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は じ め に 

日本は少子高齢化、人口減少が進んでおり、将来にわたって活力ある社会を維持するた

め、地方創生を推進しています。住民に身近な基礎自治体である中野区においても、子育

て支援や、孤立しがちな高齢者の支援など課題は山積しており、地域の特性を生かした、

持続可能な地域社会を作り上げていく必要があります。そのためには、区民の生活に関す

る実態や意識をさまざまな観点から調査し、区民のニーズを的確に把握するとともに、十

分な分析を行い、区の政策に活かしていくことが不可欠といえます。 

「中野区区民意識・実態調査」は、区の施策や事業を適切に実施していくための基礎資

料とすることを目的に実施しているものです。今年度は、「定住意向」「生活環境の満足度」

「施策への要望」などの経年調査事項のほか、「社会や地域との関わり」、「日用品等の購

入」、「地震災害への対策」、「男女平等」、「外国の方との交流」など生活に関わるさまざま

な事項を調査しています。 

今回の調査結果は、施策、事業の基礎資料とすることはもちろん、区政の成果を図る指

標とするなど、区政運営のさまざまな場面で活用してまいります。一方で、区民や事業者

など多くの皆さまにも参考としていただければ、幸いです。 

最後になりましたが、今回の調査の実施にあたり、ご協力いただきました区民並びに関

係者の皆さまに心から御礼申し上げます。 

２０１６年（平成２８年）２月 

中野区長 田中 大輔 



～ 目 次 ～ 

Ⅰ 調査の概要………………………………………………………………………………………………   1 

Ⅱ 回答者の属性……………………………………………………………………………………………   3 

Ⅲ 質問と回答………………………………………………………………………………………………    6 

Ⅳ 結果と分析………………………………………………………………………………………………  25 

１ 定住意向について…………………………………………………………………………………… 25 

（１）居住年数………………………………………………………………………………………… 25 

（２）住みやすさ……………………………………………………………………………………… 28 

（３）定住・転出意向………………………………………………………………………………… 31

（４）定住理由………………………………………………………………………………………… 36 

（５）転出理由………………………………………………………………………………………… 39 

（６）転出予定先……………………………………………………………………………………… 41 

２ 生活環境の満足度について………………………………………………………………………… 42 

３ 社会や地域との関わりについて…………………………………………………………………… 45 

（１）過去における地域活動の状況………………………………………………………………… 45 

（２）最近１年間の地域活動の状況………………………………………………………………… 48 

（３）今後の地域活動との関わり合い方…………………………………………………………… 51 

（４）地域活動への意欲……………………………………………………………………………… 54 

（５）地域活動参加へ必要なもの…………………………………………………………………… 55 

（６）地域活動等に関わらない・関わるつもりがない理由……………………………………… 57 

（７）活動発表の場…………………………………………………………………………………… 59 

４ 中野駅周辺について………………………………………………………………………………… 60 

（１）中野駅周辺の利用頻度………………………………………………………………………… 60 

（２）中野駅周辺の利用目的………………………………………………………………………… 63 

（３）中野駅周辺に行く際の交通手段……………………………………………………………… 66 

（４）中野駅周辺の利用で不便・不満の有無……………………………………………………… 69 

（５）中野駅周辺の利用で不便・不満の内容……………………………………………………… 71 

５ 日用品等の購入について…………………………………………………………………………… 73 

（１）日用品や食料品の購入場所…………………………………………………………………… 73 

（２）個人商店（商店街）の利用頻度……………………………………………………………… 76 

６ 公園・広場利用について…………………………………………………………………………… 78 

（１）区内の公園や広場の利用状況………………………………………………………………… 78 

（２）区内の公園や広場の満足度…………………………………………………………………… 81 

（３）区内の公園や広場の不満理由………………………………………………………………… 83 



７ 地震災害への対策について………………………………………………………………………… 85 

（１）家庭での備え…………………………………………………………………………………… 85 

（２）食料の備蓄状況………………………………………………………………………………… 89 

（３）飲料水の備蓄状況……………………………………………………………………………… 90 

（４）地域で頼れる人の有無・頼れる対象者……………………………………………………… 91 

８ 男女平等について…………………………………………………………………………………… 94 

（１）男女の地位の平等感…………………………………………………………………………… 94 

（２）家庭生活における男女の地位…………………………………………………………………  98 

（３）職場における男女の地位……………………………………………………………………… 100 

（４）学校教育の場における男女の地位…………………………………………………………… 102 

（５）社会全体における男女の地位………………………………………………………………… 104 

（６）配偶者の仕事状況……………………………………………………………………………… 106 

（７）家事への関わり状況…………………………………………………………………………… 107 

（８）就労希望の有無………………………………………………………………………………… 108   

（９）就労しない理由………………………………………………………………………………… 109 

９ 医療保険制度について …………………………………………………………………………… 110 

（１）国民健康保険のしくみの周知度……………………………………………………………… 110 

（２）後期高齢者医療制度の周知度………………………………………………………………… 112 

１０ 区政情報の入手状況について……………………………………………………………………… 113 

（１）区政情報の入手状況…………………………………………………………………………… 113 

（２）区政情報の入手先……………………………………………………………………………… 116 

（３）区政情報が得られない理由…………………………………………………………………… 118 

（４）区政への親近感………………………………………………………………………………… 120 

１１ 外国の方との交流について…………………………………………………………………………122 

（１）外国の方との交流………………………………………………………………………………122 

（２）外国の方との交流頻度…………………………………………………………………………123 

１２ 施策への評価・要望について……………………………………………………………………… 124 

（１）区の施策への評価……………………………………………………………………………… 124 

（２）区の施策への要望……………………………………………………………………………… 128 

（３）区政評価と要望………………………………………………………………………………… 133 

（４）行政サービスの満足度………………………………………………………………………… 134 



Ⅰ 調査の概要 



1 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査目的 

 広く区民を対象として、定住意向といった経年調査事項のほか、テーマ別調査を継続的に行うことに

より、その時点での区民の行動や意識から区民のニーズを把握するとともに、その変遷をとらえ、施策

立案のための統計的・基礎資料とする。 

２ 調査の内容 

（１） 定住意向について 

（２） 生活環境の満足度について 

（３） 社会や地域との関わりについて 

（４） 中野駅周辺について 

（５） 日用品等の購入について 

（６） 公園・広場利用について 

（７） 地震災害への対策について 

（８） 男女平等について 

（９） 医療保険制度について 

（１０）区政情報の入手について 

（１１）外国の方との交流について 

（１２）施策への評価・要望について 

（１３）フェイスシート 

３ 調査の設計 

（１） 対象地域 中野区全域 

（２） 調査対象 中野区民で 20歳以上の男女個人 

（３） 標本数  2,000人 

（４） 抽出方法 層化二段無作為抽出法 

（５） 調査方法 郵送配布・郵送回収 

（６） 調査期間 平成 27年 9月 24日（木） ～ 平成 27年 10月 19日（月） 

（７） 調査機関 株式会社タイム・エージェント 
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４ 回収結果 

（１） 有効回収数  1,277（63.9％） 

５ 報告書の見方 

（１） 集計は、小数点第２位を四捨五入して算出した。したがって、百分比の合計が 100％に満たない、

または上回る場合がある。 

（２） 回答の比率（％）は、その設問の回答者数を基数として算出した。したがって、複数回答の設問

はすべて比率を合計すると 100％を超えることがある。 

（３） 本文やグラフ・数表上の選択肢表記は、場合によっては語句を簡略化してある。 

（４） 集計は、すべて単純集計、必要に応じて属性別クロス集計を行った。また、分析の必要に応じて

設問間クロス集計を行った。 

（５） 分析軸に使用した属性項目は、無回答を除いてあるため、各属性の件数の合計が全体件数と一致

しないことがある。また、設問間クロス集計についても、視点の明確化を図るため、必要選択肢

にのみしぼって使用している場合があるため同様となっている。 

（６） グラフに表記されている「ｎ＝＊」（＊は数字）は、対象の母数を表している。 

（７） 表中の網掛けは、全体の数値より 5ポイント以上高い値を表示しており、網掛けのみは 5ポイン

ト以上の場合、網掛け白抜きは 10ポイント以上の場合を表している。 

（８） 他の自治体等との比較は、設問や選択肢等が必ずしも完全に一致していないため、あくまで参考

である。 

（９） クロス集計において、回答対象者の属性毎のサンプル数が 30 を下回る場合には、参考値とみな

し該当属性に対するコメントは控え、比較対象から除外している。 
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Ⅱ 回答者の属性 

問２６ 性別 問２７ 年齢 

＊性・年代別 

問２８ 職業 

男性

(42.7%)

女性

(54.4%)

無回答

(2.9%)

=

n=1,277

20代
(12.0%)

30代
(17.1%)

40代
(19.0%)50代

(15.0%)

60代
(16.1%)

70代以上
(20.1%)

無回答
(0.8%)

=

n=1,277

11.9 

12.7 

17.6 

17.3 

20.6 

18.7 

15.4 

15.3 

18.5 

14.4 

16.0 

21.6 

0.0 

0.1 

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

【性別×年代】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 無回答

11.0 

4.2 

31.6 

6.8 

12.0 

1.7 

13.1 

15.7 

1.8 

2.1 

0 10 20 30 40

自営業

会社役員

常勤の勤め人（正社員）

常勤の勤め人（派遣・契約社員）

パート・臨時・アルバイト

学生

家事専業

無職

その他

無回答

(%)

n=1,277
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問２８－１ 通勤・勤務先（ベース：勤労者） 

問２９ 居住地 

8.6 

13.6 

65.2 

4.5 

4.8 

0.2 

2.2 

0.8 

0 10 20 30 40 50 60 70

自宅と同じ

中野区内

東京23区（中野区を除く）

23区以外の東京都

都外

その他

特に決まっていない

無回答

(%)

n=860

7.1 

6.3 

8.2 

8.1 

6.7 

8.0 

6.1 

5.6 

4.2 

2.0 

2.8 

3.8 

1.4 

6.4 

4.6 

4.2 

3.8 

5.1 

4.9 

0.8 

0 2 4 6 8 10

南台

弥生町

本町

中央

東中野

中野

上高田

新井

沼袋

松が丘

江原町

江古田

丸山

野方

大和町

若宮

白鷺

鷺宮

上鷺宮

無回答

(%)

n=1,277
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      問３０ 住居形態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      問３１ 同居人数          問３１－１同居者（ベース：同居人数２人以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ＊家族構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.3 

18.6 

1.8 

31.8 

1.8 

3.1 

1.1 

0.8 

0.8 

0 10 20 30 40 50

持家・一戸建て

持家・集合住宅

賃貸・一戸建て

賃貸・集合住宅

公団・公社・公営の住宅

社宅・寮

間借り

その他

無回答

(%)

n=1,277

1人（あなたのみ）
(23.3%)

2人
(30.2%)

3人
(22.7%)

4人
(15.7%)

5人以上
(7.6%)

無回答
(0.5%)

=

n=1,277

一人暮らし
(23.3%)

夫婦のみ
(21.4%)

親と子ども（二世

代家族）
(37.7%)

親と子どもと孫

（三世代家族）
(5.4%)

その他
(11.7%)

無回答
(0.5%)

=

n=1,277

71.9 

50.1 

17.1 

4.0 

1.6 

1.5 

0.8 

10.4 

1.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

配偶者（事実婚を含む）

子ども

両親

孫

祖父母

知人・友人

親戚

その他

無回答

(%)

n=973
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2015 年度  中野区区民意識・実態調査

中野区では、区民の皆様のお考えや日常の生活実態などをお伺いし、今後の区政 

運営の基礎資料にさせていただきたいと考えております。 

今回の調査は、20歳以上の区民の皆様２,０00人を対象に、「定住意向」「生活 

に関わるさまざまな事項」「施策への要望」などについてお伺いします。 

また、今回、あなた様にこの調査票をお送りしましたのは、中野区民の中から統 

計的手法によって無作為に選ばせていただいた結果です。お答えいただいた内容は 

統計的数値としてまとめますので、個人のお名前や回答内容が外部に漏れることは 

一切ありません。 

お忙しいところ恐縮ですが、この調査の趣旨をご理解いただき、ご協力ください 

ますようお願い申し上げます。 

平成２7年９月 

中野区長  田 中 大 輔 

①ご記入は、あて名のご本人にお願いいたします。

②お答えは、1つだけ回答していただくものと、複数（あてはまるものすべて）

回答していただくものなどがありますので、説明に従って回答してください。

また、○印は、番号を囲むようにつけてください。 例）

③お答えが「その他」にあてはまる場合は、

（ ）内にその内容を具体的に記入してください。 

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れ、 

10月19日（月）までに投函してください。

（お名前の記入は不要です） 

この調査についてのお問い合わせは、下記までお願いします。 

中野区 政策室 企画分野 政策情報担当 

電話 03－3228－8892（櫻井） 

※調査票右上の整理番号は、調査票が返送されたかどうかの確認や集計を匿名で行う 

ためのものです。 

ご記入にあたってのお願い 

1 

整理番号： 
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定住意向について 

【すべての方に伺います】 

問１．問１．中野区にお住まいになって何年になりますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=0.5 

 1 ．１年未満 6.3  ５ ．10年～20年未満 16.7 

 2 ．１～３年未満 10.2  ６ ．20年～30年未満 11.4 

 3 ．３～５年未満 7.2  ７ ．30年以上 36.9 

 4 ．５～10年未満 10.9 

問２．現在の中野区を住みよいと思いますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=0.5 

 1 ．とても住みよい 22.0  3 ．やや住みにくい 8.7 

 2 ．まあ住みよい 67.6  4 ．とても住みにくい 1.2 

問３．今後も引き続き中野区にお住まいになりますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=0.6 

 1 ．ずっと住み続けるつもり 32.7 

 2 ．今のところは住み続けるつもり 51.4 

 3 ．いずれ区外へ転出するつもり 7.8 

 4 ．近いうちに区外へ転出するつもり 1.9 

 ５ ．わからない 5.7 

【問３．で、「１．」～「２．」と回答した方に】 

問３-１．今後も中野区に住み続ける（住み続けたい）理由は何ですか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 1,073) NA=0.1 

