未来への
飛躍を表現しています）

（平成4年制定）
（平成4年制定）