 1 ．住み慣れているから 60.4  8 ．子育て・教育環境がよいから 3.0 

 2 ．家・土地を持っているから 54.7  9 ．地域の人間関係がよいから 12.8 

 3 ．家の広さなど居住環境がよいから 14.2  10 ．親族や友人・知人がいるから 20.1 

 4 ．家賃（地代）が手頃だから 5.7  11 ．自然や街並みがよいから 7.8 

 5 ．通勤・通学に便利だから  42.2  12 ．治安がよいから 14.5 

 ６ ．買い物や病院などの生活の便が  41.2  13 ．公共施設が充実しているから 4.6 

  よいから   14 ．まちが好きだから 14.2 

 7 ．仕事や商売の都合で 9.8  15 ．その他 2.9 

問 3-1 へ 

問 3-2、問 3-3へ 

→ 問 4へ 
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【問３．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問３-２．中野区から転出する理由は何ですか。（あてはままるものすべてに○） 

(n= 123) NA=1.6 

 1 ．自分の家・土地ではないから 39.0  8 ．子育て・教育環境がよくないから 12.2 

 2 ．就職や結婚のため 17.1  9 ．地域の人間関係がよくないから 3.3 

 3 ．家の広さなど居住環境がよくないから 22.8  10 ．親族や友人・知人がいないから 7.3 

 4 ．家賃（地代）が高いから 29.3  11 ．自然や街並みがよくないから 8.9 

 5 ．通勤・通学に不便だから  10.6  12 ．治安がよくないから 7.3 

６ ．買い物や病院などの生活の便が  10.6  13 ．公共施設が充実していないから 13.0 

   よくないから  14 ．まちが好きでないから 3.3 

 7 ．仕事や商売の都合で 22.8  15 ．その他 11.4 

【問３．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問３-３．転居予定先はどちらですか。（１つだけに○）(n= 123) NA=4.1 

 1 ．杉並区 4.9  7 ．近隣区以外の他区 6.5 

 2 ．世田谷区 3.3  8 ．都内市町村 4.9 

 3 ．練馬区 7.3  9 ．都外 26.0 

 4 ．新宿区 4.1  10 ．外国 2.4 

 5 ．渋谷区 1.6  11 ．決めていない 35.0 

 6 ．豊島区 0.0 



9 

生活環境の満足度について 

【すべての方に伺います】 

問４．ご自宅周辺の生活環境についてどのように感じていますか。（それぞれ１つずつに○） 

よ
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

よ
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

悪
い

悪
い

① 交通の便について 0.7 59.5 32.6 5.6 1.6 

② 買い物の便について 1.5 42.3 41.2 12.6 2.4 

③ 病院や医療機関の便について 2.0 31.9 49.2 15.1 1.9 

④ みどりの豊かさについて 2.0 12.5 44.6 31.2 9.9 

⑤ 公園や広場について 2.9 11.7 41.3 32.7 11.4 

⑥ 近所付き合いについて 3.0 10.3 54.0 24.9 7.9 

⑦ ご自身の住宅環境について 2.1 23.8 57.7 13.0 3.4 

⑧ 交通の安全性について 2.7 17.2 54.6 21.1 4.4 

⑨ 災害時の安全性について 3.5 8.6 53.2 26.5 8.1 

⑩ 風紀や治安について 3.0 14.3 62.2 17.9 2.7 

⑪ 景観や街並みについて 2.3 11.4 55.6 26.3 4.4 

⑫ 騒音や大気汚染について 2.4 10.4 51.9 28.1 7.1 

⑬ ごみ出しやリサイクルについて 2.2 20.1 59.8 14.3 3.6 

⑭ 住みやすさ全般について 1.3 22.6 67.0 7.8 1.3 

NA (全ての設問：n=1,277) 
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社会や地域との関わりについて 

 

【すべての方に伺います】 

 

問５．あなたの社会や地域との関わり（就労以外）について、お聞かせください。 

   ①あなたが過去に参加したことのある活動は何ですか。 

②最近１年間に、どのように社会や地域と関わってきましたか。 

③今後、どのような関わりを増やしていきたいですか。 

（それぞれについて、あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

（①②③全て n=1,277） ①NA=29.2 ②NA=42.8 ③NA=44.0 

①
過
去
に
参
加
し
た

こ
と
が
あ
る
活
動 

②
最
近
１
年
間
の 

 

社
会
や
地
域
と
の 

 

関
わ
り
方 

③
今
後
、
増
や
し
た

い
関
わ
り
方 

 1. 町会・自治会の活動 25.3 10.3 9.1 

 2. NPO・ボランティア活動（中野区内） 6.7 3.0 10.4 

  3. NPO・ボランティア活動（中野区外） 6.7 3.1 6.8 

 4. PTAや子ども会などの活動 20.4 8.0 6.0 

 5. 友愛クラブの活動 1.7 0.9 3.4 

  6. 学校・オープンスクール等の学習活動 9.2 4.8 9.0 

 7. 区民活動センター等を利用した趣味・文化・芸術活動 14.4 6.9 13.9 

 8. カルチャーセンター等を利用した趣味・文化・芸術活動 9.9 4.6 15.0 

 9. 民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動 18.7 11.7 17.1 

10. 友人等との個人的な集まり 31.9 26.2 22.8 

11. バーチャルなネットワーク等への参加（趣味・ゲーム等） 6.8 5.9 5.3 

12. ライン、ツイッター、フェイスブック等のSNSを利用した交流 14.5 13.1 9.8 

13. その他（                     ） 0.9 0.9 1.3 

14. 関わっていない・関わるつもりはない → 問7へ 11.7 15.7 12.7 

 

【問５．②で、「１．」～「３．」のいずれにも回答していない方に】 

問６．あなたは、町会・自治会活動やボランティア活動に参加したいと思いますか。 

  （１つだけに○）(n= 1,105) NA=31.9 

 1 ．はい    12.8  → 問6-1へ  2 ．いいえ    55.4 
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【問6．で、「１．はい」と回答した方に】 

問６-１．町会・自治会活動やボランティア活動に参加するためには、何が必要ですか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 176) NA=1.1 

 1 ．活動に参加する時間 61.4  4 ．運営者からの声掛け・お誘い 40.3 

 2 ．近隣に住んでいる人との交流 43.8  5 ．団体などの活動内容の情報 43.2 

 3 ．参加を呼びかけるイベントや説明会等 46.6  6 ．その他 4.0 

【問５．②で、「14．関わっていない・関わるつもりはない」と回答した方に】 

問７．その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）(n= 200) NA=4.0 

 1 ．活動する時間がない 50.5  4 ．参加したい活動や団体がない 21.0 

 2 ．参加するきっかけが得られない 25.5  5 ．興味・関心がない  38.0 

 3 ．情報がない 20.0  6 ．その他  9.0 

【問５．②で、「７．」～「８．」と回答した方に】 

問８．趣味・文化・芸術活動を行っている人に聞きます。 

あなたの活動の発表の場は、どこですか。（１つだけに○）(n= 113) NA=19.5 

 1 ．地域でのまつりやイベント 26.5  4 ．民間のホール等を借りて発表 6.2 

 2 ．福祉施設等でのイベント 2.7  5 ．発表はしない 31.0 

 3 ．公共のホール等を借りて発表 9.7  6 ．その他 4.4 
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中野駅周辺について 

【すべての方に伺います】 

問９．中野駅周辺に行くことはありますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=0.6 

 1 ．ほぼ毎日 13.9 

 2 ．週に３～５日 8.7 

 3 ．週に１～２日 16.9 

 4 ．月に１～２日程度 26.6 

 5 ．年に数回程度 19.8 

 6 ．ほとんど行かない 13.4 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９-１．その目的は何ですか。（あてはまるものすべてに○）(n= 1,098) NA=1.5 

 1 ．通勤・通学 19.5  8 ．習い事・塾 4.8 

 2 ．商用・用事 14.2  9 ．サークル活動 2.2 

 3 ．買い物 69.4  10 ．イベントに参加するため 3.9 

 4 ．飲食・喫茶 33.9  11 ．公園・広場を利用するため 8.4 

 5 ．区外へ出かけるため 23.0  12 ．銀行・郵便局・役所に行くため 35.8 

 6 ．医療機関へ行くため  15.5  13 ．その他 2.8 

 7 ．音楽・演劇鑑賞・スポーツをするため 9.7 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９-２．中野駅周辺に行く際、よく利用する交通手段は何ですか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 1,098) NA=2.6 

 1 ．徒歩 43.2  5 ．バイク 1.4 

 2 ．バス 48.9  6 ．自家用車 8.5 

 3 ．電車 16.4  7 ．タクシー 4.8 

 4 ．自転車 37.5  8 ．その他 0.3 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９-３．中野駅周辺を利用する際、不便や不快など不満に感じていますか。 

  （１つだけに○）(n= 1,098) NA=4.6 

 1 ．ある 45.3 

 2 ．特にない 46.3 

 3 ．わからない 3.8 

問 9-1、9-2、9-3へ 

→ 問 10 へ 

→ 問 9-4 へ 

→ 問 10 へ 

→ 問 10 へ 
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【問９-３．で、「１．ある」と回答した方に】 

問９-４．その不満の内容は何ですか。（あてはまるものすべてに○）(n= 497) NA=0.2 

 1 ．混雑していて歩きにくい 56.5 

 2 ．座れるところが少ない 20.7 

 3 ．駅の南北が行き来しづらい 30.6 

 4 ．自転車と歩行者が混在し危険を感じる 57.7 

 5 ．目的の場所から駐輪場が遠い 32.2 

 6 ．道路が狭い 35.2 

 7 ．衣料品や贈答品がある大型店舗が少ない 28.6 

 8 ．魅力的な商店が少ない 19.9 

 9 ．自転車マナーが悪い人がいる 36.4 

 10 ．歩きたばこや指定の喫煙所以外で喫煙する人がいる 21.7 

 11 ．その他 23.1 

 

日用品等の購入について 

 

【すべての方に伺います】 
 

問１０．日用品や食料品は、どこで買いますか。 

  （あてはまるもの３つまでに○）(n= 1,277) NA=0.9 

 1 ．大型ショッピングセンター 12.3 

 2 ．スーパー 88.8 

 3 ．コンビニエンスストア 42.5 

 4 ．ホームセンター 21.4 

 5 ．ドラッグストア 52.2 

 6 ．個人商店（商店街） 19.4 

 7 ．インターネットによる購買（通販） 17.0 

 ８ ．コンビニ、スーパー、生協等の宅配 15.0 

 ９ ．その他 0.9 

10 ．自分では日用品や食料品は買わない 2.2 

 

【問10．で、「６．個人商店（商店街）」と回答した方に】 

問１０-１．どの程度の頻度で行きますか。（１つだけに○）(n= 248) NA=0.8 

 1 ．ほぼ毎日 6.0  ４ ．月に１～２日程度 25.4 

 2 ．週に３～５日 18.1  5 ．年に数回程度 4.8 

 ３ ．週に１～２日 44.8   

問 11へ 

問 11へ 

→  問 10-1

へ 
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公園・広場利用について 

 

【すべての方に伺います】 

 

問１１．区内の公園や広場を利用していますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=2.0 

 1 ．ほぼ毎日 2.0 

 2 ．週に３～５日 3.9 

 3 ．週に１～２日 9.2 

 4 ．月に１～２日程度 12.5 

 5 ．年に数回程度 23.5 

 6 ．利用しない 46.8 

 

【問11．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問１１-１．現在の区内の公園や広場に満足していますか。 

  （１つだけに○）(n= 653) NA=1.4 

 1 ．非常に満足している 4.3  3 ．やや不満である 35.2 

 2 ．まあ満足している 46.1  4 ．非常に不満である 13.0 

 

【問11-１．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問１１-２．その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）(n= 315) NA=2.2 

 1 ．アクセスが悪いから 15.6  5 ．公園や広場の数が少ないから 54.0 

 2 ．公園や広場が狭いから 47.3  6 ．ペットを連れて入れないから 12.1 

 3 ．公園や広場がきれいではないから 27.9  7 ．ボール遊びができないから 22.9 

 4 ．公園や広場の治安が悪いから 10.8  8 ．その他 21.6 

 

 

問 11-1

へ 

→  問 12

へ 

問 12 へ 問 11-2 へ 
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地震災害への対策について 

【すべての方に伺います】 

問１２．地震災害に備えて家庭内で何か対策を行っていますか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 1,277) NA=1.5 

 1 ．食料の備蓄 45.9 → 問12-1へ 

 2 ．飲料水の備蓄 55.6 → 問12-2へ 

 3 ．簡易トイレの備蓄 17.0 

 4 ．家具類の転倒防止 29.7 

 5 ．消火器・救急セットなどの備え 22.9 

 6 ．バールやハンマーなどの救助用工具の備え 6.0 

 7 ．貴重品を持ち出す準備 14.0 

 8 ．風呂などへの水のため置き 15.4 

 9 ．救命救助の講習会への参加 5.1 

 10 ．地域の防災訓練への参加 4.8 

 11 ．避難方法・避難場所の確認 20.0 

 12 ．家庭での連絡方法などの話し合い 22.6 

 13 ．建物の補強 3.9 

 14 ．その他 1.2 

 15 ．特に行っていない 21.1 

【問12．で、「１．食料の備蓄」と回答した方に】 

問１２-１．備蓄の量はどのくらいありますか。（１つだけに○）(n= 586) NA=1.0 

 1 ．３日分以上 45.9  3 ．１日分 12.8 

 2 ．２日分 38.2 4 ．１食分 2.0 

【問12．で、「２．飲料水の備蓄」と回答した方に】 

問１２-２．備蓄の量はどのくらいありますか。（１つだけに○）(n= 710) NA=0.7 

 1 ．３リットル以上 75.5  3 ．１リットル以上２リットル未満 7.0 

 2 ．２リットル以上３リットル未満 14.9  4 ．１リットル未満 1.8 

問 13へ 
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【すべての方に伺います】 
 

問１３．いざというとき、お住まいの地域に頼れる人はいますか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 1,277) NA=1.3 

 1 ．同居の家族 42.9 

 2 ．近くに住んでいる家族 17.4 

 3 ．近くに住んでいる親戚 10.1 

 4 ．近くに住んでいる友人・知人 26.9 

 5 ．地域の民生委員・児童委員 1.6 

 6 ．町会・自治会の役員 4.4 

 7 ．その他 2.0 

 8 ．頼れる人はいない 27.1 

 

男女平等について 
 
【すべての方に伺います】 
 

問１４．次の各分野において、男女の地位は平等だと思いますか。 

（それぞれについて１つだけに○） 

 

 

女
性
が
優
遇 

や
や
女
性
が
優
遇 

平
等 

や
や
男
性
が
優
遇 

男
性
が
優
遇 

わ
か
ら
な
い 

 ① 家庭生活における男女の地位 3.1 4.1 11.7 38.7 20.4 9.2 12.8 

 ② 職場における男女の地位 7.9 1.5 4.6 25.4 25.4 21.6 13.6 

 ③ 学校教育の場における男女の地位 8.8 0.9 3.2 46.3 8.5 2.9 29.4 

 ④ 社会全体における男女の地位 5.4 1.3 4.4 15.7 37.4 23.6 12.1 

 

【問15．～問16．は、配偶者（事実婚を含む）のいる男性にのみ伺います】 

問１５．配偶者は家事以外の仕事を行っていますか。（１つだけに○）(n= 322) NA=1.2 

 1 ．自営業 9.3  ５ ．家事専業 21.7 

 2 ．常勤の勤め人（正社員） 22.4  ６ ．学生 0.0 

 3 ．常勤の勤め人（派遣・契約社員） 6.8  ７ ．無職 18.3 

 4 ．パート・臨時・アルバイト 20.2  

  

NA (全ての設問：n=1,277) 
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問１６．あなたは、家事に対してどのように関わっていますか。（１つだけに○） 

  (n= 322) NA=1.6 

 1 ．すべて自分が関わっている 4.3 

 2 ．相当程度自分が関わっている 9.9 

 3 ．配偶者（パートナー）と平等に分担している 10.9 

 4 ．ある程度家事に参加している 46.6 

 5 ．ほとんど家事はしない 26.7 

【問17．～問17-1．は、未就労の女性にのみ伺います】 

問１７．あなたは、就労を希望していますか。（１つだけに○）(n= 267) NA=31.1 

 1 ．はい 18.0  → 問17-1へ  2 ．いいえ 50.9 

問１７-１．就労しない理由は何ですか。（１つだけに○）(n= 48) NA=10.4 

 1 ．家事や子育てがあるため 47.9  4 ．資格等がないため 10.4 

 2 ．近所に就労先がないため 8.3  5 ．その他 18.8 

 3 ．希望する仕事がないため 4.2 

医療保険制度について 

【７４歳以下の方に伺います】 

問１８．国民健康保険のしくみ（手続き・保険料の納め方など）についてどの程度ご存知ですか。 

（１つだけに○）(n= 1,091) NA=4.7 

 1 ．よく知っている 8.3 3 ．一部知っているがわからない内容も多い 36.5 

 2 ．だいたい知っている 31.1 4 ．ほとんど知らない 19.4 

【７５歳以上の方に伺います】 

問１９．後期高齢者医療制度のしくみ（手続き・保険料の納め方など）についてどの程度ご存知で

すか。（１つだけに○）(n= 176) NA=5.7 

 1 ．よく知っている 8.0  3 ．一部知っているがわからない内容も多い 28.4 

 2 ．だいたい知っている 35.8  4 ．ほとんど知らない 22.2 
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区政情報の入手について 

 

【すべての方に伺います】 

 

問２０．あなたが必要とする中野区政の情報は得られていますか。（１つだけに○） 

  (n= 1,277) NA=1.3 

 1 ．得られている 34.4 

 2 ．あまり得られていない 33.0 

 3 ．全く得られていない 4.3 

 4 ．必要としていない 7.9 

 5 ．わからない 19.1 

 

【問20．で、「１．得られている」と回答した方に】 

問２０-１．あなたは区政の情報を主に何から得ていますか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n= 439) NA=0.9 

 1 ．区報 88.8  7 ．CATV（区の広報番組） 5.5 

 2 ．区議会だより 42.4  8 ．ナイセス 10.9 

 3 ．ホームページ 27.1  9 ．区の窓口 5.9 

 4 ．フェイスブック 1.1  10 ．電話での問い合わせ 7.5 

 5 ．ツイッター 0.7  11 ．人づて（家族・友人・知人） 10.5 

 6 ．街なかの掲示板 17.5  12 ．その他 2.1 

 

【問20．で、「２．」～「３．」と回答した方に】 

問２０-２．区政の情報を得られていない理由は何です。 

  （１つだけに○）(n= 477) NA=8.0 

 1 ．情報を収集する時間がない   29.1  3 ．情報は入手できても内容がわかりづらい  27.5 

 2 ．情報を得る手段がわからない  28.3  4 ．その他             7.1 

 

【すべての方に伺います】 
 

問２１．あなたは、区報やホームページ、フェイスブックなど区の広報活動を通して、区政を身近

に感じていますか。（１つだけに○）(n= 1,277) NA=1.3 

 1 ．とても身近に感じている 1.9 

 2 ．まあまあ身近に感じている 23.3 

 3 ．あまり身近に感じていない 39.0 

 4 ．まったく身近に感じていない 21.1 

 5 ．わからない 13.5 

問 20-2

へ 

問 21へ 

→ 問 20-1へへ 
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外国の方との交流について 

【すべての方に伺います】 

問２２．外国の方との交流はありますか。（あてはまるもの３つまでに○） 

問２３．また、交流の頻度はどのくらいですか。（それぞれについて１つだけに○） 

問22.交流の内容 

(n= 1,277) NA=27.3 

問23.交流の頻度 

(全ての設問：n= 235) 

１.

毎
日

２.

週
に
２
～
３
回

３.

月
に
１
～
２
回

４. 

年
数
回

５.

数
年
に
１
度

 1 ．近所づきあいがある 1.4 92.8 0.4 0.8 2.0 1.3 2.7 

 2 ．子どもが通う保育園や学校での交流がある 2.0 92.6 0.5 0.9 1.7 2.0 2.3 

 3 ．職場で交流がある 7.4 82.6 5.1 3.9 3.6 2.4 2.3 

 4 ．地域でのイベント等に参加している 0.1 96.0 0.1 0.0 0.3 0.9 2.7 

 5 ．趣味活動等を通した交流がある 2.1 92.3 0.2 0.5 1.8 2.0 3.2 

 6 ．外国の方を対象としたボランティアを行っている 0.4 95.8 0.1 0.1 0.7 0.5 2.7 

 7 ．個人的な友人がいて、交流している 6.3 83.2 1.3 0.9 3.8 6.8 3.8 

 8 ．メール等により外国の方との交流がある 3.8 88.9 1.8 1.0 2.3 3.1 2.8 

 9 ．その他 2.8 96.7 0.8 0.2 0.5 0.7 1.0 

 10 ．交流はない 54.3 

NA 



20 

施策への評価・要望について 

問２４．①中野区が特に力を入れていると感じていると評価できる施策を３つ以内で選び、番号を

下記□内に記入してください。②また、今後特に力を入れてほしい施策を３つ以内で選び、

第１位から第３位までの順位をつけて、それぞれの番号を下記□内に記入してください。 

施策名 評価 

(n= 1,277) NA=23.3 

要望【1～３位合算】 

(n= 1,277) NA=13.2 

要望【１位のみ】 

(n= 1,277) NA=13.2 

 １ ．平和・国際化 2.8 2.6 1.4 

 2 ．人権・男女共同参画 1.9 1.4 0.4 

 3 ．情報化（IT）の推進 2.7 2.4 0.9 

 4 ．産業振興 7.4 6.5 2.3 

 5 ．観光 4.2 2.4 0.5 

 ６ ．防災 10.8 25.7 13.5 

 ７ ．防犯 8.1 22.2 6.3 

 ８ ．地域・自治活動支援 6.5 1.9 0.2 

 9 ．消費者問題 1.2 2.3 0.2 

 10 ．学校教育 4.1 12.5 3.9 

 11 ．子育て支援 5.6 21.0 10.6 

 12 ．高齢者福祉 7.4 27.0 10.8 

 13 ．障害者福祉 3.7 6.0 1.7 

 14 ．健康推進 5.2 8.1 1.6 

 15 ．文化・スポーツ 6.4 7.0 2.0 

 16 ．低所得者支援（生活援護） 2.0 6.7 2.0 

 17 ．みどり・公園 11.1 17.8 4.5 

 18 ．ごみ・リサイクル 18.7 7.4 2.5 

 19 ．公衆衛生 1.7 4.6 0.9 

 20 ．駅前などの重点的まちづくり 31.3 13.2 5.3 

 21 ．住宅・まちづくり 4.9 10.4 2.2 

 22 ．道路・交通 12.5 15.6 4.1 

 23 ．区財政の健全化 1.3 11.1 3.5 

 24 ．その他 0.6 2.0 1.2 

 25 ．特にない 14.5 4.4 4.1 

※24. その他を選んだ場合は（ ）内に具体的内容をご記入下さい。

①中野区が特に力を入れていると感

じていると評価できる施策

②今後特に力を入れてほしい施策 第１位  第２位  第３位 

※上記の施策の番号（1～24、特にない場合 25）をご記入ください。 



21 

 

問２５．中野区の行政サービスに満足していますか（過去 1年間）。 

                   （それぞれについて１つだけに○） 

 

施策名 

 

 

 

非
常
に 

満
足
し
て
い
る 

ま
あ
満
足
し
て
い
る 

や
や
不
満
で
あ
る 

非
常
に
不
満
で
あ
る 

 １ ．平和・国際化 23.9 2.0 54.0 16.9 3.1 

 2 ．人権・男女共同参画 24.5 1.6 55.5 15.6 2.7 

 3 ．情報化（IT）の推進 24.2 2.1 50.3 19.5 3.9 

 4 ．産業振興 24.4 2.7 47.5 22.2 3.4 

 5 ．観光 23.6 2.4 44.0 25.2 4.7 

 ６ ．防災 20.4 3.9 45.5 24.7 5.5 

 ７ ．防犯 20.7 3.1 44.3 26.1 5.8 

 ８ ．地域・自治活動支援 24.1 2.8 50.5 19.7 2.9 

 9 ．消費者問題 25.6 1.4 44.9 23.9 4.2 

 10 ．学校教育 25.5 2.6 46.0 20.7 5.3 

 11 ．子育て支援 25.3 1.6 41.0 24.7 7.4 

 12 ．高齢者福祉 21.5 2.7 43.5 25.9 6.3 

 13 ．障害者福祉 24.7 3.0 46.7 21.1 4.5 

 14 ．健康推進 23.2 2.6 48.9 21.6 3.7 

 15 ．文化・スポーツ 24.3 3.4 48.8 19.7 3.9 

 16 ．低所得者支援（生活援護） 26.5 3.1 43.3 22.0 5.0 

 17 ．みどり・公園 18.6 5.6 38.1 26.4 11.2 

 18 ．ごみ・リサイクル 17.3 10.2 52.2 16.1 4.2 

 19 ．公衆衛生 21.9 3.8 49.3 20.7 4.3 

 20 ．駅前などの重点的まちづくり 19.4 9.2 43.4 20.3 7.8 

 21 ．住宅・まちづくり 21.5 3.8 43.9 24.4 6.4 

 22 ．道路・交通 19.0 4.2 40.9 25.8 10.1 

 23 ．区財政の健全化 24.0 1.6 40.6 25.8 8.1 

2４ ．その他 90.2 0.2 4.9 2.3 2.4 

(全ての設問：n=1,277) NA 
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あなたご自身についてお伺いします 

 

問２６．あなたの性別は、どちらですか。（1 つだけに○）(n=1,277) NA=2.9 

 

 1 ．男性                      42.7  2 ．女性                      54.4 

 

問２７．あなたの年齢は、次のどれにあてはまりますか。（1 つだけに○）(n=1,277) NA=0.8 

 

 1 ．20～24歳 4.8  9 ．60～64歳 7.1 

 2 ．25～29歳 7.2  10 ．65～69歳 9.0 

 3 ．30～34歳 9.2  11 ．70～74歳 6.3 

 4 ．35～39歳 7.8  12 ．75～79歳 5.2 

 5 ．40～44歳 10.6  13 ．80～84歳 4.6 

 6 ．45～49歳 8.4  14 ．85～89歳 3.0 

 7 ．50～54歳 9.2  15 ．90歳以上 0.9 

 8 ．55～59歳 5.8   

 

問２８．あなたのご職業は、次のどれにあてはまりますか。（1 つだけに○）(n=1,277) NA=2.1 

 

 1 ．自営業 11.0  7 ．家事専業 13.1 

 2 ．会社役員 4.2  8 ．無職 15.7 

 3 ．常勤の勤め人（正社員） 31.6  9 ．その他 1.8 

 4 ．常勤の勤め人（派遣・契約社員） 6.8   

 5 ．パート・臨時・アルバイト 12.0   

 6 ．学生 1.7  

 

【問28．で、「１．」～「６．」と回答した方に】 

問２８-１．勤務先または通学先は、どちらですか。（１つだけに○）(n=860) NA=0.8 

 1 ．自宅と同じ 8.6  5 ．都外 4.8 

 2 ．中野区内 13.6  6 ．その他 0.2 

 3 ．東京23区（中野区を除く） 65.2  7 ．特に決まっていない 2.2 

 4 ．23区以外の東京都 4.5   

 

 

問 28-１へ 

問 29へ 
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【すべての方に伺います】 

 

問２９．あなたのお住まいの地域は、どちらですか。（1 つだけに○）(n=1,277) NA=0.8 

 

 1 ．南台 7.1  11 ．江原町 2.8 

 2 ．弥生町 6.3  12 ．江古田 3.8 

 3 ．本町 8.2  13 ．丸山 1.4 

 4 ．中央 8.1  14 ．野方 6.4 

 5 ．東中野 6.7  15 ．大和町 4.6 

 6 ．中野 8.0  16 ．若宮 4.2 

 7 ．上高田 6.1  17 ．白鷺 3.8 

 8 ．新井 5.6  18 ．鷺宮 5.1 

 9 ．沼袋 4.2  19 ．上鷺宮 4.9 

 10 ．松が丘 2.0   

 

問３０．あなたのお住まいは、次のどれにあてはまりますか。（1 つだけに○）(n=1,277) NA=0.8 

 

 1 ．持家・一戸建て 40.3  5 ．公社・公営の住宅 1.8 

 2 ．持家・集合住宅 18.6  6 ．社宅・寮 3.1 

 3 ．賃貸・一戸建て 1.8  7 ．間借り 1.1 

 4 ．賃貸・集合住宅 31.8  8 ．その他 0.8 

 

問３１．現在、一緒にお住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。 

  （1 つだけに○）(n=1,277) NA=0.5 

 1 ．１人（あなたのみ） 23.3 

 2 ．２人 30.2 

 3 ．３人 22.7 

 4 ．４人 15.7 

 5 ．５人以上 7.6 

 

【問31．で、「２．」～「５．」と回答した方に】 

問３１-１．あなたの同居者は、次のどれにあてはまりますか。 

  （あてはまるものすべてに○）(n=973) NA=1.4 

 1 ．配偶者（事実婚を含む） 71.9  5 ．両親 17.1 

 2 ．子ども 50.1  6 ．親戚 0.8 

 3 ．孫 4.0  7 ．知人・友人 1.5 

 4 ．祖父母 1.6  8 ．その他 10.4 

  

問 31-1 へ 
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ご協力ありがとうございました。アンケートは以上です。 

お名前、ご住所等は記入不要です。同封の返信用封筒に入れて、切手を貼

らずに投函してください。 

なお、本調査の結果につきましては、なかの区報と中野区ホームページで

３月頃に公表する予定です。概要版をご希望の方は、表紙に記載のお問い合

わせ先までご連絡ください。 

ご協力 

ありがとう 

ございまし



Ⅳ 結果と分析 
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１ 定住意向について 

（１）居住年数 

「30年以上」住んでいる人が３割半ば 

問１．中野区にお住まいになって何年になりますか。（１つだけに○） 

 住居年数を聞いたところ、「30年以上」（36.9%）が最も高く、次いで「10年～20年未満」（16.7%）、「20

～30年未満」（11.4％）、「５～10年未満」（10.9％）、「１年～３年未満」（10.2％）となっている。 

＜参考＞居住年数について、前回調査との比較 

2015 年：n=1,277 2014 年：n=1,249 

6.3 

10.2 

7.2 

10.9 

16.7 

11.4 

36.9 

0.5 

0 10 20 30 40

1年未満

1年～3年未満

3年～5年未満

5年～10年未満

10年～20年未満

20年～30年未満

30年以上

無回答

(%)

n=1,277

５年未満

23.7

24.9

５年～

１０年未満

10.9

10.1

１０年～

２０年未満

16.7

18.8

２０年～

３０年未満

11.4

11.3

３０年以上

36.9

34.3

無回答

0.5

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2015年

2014年
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性別でみると、「30年以上」では、男性より女性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「１年～３年未満」では 20 代、「５年～10 年未満」では 30 代、「10 年～20 年未満」

では 40代が最も高く、「30 年以上」では 60代、70代以上で高くなっている。 

（％）
１
年
未
満

１
～

３
年
未
満

３
～

５
年
未
満

５
～

1
0
年
未
満

1
0
年
～

2
0
年
未
満

2
0
年
～

3
0
年
未
満

3
0
年
以
上

無
回
答

6.3 10.2 7.2 10.9 16.7 11.4 36.9 0.5

　男性　(n=545) 6.8 12.1 7.5 10.3 18.5 11.0 33.6 0.2

　女性　(n=695) 5.9 9.2 7.3 11.9 15.3 12.2 37.7 0.4

　20代　(n=153) 15.7 30.1 14.4 8.5 7.2 24.2 0.0 0.0

　30代　(n=218) 15.1 21.1 13.8 24.3 9.2 6.9 9.6 0.0

　40代　(n=242) 4.1 9.5 9.1 17.8 32.2 6.2 20.7 0.4

　50代　(n=191) 2.6 5.8 5.2 8.9 25.1 19.4 32.5 0.5

　60代　(n=206) 2.9 1.0 1.9 3.9 17.0 13.6 59.7 0.0

　70代以上　(n=257) 0.4 0.8 1.6 1.9 7.4 5.4 80.9 1.6

　全体　(n=1,277)

年
代
別

性
別
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 居住地域別でみると、「30 年以上」では弥生町が最も高く、東中野、中野が最も低い。また、「10年～

20 年未満」では上鷺宮が他の地域より高くなっている。 

（％）

１

年

未

満

１
～

３

年

未

満

３
～

５

年

未

満

５
～

1

0

年

未

満

1

0

年
～

2

0

年

未

満

2

0

年
～

3

0

年

未

満

3

0

年

以

上

無

回

答

6.3 10.2 7.2 10.9 16.7 11.4 36.9 0.5

　南台　(n= 91) 4.4 6.6 6.6 9.9 16.5 12.1 44.0 0.0

　弥生町　(n= 80) 5.0 13.8 6.3 8.8 7.5 12.5 46.3 0.0

　本町　(n=105) 5.7 15.2 8.6 14.3 15.2 8.6 32.4 0.0

　中央　(n=104) 1.9 18.3 8.7 8.7 16.3 8.7 36.5 1.0

　東中野　(n= 85) 12.9 8.2 12.9 8.2 17.6 10.6 29.4 0.0

　中野　(n=102) 7.8 8.8 8.8 12.7 17.6 12.7 29.4 2.0

　上高田　(n= 78) 5.1 5.1 6.4 10.3 20.5 7.7 43.6 1.3

　新井　(n= 71) 9.9 19.7 5.6 8.5 11.3 11.3 33.8 0.0

　沼袋　(n= 54) 3.7 5.6 3.7 14.8 16.7 11.1 42.6 1.9

　松が丘　(n= 25) 4.0 4.0 8.0 4.0 24.0 24.0 32.0 0.0

　江原町　(n= 36) 2.8 8.3 2.8 11.1 16.7 19.4 38.9 0.0

　江古田　(n= 48) 4.2 10.4 8.3 16.7 12.5 8.3 39.6 0.0

　丸山　(n= 18) 0.0 5.6 11.1 5.6 16.7 11.1 50.0 0.0

　野方　(n= 82) 6.1 9.8 9.8 9.8 19.5 12.2 32.9 0.0

　大和町　(n= 59) 6.8 8.5 5.1 15.3 20.3 8.5 35.6 0.0

　若宮　(n= 54) 3.7 9.3 7.4 7.4 18.5 11.1 42.6 0.0

　白鷺　(n= 48) 4.2 4.2 10.4 18.8 18.8 10.4 33.3 0.0

　鷺宮　(n= 65) 6.2 7.7 3.1 13.8 18.5 13.8 35.4 1.5

　上鷺宮　(n= 62) 17.7 6.5 1.6 6.5 16.1 17.7 33.9 0.0

居

住

地

域

別

　全体　(n=1,277)
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（２）住みやすさ 

《住みやすい》（「とても住みよい」「まあ住みよい」）と感じている人が約９割 

問２．現在の中野区を住みよいと思いますか。（１つだけに○） 

 住みやすさを聞いたところ、「まあ住みよい」（67.6％）が最も高く、次いで「とても住みよい」（22.0％）

となっている。「まあ住みよい」と「とても住みよい」を合わせた《住みやすい》（89.6％）は約９割と

高くなっている。 

とても住みよい
(22.0%)

まあ住みよい
(67.6%)

やや住みにくい
(8.7%)

とても住みにくい
(1.2%)

無回答
(0.5%)

=

n=1,277
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性別でみると、《住みやすい》では女性よりも男性の方が高い。 

 年代別で見ると、《住みやすい》では 20代が最も高くなっている。一方、「やや住みにくい」と「とて

も住みにくい」を合わせた《住みにくい》では 40代が他の年代と比べて高くなっている。 

22.0 

22.8 

21.7 

29.4 

19.3 

21.5 

21.5 

19.9 

22.2 

67.6 

69.0 

66.5 

66.0 

69.7 

65.3 

66.5 

69.4 

68.5 

8.7 

7.3 

9.8 

3.9 

10.1 

11.2 

9.9 

10.2 

6.2 

1.2 

0.7 

1.3 

0.7 

0.5 

1.2 

1.6 

0.5 

1.9 

0.5 

0.2 

0.7 

0.0 

0.5 

0.8 

0.5 

0.0 

1.2 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

とても住みよい まあ住みよい やや住みにくい とても住みにくい 無回答



30 

 居住地域別でみると、《住みやすい》では江原町、野方、大和町で高い。また、「とても住みよい」で

は中野が最も高く、「まあ住みよい」では南台が最も高い。「やや住みにくい」では白鷺が他の地域と比

べて高くなっている。 

22.0 

8.8 

17.5 

28.6 

21.2 

22.4 

32.4 

25.6 

28.2 

22.2 

20.0 

22.2 

16.7 

22.2 

29.3 

25.4 

13.0 

16.7 

21.5 

12.9 

67.6 

82.4 

71.3 

61.0 

66.3 

68.2 

58.8 

62.8 

63.4 

68.5 

68.0 

72.2 

66.7 

77.8 

64.6 

67.8 

77.8 

60.4 

66.2 

72.6 

8.7 

6.6 

8.8 

10.5 

9.6 

9.4 

5.9 

9.0 

7.0 

5.6 

12.0 

5.6 

10.4 

0.0 

6.1 

5.1 

9.3 

18.8 

12.3 

12.9 

1.2 

2.2 

2.5 

0.0 

1.9 

0.0 

1.0 

1.3 

0.0 

3.7 

0.0 

0.0 

4.2 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

2.1 

0.0 

1.6 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

2.0 

1.3 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

0.0 

0.0

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

とても住みよい まあ住みよい やや住みにくい とても住みにくい 無回答
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（３）定住・転出意向 

《定住意向》（「ずっと住み続けるつもり」「今のところは住み続けるつもり」）が８割半ば 

問３．今後も引き続き中野区にお住まいになりますか。（１つだけに○） 

 定住意向を聞いたところ、「ずっと住み続けるつもり」（32.7%）、「今のところは住み続けるつもり」

（51.4%）を合わせた《定住意向》は８割半ばとなっている。一方、「いずれ区外へ転出するつもり」（7.8％）、

「近いうちに区外へ転出するつもり」（1.9％）を合わせた《転出意向》は約 1 割となっている。 

定住・転出意向の推移をみると、《定住意向》は 2009 年から増加傾向にあり、今回は 84.1%となってい

る。また、《転出意向》は 2014 年より減少している。 

 

ずっと住み続ける

つもり
32.7%

今のところは住み

続けるつもり
51.4%

いずれ区外へ転出

するつもり
7.8%

近いうちに区外へ

転出するつもり
1.9%

わからない
5.7% 無回答

0.6%

=

n=1,277

84.183.481.7
78.475.475.178.1

32.731.529.829.732.832.5
35.7

9.710.49.412.013.913.210.1

0

20

40

60

80

100

2015201420132011200920082007

《定住意向》 ずっと住み続けるつもり 《転出意向》
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＜参考＞定住意向について、各自治体との比較 

＊世田谷区の選択肢は「住みたいと思う」「あまり住みたいとは思わない」「住みたくない」「どちらともいえない」のみ。 

＊出典：第 47 回 杉並区区民意向調査 区政に関する意識と実態（要約版）（郵送留置、訪問回収、n=1,158） 

世田谷区区民意識調査 2015（概要版）（郵送調査、n=2,388） 

平成 26 年度 新宿区区民意識調査（郵送調査、n=1,309） 

平成 27 年 第 45 回 中央区政世論調査（郵送調査、n=1,027） 

住み続けたい

32.7

57.8

80.9

38.9

55.9

当分の間は

住み続けたい

51.4

27.3

43.5

30.8

できれば

転居したい

7.8

2.4

3.5

6.5

1.7

転居する

つもり

1.9

2.8

0.5

0.6

0.4

わからない

5.7

9.0

13.9

7.3

11.1

無回答

0.6

0.8

1.3

3.2

0.2

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

中野区

杉並区

世田谷区

新宿区

中央区
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 性別でみると、「いずれ区外へ転出するつもり」では女性より男性で高い。 

 年代別で見ると、「ずっと住み続けるつもり」では年代が上がるにつれて高くなり、70代以上で 

は６割強と最も高く、「今のところは住み続けるつもり」より高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.7 

31.9 

32.7 

5.2 

16.1 

25.2 

29.3 

46.6 

61.1 

51.4 

50.1 

52.7 

65.4 

54.6 

60.3 

59.7 

44.2 

31.9 

7.8 

9.7 

6.5 

15.7 

17.0 

6.2 

6.3 

3.4 

1.6 

1.9 

2.2 

1.7 

5.2 

2.8 

1.7 

2.1 

0.5 

0.4 

5.7 

5.7 

5.8 

8.5 

8.7 

6.2 

2.1 

5.3 

3.5 

0.6 

0.4 

0.7 

0.0 

0.9 

0.4 

0.5 

0.0 

1.6 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

ずっと住み続けるつもり 今のところは住み続けるつもり
いずれ区外へ転出するつもり 近いうちに区外へ転出するつもり
わからない 無回答
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 居住地域別でみると、《定住派》では上鷺宮が最も高い。「ずっと住み続けるつもり」では、沼袋、江

原町が同率で最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.7 

38.5 

33.8 

33.3 

29.8 

24.7 

32.4 

37.2 

36.6 

38.9 

32.0 

38.9 

22.9 

33.3 

30.5 

30.5 

29.6 

31.3 

33.8 

33.9 

51.4 

46.2 

45.0 

49.5 

53.8 

57.6 

50.0 

47.4 

46.5 

46.3 

56.0 

50.0 

56.3 

61.1 

59.8 

50.8 

55.6 

45.8 

53.8 

58.1 

7.8 

9.9 

8.8 

9.5 

3.8 

10.6 

10.8 

6.4 

11.3 

11.1 

4.0 

2.8 

8.3 

0.0

3.7 

10.2 

3.7 

10.4 

7.7 

1.6 

1.9 

2.2 

1.3 

1.0 

1.0 

3.5 

2.9 

1.3 

1.4 

1.9 

0.0 

0.0 

2.1 

5.6 

1.2 

1.7 

3.7 

4.2 

1.5 

0.0 

5.7 

3.3 

11.3 

5.7 

8.7 

3.5 

2.0 

5.1 

4.2 

1.9 

8.0 

8.3 

10.4 

0.0 

4.9 

6.8 

7.4 

8.3 

3.1 

6.5 

0.6 

0.0 

0.0 

1.0 

2.9 

0.0 

2.0 

2.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

ずっと住み続けるつもり 今のところは住み続けるつもり

いずれ区外へ転出するつもり 近いうちに区外へ転出するつもり

わからない 無回答
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 居住形態別でみると、「ずっと住み続けるつもり」では持家が賃貸と比べて非常に高くなっている。 

 家族形態別でみると、「ずっと住み続けるつもり」では三世代家族が他の家族形態に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.7 

48.1 

9.6 

13.8 

22.2 

34.8 

35.9 

59.4 

26.8 

51.4 

45.5 

62.0 

48.3 

58.6 

47.6 

51.9 

37.7 

48.3 

7.8 

2.1 

14.5 

24.1 

10.1 

6.2 

7.1 

1.4 

11.4 

1.9 

0.5 

4.0 

3.4 

2.4 

3.3 

0.6 

1.4 

2.7 

5.7 

3.3 

8.9 

10.3 

5.7 

7.7 

4.1 

0.0 

9.4 

0.6 

0.4 

1.2 

0.0 

1.0 

0.4 

0.4 

0.0 

1.3 

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

全体 (n=1,277）

【居住形態別】

持家 (n=751）

賃貸 (n=429）

その他 (n=87）

【家族形態別】

ひとり暮らし (n=297）

夫婦のみ（事実婚を含む）

(n=273）

親と子ども（二世代家族）

(n=482）

親と子どもと孫（三世代家族）

(n=69）

その他 (n=149）

ずっと住み続けるつもり 今のところは住み続けるつもり

いずれ区外へ転出するつもり 近いうちに区外へ転出するつもり

わからない 無回答
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（４）定住理由 

「住み慣れているから」「家・土地を持っているから」が半数を超える 

【問３．で、「１．」～「２．」と回答した方に】 

問３‐１．今後も中野区に住み続ける（住み続けたい）理由は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

定住を考えている人に定住理由（複数回答）を聞いたところ、「住み慣れているから」（60.4%）が最も

高く、次いで「家・土地を持っているから」（54.7%）、「通勤・通学に便利だから」（42.2%）、「買い物や

病院などの生活の便がよいから」（41.2%）となっている。 

60.4 

54.7 

42.2 

41.2 

20.1 

14.5 

14.2 

14.2 

12.8 

9.8 

7.8 

5.7 

4.6 

3.0 

2.9 

0.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

住み慣れているから

家・土地を持っているから

通勤・通学に便利だから

買い物や病院などの生活の便がよいから

親族や友人・知人がいるから

治安がよいから

家の広さなど居住環境がよいから

まちが好きだから

地域の人間関係がよいから

仕事や商売の都合で

自然や街並みがよいから

家賃（地代）が手頃だから

公共施設が充実しているから

子育て・教育環境がよいから

その他

無回答

(%)

n=1,073
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 性別でみると、「通勤・通学に便利だから」、「まちが好きだから」、「仕事や商売の都合で」、「自然や街

並みがよいから」、「家賃（地代）が手頃だから」では女性より男性の方が高い。 

 年代別でみると、「通勤・通学に便利だから」では 20代、30代、40代で高く、「住み慣れているから」

では 50代、60代、70代以上で高くなっている。 

（％）
住
み
慣
れ
て
い
る
か
ら

家
・
土
地
を
持

っ
て
い
る

か
ら

通
勤
・
通
学
に
便
利
だ
か

ら 買
い
物
や
病
院
な
ど
の
生

活
の
便
が
よ
い
か
ら

親
族
や
友
人
・
知
人
が
い

る
か
ら

治
安
が
よ
い
か
ら

家
の
広
さ
な
ど
居
住
環
境

が
よ
い
か
ら

ま
ち
が
好
き
だ
か
ら

地
域
の
人
間
関
係
が
よ
い

か
ら

仕
事
や
商
売
の
都
合
で

自
然
や
街
並
み
が
よ
い
か

ら 家
賃

（
地
代

）
が
手
頃
だ

か
ら

公
共
施
設
が
充
実
し
て
い

る
か
ら

子
育
て
・
教
育
環
境
が
よ

い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

60.4 54.7 42.2 41.2 20.1 14.5 14.2 14.2 12.8 9.8 7.8 5.7 4.6 3.0 2.9 0.1

　男性　(n=447) 60.2 53.7 48.1 41.2 19.5 14.1 13.4 15.7 11.0 10.5 8.1 6.5 3.8 2.9 1.1 0.2

　女性　(n=593) 60.7 55.6 38.6 41.5 20.9 15.2 15.0 13.3 13.7 8.9 7.9 5.1 4.9 2.9 4.4 0.0

　20代　(n= 108) 50.9 19.4 60.2 43.5 16.7 15.7 12.0 21.3 0.9 10.2 4.6 15.7 0.9 1.9 1.9 0.0

　30代　(n=154) 42.9 40.9 55.8 34.4 16.2 10.4 14.3 16.9 9.1 12.3 9.7 10.4 3.9 5.8 1.3 0.0

　40代　(n=207) 54.1 52.7 56.0 31.4 21.3 9.2 7.2 12.1 6.8 7.7 7.7 3.9 3.4 2.4 3.4 0.0

　50代　(n=170) 61.2 59.4 57.1 41.2 23.5 11.2 15.3 10.6 16.5 13.5 7.1 2.9 1.8 3.5 1.8 0.6

　60代　(n=187) 68.4 67.4 25.7 44.4 19.8 16.0 16.0 13.4 15.0 9.1 7.5 2.7 3.2 1.6 2.1 0.0

　70代以上　(n=239) 74.1 68.2 15.5 49.8 20.9 22.6 19.2 13.8 20.9 7.5 9.2 3.8 10.0 2.5 5.4 0.0

　全体　(n=1,073)

性
別

年
代
別
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 地域別でみると、「家・土地を持っているから」では上鷺宮が最も高い。「住み慣れているから」では

大和町が最も高くなっている。「通勤・通学に便利だから」では東中野が最も高く、次いで中央、中野と

なっている。 

（％）

住

み
慣

れ
て

い
る

か
ら

家

・
土

地
を

持

っ
て
い

る

か

ら

通

勤
・

通
学

に
便

利
だ

か

ら 買

い
物

や
病

院
な

ど
の

生

活

の
便

が
よ

い
か

ら

親

族
や

友
人

・
知

人
が

い

る

か
ら

治

安
が

よ
い

か
ら

家

の
広

さ
な

ど
居

住
環

境

が

よ
い

か
ら

ま

ち
が

好
き

だ
か

ら

地

域
の

人
間

関
係

が
よ

い

か

ら

仕

事
や

商
売

の
都

合
で

自

然
や

街
並

み
が

よ
い

か

ら 家

賃

（
地
代

）
が

手
頃

だ

か

ら

公

共
施

設
が

充
実

し
て

い

る

か
ら

子

育
て

・
教

育
環

境
が

よ

い

か
ら

そ

の
他

無
回

答

60.4 54.7 42.2 41.2 20.1 14.5 14.2 14.2 12.8 9.8 7.8 5.7 4.6 3.0 2.9 0.1

　南台　(n= 77) 70.1 55.8 36.4 39.0 18.2 19.5 11.7 7.8 10.4 16.9 2.6 9.1 3.9 1.3 2.6 0.0

　弥生町　(n= 63) 60.3 38.1 42.9 33.3 25.4 12.7 17.5 11.1 19.0 4.8 4.8 4.8 7.9 3.2 6.3 0.0

　本町　(n= 87) 66.7 48.3 46.0 39.1 24.1 18.4 17.2 9.2 12.6 10.3 4.6 6.9 3.4 2.3 1.1 1.1

　中央　(n= 87) 54.0 59.8 55.2 48.3 14.9 13.8 13.8 8.0 10.3 10.3 3.4 2.3 3.4 4.6 3.4 0.0

　東中野　(n= 70) 51.4 55.7 58.6 51.4 14.3 12.9 18.6 15.7 12.9 7.1 8.6 2.9 2.9 1.4 2.9 0.0

　中野　(n= 84) 56.0 48.8 52.4 51.2 20.2 7.1 11.9 22.6 9.5 14.3 4.8 7.1 7.1 1.2 2.4 0.0

　上高田　(n= 66) 57.6 56.1 33.3 36.4 7.6 6.1 4.5 15.2 6.1 6.1 6.1 4.5 1.5 1.5 1.5 0.0

　新井　(n= 59) 55.9 52.5 50.8 50.8 22.0 15.3 11.9 23.7 8.5 15.3 15.3 3.4 8.5 0.0 6.8 0.0

　沼袋　(n= 46) 60.9 54.3 47.8 41.3 23.9 19.6 17.4 23.9 13.0 10.9 10.9 10.9 4.3 0.0 0.0 0.0

　松が丘　(n= 22) 59.1 63.6 36.4 22.7 27.3 22.7 18.2 13.6 18.2 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0

　江原町　(n= 32) 68.8 62.5 34.4 37.5 25.0 25.0 28.1 9.4 25.0 6.3 15.6 9.4 3.1 3.1 3.1 0.0

　江古田　(n= 38) 65.8 42.1 31.6 31.6 23.7 7.9 10.5 18.4 5.3 13.2 10.5 5.3 2.6 2.6 0.0 0.0

　丸山　(n= 17) 82.4 76.5 23.5 47.1 23.5 23.5 5.9 17.6 29.4 11.8 0.0 5.9 5.9 5.9 0.0 0.0

　野方　(n= 74) 54.1 51.4 45.9 44.6 16.2 17.6 12.2 24.3 9.5 9.5 8.1 2.7 8.1 5.4 5.4 0.0

　大和町　(n= 48) 75.0 50.0 43.8 52.1 29.2 14.6 12.5 12.5 27.1 6.3 10.4 2.1 8.3 4.2 0.0 0.0

　若宮　(n= 46) 63.0 63.0 26.1 32.6 21.7 10.9 17.4 13.0 10.9 13.0 6.5 8.7 2.2 2.2 4.3 0.0

　白鷺　(n= 37) 45.9 56.8 24.3 32.4 18.9 18.9 8.1 8.1 10.8 16.2 5.4 10.8 5.4 5.4 0.0 0.0

　鷺宮　(n= 57) 70.2 54.4 36.8 40.4 21.1 17.5 19.3 10.5 15.8 3.5 10.5 8.8 0.0 5.3 3.5 0.0

　上鷺宮　(n= 57) 50.9 73.7 28.1 26.3 21.1 7.0 15.8 5.3 12.3 5.3 14.0 5.3 3.5 8.8 3.5 0.0

　全体　(n=1,073)

居
住

地
域

別
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（５）転出理由 

「自分の家・土地でないから」が約４割 

【問３．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問３‐２．中野区から転出する理由は何ですか。（１つだけに○） 

 転出を考えている人に転出理由（複数回答）を聞いたところ、「自分の家・土地でないから」（39.0%）

が最も高く、次いで「家賃（地代）が高いから」（29.3%）、「家の広さなど居住環境がよくないから」、「仕

事や商売の都合で」（同率 22.8%）となっている。 

39.0 

29.3 

22.8 

22.8 

17.1 

13.0 

12.2 

10.6 

10.6 

8.9 

7.3 

7.3 

3.3 

3.3 

11.4 

1.6 

0 10 20 30 40 50

自分の家・土地ではないから

家賃（地代）が高いから

家の広さなど居住環境がよくないから

仕事や商売の都合で

就職や結婚のため

公共施設が充実していないから

子育て・教育環境がよくないから

通勤・通学に不便だから

買い物や病院などの生活の便がよくないから

自然や街並みがよくないから

親族や友人・知人がいないから

治安がよくないから

地域の人間関係がよくないから

まちが好きでないから

その他

無回答

(%)

n=123
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 性別でみると、「仕事や商売の都合で」では男性と比べて女性が約半数となっている。一方、「買い物

や病院などの生活の便がよくないから」、「自分の家・土地ではないから」では男性より女性の方が高く

なっている。 

（％）

自

分

の
家

・

土
地

で

は

な

い

か

ら

家

賃

（
地

代

）
が

高

い

か

ら 家

の

広
さ

な

ど
居

住

環

境

が

よ

く
な

い

か
ら

仕

事

や
商

売

の
都

合

で

就

職

や
結

婚

の
た

め

公

共

施
設

が

充
実

し

て

い

な

い

か
ら

子

育

て
・

教

育
環

境

が

よ

く

な

い
か

ら

通

勤

・
通

学

に
不

便

だ

か

ら 買

い

物
や

病

院
な

ど

の

生

活

の

便
が

よ

く
な

い

か

ら

自

然

や
街

並

み
が

よ

く

な

い

か

ら

親

族

や
友

人

・
知

人

が

い

な

い

か
ら

治

安

が
よ

く

な
い

か

ら

地

域

の
人

間

関
係

が

よ

く

な

い

か
ら

ま

ち

が
好

き

で
な

い

か

ら

そ

の

他

無

回
答

39.0 29.3 22.8 22.8 17.1 13.0 12.2 10.6 10.6 8.9 7.3 7.3 3.3 3.3 11.4 1.6

　男性　(n= 65) 35.4 29.2 23.1 30.8 21.5 10.8 9.2 7.7 6.2 7.7 4.6 6.2 4.6 4.6 9.2 1.5

　女性　(n= 57) 43.9 28.1 22.8 14.0 12.3 15.8 15.8 14.0 15.8 10.5 10.5 8.8 1.8 1.8 14.0 1.8

　全体　(n=123)

性

別



41 

（６）転出予定先 

「決めていない」が３割半ば、決めている人では「都外」が２割半ば 

【問３．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問３‐３．転居予定先はどちらですか。（１つだけに○） 

 転出を考えている人に転出先を聞いたところ、「決めていない」（35.0%）が最も高く、次いで「都外」

（26.0%）、「練馬区」（7.3%）となっている。 

4.9 

3.3 

7.3 

4.1 

1.6 

0.0 

6.5 

4.9 

26.0 

2.4 

35.0 

4.1 

0 10 20 30 40

杉並区

世田谷区

練馬区

新宿区

渋谷区

豊島区

近隣区以外の他区

都内市町村

都外

外国

決めていない

無回答

(%)

n=123
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２ 生活環境の満足度について 

「交通の便について」が９割強で最も満足が高い 

問４．ご自宅周辺の生活環境についてどのように感じていますか。（それぞれ１つずつに○） 

＊平均は、選択肢「よい」は４点、「どちらかといえばよい」を３点、「どちらかといえば悪い」を２点、「悪い」を１点として、評価

点を算出している。 

自宅周辺の生活環境についてどのように感じるか 14 項目にわたり聞いたところ、「よい」と「どちら

かといえばよい」を合わせた《よい評価》では「①交通の便」（92.1%）と最も高く、次いで、「⑭住みや

すさ全般について」（89.6%）、「②買い物の便について」（83.5%）となっている。一方、どちらかといえ

ば悪い」と「悪い」を合わせた《悪い評価》では「⑤公園や広場について」（44.1%）が最も高く、次い

で、「④みどりの豊かさについて」（41.1%）、「⑫騒音や大気汚染について」（35.2%）となっている。 

59.5 

42.3 

31.9 

12.5 

11.7 

10.3 

23.8 

17.2 

8.6 

14.3 

11.4 

10.4 

20.1 

22.6 

32.6 

41.2 

49.2 

44.6 

41.3 

54.0 

57.7 

54.6 

53.2 

62.2 

55.6 

51.9 

59.8 

67.0 

5.6 

12.6 

15.1 

31.2 

32.7 

24.9 

13.0 

21.1 

26.5 

17.9 

26.3 

28.1 

14.3 

7.8 

1.6 

2.4 

1.9 

9.9 

11.4 

7.9 

3.4 

4.4 

8.1 

2.7 

4.4 

7.1 

3.6 

1.3 

0.7 

1.5 

2.0 

2.0 

2.9 

3.0 

2.1 

2.7 

3.5 

3.0 

2.3 

2.4 

2.2 

1.3 

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

①交通の便について

【3.51】

②買い物の便について

【3.25】

③病院や医療機関の便について

【3.13】

④みどりの豊かさについて

【2.61】

⑤公園や広場について

【2.55】

⑥近所付き合いについて

【2.69】

⑦ご自身の住宅環境について

【3.04】

⑧交通の安全性について

【2.87】

⑨災害時の安全性について

【2.65】

⑩風紀や治安について

【2.91】

⑪景観や街並みについて

【2.76】

⑫騒音や大気汚染について

【2.67】

⑬ごみ出しやリサイクルについて

【2.99】

⑭住みやすさ全般について

【3.12】

よい どちらかといえばよい どちらかといえば悪い 悪い 無回答

n=1,277
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 生活環境の満足度を過去の調査結果（2011年、2013 年、2014年）と比較すると、2014年と比べて「⑧

交通の安全について」、「⑨災害時の安全性について」、「⑫騒音や大気汚染について」、「⑪警官や街並み

について」、「⑩風紀や治安について」で評価が高くなっている。 

＊「病院や医療機関の便について」は 2013年から聴取のため、2011年は非掲載 

＊「ご自身の住宅環境について」は今回調査より聴取のため、2011年から 2014年まで非掲載 

3.52

3.30

2.6

2.58

2.55

2.84

2.54

2.93

2.73

2.58

3.01

3.15

3.43

3.25

3.12

2.74

2.70

2.81

2.94

2.58

3.03

2.82

2.88

3.16

3.26

3.56

3.30

3.15

2.66

2.60

2.71

2.79

2.58

2.90

2.72

2.61

3.00

3.13

3.51

3.25

3.13

2.61

2.55

2.69

3.04

2.87

2.65

2.91

2.76

2.67

2.99

3.12

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

①交通の便について

②買い物の便について

③病院や医療機関の便について

④みどりの豊かさについて

⑤公園や広場について

⑥近所付き合いについて

⑦ご自身の住宅環境について

⑧交通の安全性について

⑨災害時の安全性について

⑩風紀や治安について

⑪景観や街並みについて

⑫騒音や大気汚染について

⑬ごみ出しやリサイクルについて

⑭住みやすさ全般について

2011年（n=1,395） 2013年（n=1,436） 2014年（n=1,249） 2015年（n=1,277）
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 《よい評価》について、居住地域別でみると、「②買物の便について」では新井、東中野で高く、「⑭

住みやすさ全般について」では上鷺宮で高くなっている。 

＊上記表は《よい評価》の割合を示したものである。 

（％）

①

交
通

の
便

に
つ

い
て

⑭

住
み

や
す

さ
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②
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⑦
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③
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や
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療
機

関
の
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て

⑬

ご
み

出
し

や
リ
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イ
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い
て

⑩
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治

安
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⑧
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通
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安
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性

に
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て ⑪
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街

並
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近
所

付
き

合
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て ⑫

騒
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や
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に
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⑨
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全
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④

み
ど

り
の

豊
か

さ
に

つ

い
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⑤

公
園

や
広

場
に

つ
い

て

92.1 89.6 83.5 81.5 81.1 79.9 76.5 71.8 67.0 64.3 62.3 61.8 57.1 53.0

　南台　(n= 82) 86.9 93.4 84.7 80.2 81.4 79.1 83.5 83.5 63.7 72.5 70.3 51.7 45.1 46.2

　弥生町　(n= 79) 92.5 85.1 83.8 81.3 78.8 76.3 55.1 76.3 56.3 62.5 56.3 63.8 33.8 33.8

　本町　(n=111) 98.1 88.5 83.8 77.1 84.8 75.2 75.2 72.4 67.6 60.9 50.5 57.1 40.0 41.9

　中央　(n=103) 97.1 91.4 85.5 81.7 86.6 75.9 74.0 71.2 64.5 50.9 49.0 52.9 48.0 41.3

　東中野　(n= 91) 100.0 92.9 94.1 91.8 90.6 82.3 81.1 81.2 69.4 64.8 53.0 70.6 50.6 42.4

　中野　(n=106) 96.1 84.4 91.1 78.4 89.3 79.4 74.5 60.8 55.8 56.9 56.9 58.8 51.9 55.9

　上高田　(n= 77) 92.3 92.3 87.2 78.2 75.6 75.6 75.6 59.0 62.8 62.9 70.5 56.4 56.5 50.0

　新井　(n= 59) 100.0 90.1 94.4 85.9 81.7 83.1 74.6 69.0 80.3 64.8 66.2 67.6 69.1 74.7

　沼袋　(n= 52) 100.0 81.5 92.6 77.8 83.4 77.8 68.5 59.2 70.4 64.8 64.8 57.5 75.9 77.8

　松が丘　(n= 30) 92.0 84.0 60.0 76.0 64.0 92.0 80.0 72.0 84.0 64.0 72.0 84.0 88.0 80.0

　江原町　(n= 39) 97.2 91.7 80.6 88.9 83.4 91.6 88.9 86.1 80.5 77.8 75.0 69.4 86.1 86.1

　江古田　(n= 34) 83.4 85.5 72.9 81.2 77.1 81.3 68.8 64.6 72.9 68.8 50.0 62.5 81.3 77.1

　丸山　(n= 13) 94.4 94.4 88.8 88.9 83.3 94.5 88.9 83.3 77.8 61.1 77.8 66.7 61.2 38.9

　野方　(n= 90) 91.4 92.7 86.6 86.6 85.4 81.7 80.5 76.8 61.0 63.4 57.4 60.9 59.8 52.5

　大和町　(n= 58) 86.5 93.2 86.5 81.3 93.2 74.5 79.7 67.8 64.4 74.5 62.7 50.8 56.0 55.9

　若宮　(n= 42) 77.8 87.1 75.9 77.8 72.2 74.1 79.7 77.8 59.3 66.7 81.5 59.3 57.4 51.9

　白鷺　(n= 45) 87.5 85.5 68.8 79.2 62.5 79.2 81.3 62.5 66.7 56.3 81.3 70.9 70.9 52.1

　鷺宮　(n= 61) 86.1 92.3 76.9 83.0 75.4 86.1 75.4 72.3 70.7 72.3 63.0 66.1 52.3 43.0

　上鷺宮　(n= 49) 80.7 95.2 59.6 82.3 66.2 88.7 90.4 77.5 85.5 74.2 75.8 87.1 80.6 61.3

　全体　(n=1,277)

居

住

地
域

別
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３ 社会や地域との関わりについて 

（１）過去における地域活動の状況 

「友人等との個人的な集まり」が３割強 

問５．あなたの社会や地域との関わり（就労以外）について、お聞かせください。 

①あなたが過去に参加したことのある活動は何ですか。

（それぞれについて、あてはまるもの３つまでに○） 

 過去に、参加したことのある活動（複数回答）を聞いたところ、「友人等との個人的な集まり」（31.9％）

が最も高く、次いで「町会・自治会の活動」（25.3％）、「PTAや子ども会などの活動」（20.4％）、「民間の

スポーツクラブ等でのスポーツ活動」（18.7％）となっている。 

31.9 

25.3 

20.4 

18.7 

14.5 

14.4 

9.9 

9.2 

6.8 

6.7 

6.7 

1.7 

0.9 

11.7 

29.2 

0 10 20 30 40

友人等との個人的な集まり

町会・自治会の活動

PTAや子ども会などの活動

民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動

ライン、ツイッター、フェイスブック等の

SNSを利用した交流

区民活動センター等を利用した趣味・文化・

芸術活動

カルチャーセンター等を利用した趣味・文

化・芸術活動

学校・オープンスクール等の学習活動

バーチャルなネットワーク等への参加（趣

味・ゲーム等）

NPO・ボランティア活動（中野区内）

NPO・ボランティア活動（中野区外）

友愛クラブの活動

その他

関わっていない・関わるつもりはない

無回答

(%)

n=1,277
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 性別でみると、「バーチャルなネットワーク等への参加（趣味・ゲーム等）」を除いたすべての項目で、

男性より女性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「PTAや子ども会などの活動」では 50代が他の年代と比べて最も高い。「ライン、ツ

イッター、フェイスブック等の SNSを利用した交流」、「友人等との個人的な集まり」では 20代、30 代、

40 代で高く、特に 30代では最も高くなっている。一方、「関わっていない・関わるつもりはない」では

60 代、70代以上で低い。 
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無
回
答

31.9 25.3 20.4 18.7 14.5 14.4 9.9 9.2 6.8 6.7 6.7 1.7 0.9 11.7 29.2

　男性　(n=545) 29.4 23.7 16.7 16.3 13.6 9.0 5.0 8.1 7.7 5.5 4.8 1.7 0.7 15.6 29.5

　女性　(n=695) 34.7 26.9 24.2 21.2 15.5 19.1 13.8 10.4 6.2 7.5 8.5 1.9 1.0 8.9 28.2

　20代　(n=153) 38.6 9.2 8.5 9.8 22.2 5.9 2.6 11.1 15.7 5.9 8.5 0.0 0.7 17.6 30.1

　30代　(n=218) 43.1 14.2 11.5 20.2 26.6 14.7 9.2 9.2 11.0 2.8 6.0 0.0 1.4 16.1 25.7

　40代　(n=242) 39.7 26.0 29.3 26.9 22.3 12.8 9.9 11.2 7.4 3.7 6.2 0.4 0.4 13.6 21.9

　50代　(n=191) 33.5 29.8 32.5 24.1 13.1 20.9 13.6 12.6 5.8 11.0 9.4 1.6 0.5 13.6 24.1

　60代　(n=206) 23.3 30.1 22.3 16.5 4.4 14.1 11.7 6.8 1.0 5.8 6.3 1.9 0.5 5.8 34.5

　70代以上　(n=257) 17.5 37.0 16.7 13.2 1.6 16.7 10.1 5.1 2.7 10.9 5.1 5.4 1.6 5.8 38.5

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「友人等との個人的な集まり」では中野で高い。「PTAや子ども会などの活動」で

は上鷺宮で高くなっている。「学校・オープンスクール等の学習活動」では鷺宮が他の地域と比べて最も

高くなっている。 
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31.9 25.3 20.4 18.7 14.5 14.4 9.9 9.2 6.8 6.7 6.7 1.7 0.9 11.7 29.2

　南台　(n= 91) 33.0 35.2 27.5 16.5 12.1 15.4 6.6 7.7 9.9 11.0 4.4 2.2 0.0 8.8 24.2

　弥生町　(n= 80) 23.8 20.0 11.3 10.0 7.5 11.3 5.0 7.5 3.8 5.0 1.3 0.0 1.3 13.8 36.3

　本町　(n=105) 35.2 19.0 19.0 11.4 23.8 10.5 7.6 10.5 11.4 3.8 8.6 1.0 1.0 13.3 27.6

　中央　(n=104) 25.0 26.9 24.0 13.5 9.6 10.6 10.6 4.8 5.8 5.8 9.6 0.0 1.9 15.4 30.8

　東中野　(n= 85) 40.0 23.5 14.1 27.1 17.6 14.1 11.8 14.1 9.4 3.5 10.6 0.0 0.0 9.4 30.6

　中野　(n=102) 42.2 25.5 20.6 26.5 23.5 13.7 14.7 6.9 9.8 6.9 8.8 2.0 2.9 9.8 25.5

　上高田　(n= 78) 26.9 28.2 20.5 19.2 16.7 20.5 14.1 14.1 3.8 3.8 1.3 3.8 1.3 11.5 30.8

　新井　(n= 71) 38.0 22.5 16.9 21.1 23.9 21.1 16.9 9.9 14.1 4.2 9.9 2.8 0.0 19.7 23.9

　沼袋　(n= 54) 33.3 29.6 20.4 25.9 14.8 9.3 3.7 7.4 7.4 5.6 11.1 0.0 0.0 9.3 22.2

　松が丘　(n= 25) 28.0 40.0 16.0 24.0 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0 4.0 0.0 0.0 4.0 24.0

　江原町　(n= 36) 27.8 27.8 19.4 13.9 5.6 16.7 8.3 0.0 0.0 13.9 8.3 0.0 0.0 13.9 27.8

　江古田　(n= 48) 18.8 22.9 20.8 16.7 10.4 18.8 6.3 4.2 8.3 6.3 6.3 0.0 0.0 10.4 33.3

　丸山　(n= 18) 27.8 33.3 38.9 22.2 5.6 5.6 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 5.6 0.0 16.7 27.8

　野方　(n= 82) 26.8 19.5 18.3 15.9 7.3 14.6 7.3 7.3 4.9 4.9 4.9 1.2 1.2 17.1 31.7

　大和町　(n= 59) 28.8 22.0 20.3 13.6 16.9 15.3 8.5 10.2 3.4 11.9 10.2 1.7 0.0 13.6 30.5

　若宮　(n= 54) 40.7 22.2 14.8 18.5 18.5 11.1 11.1 5.6 5.6 5.6 1.9 1.9 0.0 11.1 31.5

　白鷺　(n= 48) 27.1 29.2 16.7 14.6 10.4 18.8 12.5 8.3 8.3 12.5 8.3 6.3 2.1 2.1 39.6

　鷺宮　(n= 65) 29.2 20.0 26.2 29.2 12.3 20.0 13.8 24.6 3.1 9.2 6.2 4.6 0.0 7.7 30.8

　上鷺宮　(n= 62) 40.3 29.0 30.6 21.0 8.1 14.5 8.1 9.7 1.6 8.1 6.5 3.2 1.6 9.7 25.8

　全体　(n=1,277)

居

住
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域

別
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（２）最近１年間の地域活動の状況 

「友人等との個人的な集まり」が２割半ば 

問５．あなたの社会や地域との関わり（就労以外）について、お聞かせください。 

②最近１年間に、どのように社会や地域と関わってきましたか。

（それぞれについて、あてはまるもの３つまでに○） 

 最近１年間に、仕事以外で社会や地域とどのような関わりがあったか（複数回答）を聞いたところ、「友

人等との個人的な集まり」（26.2％）が最も高く、次いで「関わっていない・関わるつもりはない」（15.7％）、

「ライン、ツイッター、フェイスブック等の SNSを利用した交流」（13.1％）、「民間のスポーツクラブ等

でのスポーツ活動」（11.7％）となっている。 
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学校・オープンスクール等の学習活動

カルチャーセンター等を利用した趣味・文

化・芸術活動

NPO・ボランティア活動（中野区外）

NPO・ボランティア活動（中野区内）

友愛クラブの活動

その他

関わっていない・関わるつもりはない

無回答

(%)

n=1,277
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 性別でみると、「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」、「バーチャルなネットワーク等への参加

（趣味・ゲーム等）」、「NPO・ボランティア活動（中野区外）」、「友愛クラブ」を除いたすべての項目で男

性より女性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「PTAや子ども会などの活動」では 40代、「ライン、ツイッター、フェイスブック等

の SNSを利用した交流」では 20代が高くなっている。「関わっていない・関わるつもりはない」では 20

代で最も高く、70代以上で最も低くなっている。 
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26.2 13.1 11.7 10.3 8.0 6.9 5.9 4.8 4.6 3.1 3.0 0.9 0.9 15.7 42.8

　男性　(n=545) 25.7 12.5 12.1 10.1 7.7 6.6 6.4 4.2 3.7 3.1 2.8 0.9 1.1 18.7 41.5

　女性　(n=695) 27.2 14.0 11.7 10.5 8.5 7.3 5.6 5.5 5.3 3.0 3.0 0.9 0.7 13.5 42.6

　20代　(n=153) 35.3 23.5 8.5 3.9 4.6 3.9 13.7 6.5 3.3 2.6 3.3 1.3 0.7 23.5 32.7

　30代　(n=218) 35.8 22.9 13.3 7.8 10.6 6.9 9.2 7.3 5.0 1.8 1.4 0.9 3.2 19.3 32.6

　40代　(n=242) 28.9 17.4 13.2 16.9 19.0 5.0 4.5 5.8 3.7 2.5 1.7 0.0 0.0 15.3 34.3

　50代　(n=191) 30.4 12.6 15.2 10.5 8.4 6.3 4.7 3.7 6.3 5.2 3.1 0.5 0.5 19.9 33.0

　60代　(n=206) 20.9 5.8 13.6 15.0 2.9 10.2 3.4 3.4 4.4 2.9 5.3 1.5 0.0 10.2 50.5

　70代以上　(n=257) 10.9 0.8 6.6 5.8 1.2 8.2 2.7 2.7 4.7 3.5 3.1 1.2 0.8 9.3 66.5

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」では沼袋で最も高くなっている。

「関わっていない・関わるつもりはない」では新井、江原町で高く、白鷺で低い。 
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26.2 13.1 11.7 10.3 8.0 6.9 5.9 4.8 4.6 3.1 3.0 0.9 0.9 15.7 42.8

　南台　(n= 91) 28.6 11.0 5.5 13.2 12.1 4.4 5.5 2.2 4.4 3.3 2.2 1.1 1.1 15.4 38.5

　弥生町　(n= 80) 20.0 7.5 11.3 7.5 1.3 0.0 3.8 2.5 0.0 1.3 1.3 0.0 1.3 16.3 51.3

　本町　(n=105) 24.8 17.1 10.5 12.4 7.6 5.7 7.6 5.7 3.8 2.9 1.9 1.0 1.0 15.2 44.8

　中央　(n=104) 15.4 4.8 8.7 12.5 7.7 3.8 6.7 6.7 4.8 4.8 3.8 0.0 0.0 19.2 45.2

　東中野　(n= 85) 35.3 18.8 16.5 3.5 3.5 8.2 8.2 9.4 4.7 3.5 3.5 0.0 0.0 11.8 44.7

　中野　(n=102) 29.4 22.5 10.8 7.8 6.9 7.8 8.8 2.0 7.8 2.9 3.9 1.0 2.0 14.7 43.1

　上高田　(n= 78) 32.1 17.9 15.4 14.1 12.8 11.5 5.1 9.0 7.7 3.8 2.6 5.1 2.6 11.5 41.0

　新井　(n= 71) 23.9 15.5 15.5 9.9 2.8 9.9 7.0 2.8 5.6 4.2 1.4 1.4 0.0 25.4 35.2

　沼袋　(n= 54) 33.3 9.3 22.2 7.4 3.7 0.0 7.4 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 37.0

　松が丘　(n= 25) 16.0 4.0 16.0 16.0 0.0 8.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 8.0 52.0

　江原町　(n= 36) 25.0 5.6 11.1 13.9 2.8 11.1 2.8 2.8 5.6 5.6 11.1 0.0 2.8 22.2 30.6

　江古田　(n= 48) 20.8 14.6 8.3 14.6 10.4 8.3 6.3 2.1 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 47.9

　丸山　(n= 18) 22.2 5.6 5.6 0.0 11.1 0.0 5.6 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 50.0

　野方　(n= 82) 29.3 7.3 13.4 11.0 11.0 7.3 2.4 4.9 4.9 4.9 6.1 2.4 1.2 18.3 42.7

　大和町　(n= 59) 30.5 11.9 13.6 16.9 15.3 11.9 3.4 6.8 5.1 3.4 5.1 0.0 0.0 15.3 35.6

　若宮　(n= 54) 31.5 14.8 9.3 5.6 9.3 11.1 5.6 3.7 5.6 0.0 3.7 0.0 1.9 20.4 37.0

　白鷺　(n= 48) 25.0 20.8 8.3 8.3 4.2 4.2 8.3 8.3 6.3 8.3 2.1 2.1 0.0 6.3 45.8

　鷺宮　(n= 65) 21.5 15.4 15.4 7.7 13.8 7.7 6.2 1.5 3.1 3.1 3.1 0.0 1.5 9.2 50.8

　上鷺宮　(n= 62) 22.6 6.5 3.2 8.1 11.3 9.7 3.2 4.8 3.2 1.6 1.6 0.0 0.0 17.7 40.3

　全体　(n=1,277)
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（３）今後の地域活動との関わり合い方 

「友人等との個人的な集まり」が２割強 

問５．あなたの社会や地域との関わり（就労以外）について、お聞かせください。 

③今後、どのような関わりを増やしていきたいですか。

（それぞれについて、あてはまるもの３つまでに○） 

 今後、増やしていきたい社会や地域との関わり方を（複数回答）を聞いたところ、「友人等との個人的

な集まり」（22.8％）が最も高く、次いで「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」（17.1％）、「カ

ルチャーセンター等を利用した趣味・文化・芸術活動」（15.0％）となっている。 
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バーチャルなネットワーク等への参加（趣

味・ゲーム等）

友愛クラブの活動

その他

関わっていない・関わるつもりはない

無回答

(%)

n=1,277
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 性別でみると、「友人等との個人的な集まり」、「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」、「カルチ

ャーセンター等を利用した趣味・文化・芸術活動」、「区民活動センター等を利用した趣味・文化・芸術

活動」、「NPO・ボランティア活動（中野区外）」では男性より女性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「友人等との個人的な集まり」では 30代、40代で高く、70代以上で低くなっている。

また、「PTAや子ども会などの活動」、「民間のスポーツクラブ等でのスポーツ活動」では 30代、40代で

他の年代より高くなっている。「カルチャーセンター等を利用した趣味・文化・芸術活動」、「区民活動セ

ンター等を利用した趣味・文化・芸術活動」では 50代で高くなっている。 
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22.8 17.1 15.0 13.9 10.4 9.8 9.1 9.0 6.8 6.0 5.3 3.4 1.3 12.7 44.0

　男性　(n=545) 21.7 17.1 12.5 11.7 11.0 10.3 10.8 9.4 6.8 6.1 6.1 3.5 1.5 14.9 41.5

　女性　(n=695) 24.5 17.8 17.7 16.1 10.4 9.9 8.2 9.2 7.1 6.0 4.9 3.5 1.2 11.2 44.3

　20代　(n=153) 24.8 18.3 11.1 10.5 8.5 14.4 8.5 8.5 7.8 6.5 9.8 4.6 1.3 22.2 34.0

　30代　(n=218) 31.7 22.5 15.6 11.9 9.6 13.3 11.0 8.7 6.4 14.2 6.9 2.3 3.7 17.4 29.4

　40代　(n=242) 29.3 25.2 18.2 17.4 11.6 16.5 13.2 13.6 8.7 8.3 5.8 3.7 0.4 9.1 35.1

　50代　(n=191) 24.1 22.0 23.6 22.0 14.7 8.4 9.9 13.1 9.9 2.1 3.1 2.1 1.6 14.7 31.9

　60代　(n=206) 19.4 13.6 17.0 15.0 14.1 6.3 9.2 7.8 6.8 1.9 4.9 5.3 0.5 6.8 55.3

　70代以上　(n=257) 10.1 3.5 6.2 7.8 5.1 1.9 3.5 3.5 2.3 3.1 3.1 2.7 0.4 9.7 69.6

　全体　(n=1,277)

性
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居住地域別でみると、「ライン、ツイッター、フェイスブック等の SNSを利用した交流」では中野、新

井、中央で高い。また、「NPO・ボランティア活動（中野区外）」では江古田で最も高くなっている。一方、

「関わっていない・関わるつもりもない」では中央、新井、江古田で高くなっている。 
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22.8 17.1 15.0 13.9 10.4 9.8 9.1 9.0 6.8 6.0 5.3 3.4 1.3 12.7 44.0

　南台　(n= 91) 18.7 22.0 15.4 17.6 9.9 8.8 8.8 9.9 6.6 9.9 2.2 6.6 3.3 12.1 41.8

　弥生町　(n= 80) 16.3 11.3 13.8 11.3 10.0 6.3 3.8 7.5 7.5 3.8 2.5 2.5 1.3 11.3 56.3

　本町　(n=105) 20.0 16.2 15.2 16.2 12.4 10.5 10.5 12.4 9.5 8.6 5.7 2.9 1.9 9.5 41.0

　中央　(n=104) 20.2 21.2 20.2 17.3 13.5 5.8 13.5 15.4 6.7 9.6 3.8 2.9 0.0 18.3 37.5

　東中野　(n= 85) 29.4 17.6 16.5 11.8 15.3 7.1 12.9 11.8 9.4 4.7 7.1 3.5 2.4 7.1 48.2

　中野　(n=102) 30.4 18.6 12.7 8.8 10.8 17.6 8.8 7.8 5.9 5.9 7.8 2.9 2.0 15.7 38.2

　上高田　(n= 78) 12.8 12.8 12.8 7.7 2.6 10.3 2.6 5.1 1.3 1.3 3.8 0.0 0.0 15.4 52.6

　新井　(n= 71) 28.2 23.9 16.9 15.5 11.3 16.9 14.1 8.5 7.0 7.0 11.3 2.8 1.4 21.1 32.4

　沼袋　(n= 54) 22.2 22.2 14.8 11.1 5.6 5.6 7.4 3.7 7.4 3.7 1.9 1.9 0.0 16.7 42.6

　松が丘　(n= 25) 12.0 16.0 12.0 16.0 8.0 4.0 8.0 16.0 4.0 4.0 8.0 4.0 0.0 8.0 56.0

　江原町　(n= 36) 27.8 8.3 11.1 11.1 8.3 8.3 5.6 11.1 0.0 2.8 2.8 2.8 2.8 16.7 30.6

　江古田　(n= 48) 25.0 12.5 8.3 6.3 14.6 10.4 6.3 8.3 14.6 14.6 6.3 8.3 2.1 18.8 35.4

　丸山　(n= 18) 22.2 11.1 16.7 11.1 16.7 11.1 11.1 5.6 11.1 0.0 11.1 5.6 0.0 16.7 50.0

　野方　(n= 82) 23.2 11.0 14.6 12.2 7.3 7.3 3.7 4.9 4.9 1.2 2.4 3.7 1.2 12.2 51.2

　大和町　(n= 59) 25.4 13.6 18.6 16.9 15.3 6.8 11.9 10.2 10.2 6.8 6.8 1.7 0.0 8.5 39.0

　若宮　(n= 54) 25.9 20.4 11.1 16.7 5.6 14.8 7.4 9.3 0.0 3.7 3.7 1.9 1.9 13.0 46.3

　白鷺　(n= 48) 20.8 22.9 14.6 18.8 10.4 10.4 10.4 8.3 10.4 8.3 6.3 6.3 0.0 0.0 52.1

　鷺宮　(n= 65) 20.0 13.8 13.8 16.9 9.2 9.2 12.3 4.6 4.6 7.7 7.7 4.6 1.5 6.2 53.8

　上鷺宮　(n= 62) 27.4 19.4 19.4 21.0 12.9 8.1 12.9 9.7 9.7 4.8 4.8 3.2 0.0 14.5 37.1

　全体　(n=1,277)

居

住

地

域

別
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（４）地域活動への意欲 

「いいえ」が５割半ば、「はい」１割強 

【問５．②で「１．」～「３．」のいずれにも回答していない方に】 

問６．あなたは、町会・自治会活動やボランティア活動に参加したいと思いますか。（１つだけに○） 

 町会・自治会活動やボランティア活動に参加したいかを聞いたところ、「いいえ」（55.3％）、「はい」

（12.8％）となっている。 

はい
(12.8%)

いいえ
(55.3%)

無回答
(31.9%)

=

n=1,105
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（５）地域活動参加へ必要なもの 

「活動に参加する時間」が６割強 

【問６．で「１．はい」と回答した方に】 

問６-１．町会・自治会活動やボランティア活動に参加するためには、何が必要ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 町会・自治会活動やボランティア活動に参加するためには、何が必要か（複数回答）を聞いたところ、

「活動に参加する時間」（61.4％）が最も高く、次いで「参加を呼びかけるイベントや説明会等」（46.6％）、

「近隣に住んでいる人との交流」（43.8％）、「団体などの活動内容の情報」（43.2％）となっている。 

61.4 

46.6 

43.8 

43.2 

40.3 

4.0

1.1 

0 10 20 30 40 50 60 70

活動に参加する時間

参加を呼びかけるイベントや説明会等

近隣に住んでいる人との交流

団体などの活動内容の情報

運営者からの声掛け・お誘い

その他

無回答

(%)

n=176



56 

 性別でみると、「参加を呼びかけるイベントや説明会等」、「運営者からの声掛け・お誘い」では女性よ

り男性の方が高くなっている。 

（％）

活

動

に
参

加

す
る

時

間

参

加

を
呼

び

か
け

る

イ

ベ

ン

ト

や
説

明

会
等

近

隣

に
住

ん

で
い

る

人

と

の

交

流

団

体

な
ど

の

活
動

内

容

の

情

報

運

営

者
か

ら

の
声

掛

け

・

お

誘

い

そ

の

他

無

回
答

61.4 46.6 43.8 43.2 40.3 4.0 1.1

　男性　(n=76) 60.5 51.3 38.2 40.8 42.1 6.6 1.3

　女性　(n=98) 62.2 43.9 48.0 44.9 39.8 2.0 1.0

　全体　(n=176)

性

別



57 

（６）地域活動等に関わらない・関わるつもりがない理由 

「活動する時間がない」が約５割 

【問５．②で、「14．関わっていない・関わるつもりはない」と回答した方に】 

問７．その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 最近１年間に、仕事以外で社会や地域と関わっておらず、今後も関わるつもりがない人に、その理由

（複数回答）を聞いたところ、「活動する時間がない」（50.5％）が最も高く、次いで「興味・関心がな

い」（38.0％）、「参加するきっかけが得られない」（25.5％）となっている。 

50.5 

38.0 

25.5 

21.0 

20.0 

9.0 

4.0

0 10 20 30 40 50 60

活動する時間がない

興味・関心がない

参加するきっかけが得られない

参加したい活動や団体がない

情報がない

その他

無回答

(%)

n=200
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 性別でみると、「活動する時間がない」、「興味・関心がない」、「参加するきっかけが得られない」では

男性が高い。 

（％）

活

動

す
る

時

間
が

な

い

興

味

・
関

心

が
な

い

参

加

す
る

き

っ
か

け

が

得

ら

れ

な
い

参

加

し
た

い

活
動

や

団

体

が

な

い

情

報

が
な

い

そ

の

他

無

回
答

50.5 38.0 25.5 21.0 20.0 9.0 4.0

　男性　(n=102) 53.9 42.2 26.5 19.6 16.7 2.9 2.0

　女性　(n=94) 47.9 33.0 24.5 23.4 24.5 16.0 6.4

　全体　(n=200)

性

別
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（７）活動発表の場 

「発表はしない」が３割強 

【問５．②で、「７．」～「８．」と回答した方に】 

問８．趣味・文化・芸術活動を行っている人に聞きます。 

あなたの活動の発表の場は、どこですか。（１つだけに○） 

 趣味・文化・芸術活動を行っている人に、活動の発表の場を聞いたところ、「発表はしない」（31.0％）

が最も高く、次いで「地域でのまつりやイベント」（26.5％）、「公共のホールを借りて発表」（9.7％）と

なっている。 

31.0 

26.5 

9.7 

6.2 

2.7 

4.4

19.5 

0 10 20 30 40

発表はしない

地域でのまつりやイベント

公共のホールを借りて発表

民間のホールを借りて発表

福祉施設等でのイベント

その他

無回答

(%)

n=113
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４ 中野駅周辺について 

（１）中野駅周辺の利用頻度 

《週１回以上》行く人は約４割 

問９．中野駅周辺に行くことはありますか。（１つだけに○） 

 中野駅周辺へ行く頻度を聞いたところ、「月に１～２日程度」（26.6％）が最も高く、次いで「年に数

回程度」（19.8％）、「週に１～２日」（16.9％）となっている。 

「ほぼ毎日」、「週に３～５日」、「週に１～２日」を合わせた《週１回以上》行く人は約４割である。 

ほぼ毎日
(13.9%)

週に３～５日
(8.7%)

週に１～２日
(16.9%)

月に１～２日程度
(26.6%)

年に数回程度
(19.8%)

ほとんど行かない
(13.4%)

無回答
(0.6%)

=

n=1,277
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性別でみると、「ほぼ毎日」では女性より男性の方が高い。 

年代別でみると、《週１回以上》では 30代が最も高く、70代が最も低い。 

13.9 

17.4 

11.7 

15.0 

20.2 

16.9 

16.2 

9.2 

7.8 

8.7 

7.7 

9.6 

7.8 

6.9 

11.6 

9.9 

8.3 

7.4 

16.9 

17.1 

17.1 

10.5 

20.6 

16.5 

14.1 

19.9 

17.9 

26.6 

27.3 

25.3 

25.5 

24.3 

25.6 

27.7 

28.6 

26.8 

19.8 

20.0 

20.0 

22.2 

15.6 

19.8 

22.0 

24.3 

16.7 

13.4 

10.3 

15.7 

18.3 

11.9 

9.5 

9.4 

9.7 

21.4 

0.6 

0.2 

0.6 

0.7 

0.5 

0.0 

0.5 

0.0 

1.9 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 月に１～２日程度

年に数回程度 ほとんど行かない 無回答
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 居住地域別でみると、「ほぼ毎日」では中野、新井で５割を超え高い。一方、「ほとんど行かない」で

は上鷺宮で約４割と他の地域と比べて最も高くなっている。 

13.9 

3.3 

3.8 

1.9 

16.3 

4.7 

54.9 

15.4 

50.7 

7.4 

16.0 

0.0 

12.5 

5.6 

22.0 

6.8 

5.6 

2.1 

3.1 

1.6 

8.7 

2.2 

3.8 

9.5 

11.5 

8.2 

12.7 

15.4 

15.5 

16.7 

16.0 

5.6 

4.2 

0.0 

17.1 

8.5 

5.6 

0.0 

1.5 

0.0 

16.9 

9.9 

8.8 

15.2 

18.3 

16.5 

16.7 

28.2 

16.9 

33.3 

28.0 

11.1 

22.9 

16.7 

24.4 

18.6 

11.1 

10.4 

4.6 

11.3 

26.6 

30.8 

31.3 

39.0 

18.3 

43.5 

8.8 

23.1 

8.5 

29.6 

24.0 

33.3 

41.7 

44.4 

24.4 

30.5 

33.3 

22.9 

30.8 

9.7 

19.8 

30.8 

23.8 

17.1 

22.1 

22.4 

2.9 

11.5 

4.2 

9.3 

8.0 

33.3 

10.4 

27.8 

11.0 

25.4 

27.8 

33.3 

35.4 

37.1 

13.4 

23.1 

27.5 

16.2 

12.5 

4.7 

2.9 

6.4 

4.2 

3.7 

4.0 

16.7 

8.3 

5.6 

1.2 

8.5 

16.7 

29.2 

23.1 

40.3 

0.6 

0.0 

1.3 

1.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.7 

0.0 

2.1 

1.5 

0.0 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 月に１～２日程度

年に数回程度 ほとんど行かない 無回答
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（２）中野駅周辺の利用目的 

「買い物」が約７割 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９‐１．その目的は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 中野駅周辺へ行く人に、目的（複数回答）を聞いたところ、「買い物」（69.4％）が最も高く、次いで

「銀行・郵便局・役所に行くため」（35.8％）、「飲食・喫茶」（33.9％）、「区外へ出かけるため」（23.0％）

となっている。 

69.4 

35.8 

33.9 

23.0 

19.5 

15.5 

14.2 

9.7 

8.4 

4.8 

3.9 

2.2 

2.8 

1.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

買い物

銀行・郵便局・役所に行くため

飲食・喫茶

区外へ出かけるため

通勤・通学

医療機関へ行くため

商用・用事

音楽・演劇鑑賞・スポーツをするため

公園・広場を利用するため

習い事・塾

イベントに参加するため

サークル活動

その他

無回答

(%)

n=1,098
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 性別でみると、「飲食・喫茶」、「通勤・通学」、「商用・用事」、「公園・広場を利用するため」、「イベン

トに参加するため」では女性より男性の方が高い。 

 年代別でみると、「銀行・郵便局・役所に行くため」では 70代以上で高い。「通勤・通学」では 30代

が最も高いが、40代より年代が上がるにつれて低くなっている。「医療機関へ行くため」では、では 70

代以上で最も高くなっている。 

（％）
買
い
物

銀
行
・
郵
便
局
・
役
所
に

行
く
た
め

飲
食
・
喫
茶

区
外
へ
出
か
け
る
た
め

通
勤
・
通
学

医
療
機
関
へ
行
く
た
め

商
用
・
用
事

音
楽
・
演
劇
鑑
賞
・
ス

ポ
ー

ツ
を
す
る
た
め

公
園
・
広
場
を
利
用
す
る

た
め

習
い
事
・
塾

イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
た

め サ
ー

ク
ル
活
動

そ
の
他

無
回
答

69.4 35.8 33.9 23.0 19.5 15.5 14.2 9.7 8.4 4.8 3.9 2.2 2.8 1.5

　男性　(n=488) 69.1 33.0 37.3 21.7 23.2 11.3 15.6 7.6 9.2 3.3 4.5 0.8 2.7 1.2

　女性　(n=582) 69.6 38.3 31.3 24.1 17.2 19.2 13.2 11.9 7.9 6.2 3.6 3.4 2.7 1.7

　20代　(n=124) 71.0 26.6 40.3 19.4 28.2 12.1 16.9 5.6 4.0 0.0 3.2 0.8 4.0 1.6

　30代　(n=191) 64.9 32.5 36.1 24.6 31.9 8.4 13.1 7.3 16.8 7.9 3.1 1.0 1.0 0.5

　40代　(n=219) 68.9 31.5 33.3 24.2 24.7 13.2 9.1 10.5 10.0 5.9 3.7 1.4 3.7 1.4

　50代　(n=172) 73.8 37.2 36.6 24.4 22.1 16.9 18.6 11.6 5.8 6.4 5.8 2.9 1.2 0.0

　60代　(n=186) 68.8 38.2 33.3 19.9 8.6 14.0 18.8 14.0 4.3 3.2 5.4 3.2 3.2 2.7

　70代以上　(n=197) 69.0 46.7 26.9 24.4 5.1 26.9 11.2 8.1 7.1 3.6 2.5 3.6 4.1 3.0

　全体　(n=1,098)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「通勤・通学」では中野、新井、野方が他の地域と比べて非常に高くなっている。

「区外へ出かけるため」では中野、新井、沼袋、江原町、江古田、野方が高くなっている。また、「医療

機関へ行くため」では若宮で他の地域と比べて高くなっている。 

（％）

買

い

物

銀

行

・

郵

便

局

・

役

所

に

行

く

た

め

飲

食

・

喫

茶

区

外

へ

出

か

け

る

た

め

通

勤

・

通

学

医

療

機

関

へ

行

く

た

め

商

用

・

用

事

音

楽

・

演

劇

鑑

賞

・

ス

ポ
ー

ツ

を

す

る

た

め

公

園

・

広

場

を

利

用

す

る

た

め

習

い

事

・

塾

イ

ベ

ン

ト

に

参

加

す

る

た

め サ
ー

ク

ル

活

動

そ

の

他

無

回

答

69.4 35.8 33.9 23.0 19.5 15.5 14.2 9.7 8.4 4.8 3.9 2.2 2.8 1.5

　南台　(n= 70) 57.1 42.9 25.7 17.1 7.1 14.3 18.6 8.6 5.7 5.7 1.4 1.4 4.3 4.3

　弥生町　(n= 57) 64.9 40.4 33.3 3.5 5.3 5.3 7.0 10.5 5.3 3.5 3.5 0.0 1.8 1.8

　本町　(n= 87) 73.6 37.9 35.6 11.5 10.3 4.6 11.5 8.0 5.7 2.3 4.6 0.0 3.4 4.6

　中央　(n= 90) 78.9 35.6 25.6 23.3 21.1 13.3 11.1 11.1 6.7 7.8 2.2 5.6 1.1 0.0

　東中野　(n= 81) 71.6 32.1 48.1 0.0 7.4 13.6 13.6 11.1 6.2 7.4 2.5 3.7 3.7 2.5

　中野　(n=98) 77.6 41.8 45.9 44.9 52.0 23.5 16.3 9.2 8.2 5.1 5.1 3.1 3.1 0.0

　上高田　(n= 73) 79.5 41.1 34.2 26.0 13.7 12.3 11.0 8.2 8.2 5.5 0.0 1.4 2.7 1.4

　新井　(n= 68) 70.6 32.4 33.8 47.1 50.0 22.1 19.1 11.8 8.8 5.9 4.4 5.9 5.9 1.5

　沼袋　(n= 52) 80.8 34.6 42.3 46.2 19.2 23.1 11.5 11.5 5.8 1.9 3.8 0.0 0.0 0.0

　松が丘　(n= 23) 78.3 30.4 34.8 39.1 26.1 30.4 34.8 8.7 8.7 0.0 8.7 4.3 4.3 4.3

　江原町　(n= 30) 60.0 36.7 26.7 33.3 6.7 6.7 20.0 13.3 6.7 0.0 6.7 3.3 0.0 3.3

　江古田　(n= 44) 72.7 31.8 29.5 34.1 15.9 18.2 18.2 4.5 13.6 4.5 2.3 0.0 0.0 2.3

　丸山　(n= 17) 64.7 17.6 11.8 23.5 5.9 0.0 0.0 5.9 5.9 5.9 11.8 0.0 5.9 5.9

　野方　(n= 81) 72.8 23.5 32.1 37.0 35.8 16.0 11.1 7.4 3.7 7.4 1.2 0.0 1.2 0.0

　大和町　(n= 53) 75.5 41.5 32.1 13.2 15.1 13.2 9.4 13.2 18.9 3.8 3.8 1.9 1.9 0.0

　若宮　(n= 45) 55.6 24.4 35.6 11.1 13.3 26.7 22.2 8.9 15.6 2.2 6.7 0.0 4.4 0.0

　白鷺　(n= 33) 45.5 48.5 39.4 9.1 3.0 12.1 6.1 9.1 18.2 6.1 9.1 6.1 3.0 0.0

　鷺宮　(n= 49) 61.2 36.7 28.6 8.2 8.2 18.4 14.3 12.2 12.2 2.0 4.1 4.1 2.0 0.0

　上鷺宮　(n= 37) 35.1 37.8 16.2 0.0 2.7 13.5 24.3 10.8 2.7 2.7 10.8 0.0 8.1 0.0

　全体　(n=1,098)

居

住

地

域

別
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（３）中野駅周辺に行く際の交通手段 

「バス」が５割弱 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９‐２．中野駅周辺に行く際、よく利用する交通手段は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 中野駅周辺へ行く際の交通手段（複数回答）を聞いたところ、「バス」（48.9％）が最も高く、次いで、

「徒歩」（43.2％）、「自転車」（37.5％）、「電車」（16.4％）となっている。 

48.9 

43.2 

37.5 

16.4 

8.5 

4.8 

1.4 

0.3 

2.6 

0 10 20 30 40 50 60

バス

徒歩

自転車

電車

自家用車

タクシー

バイク

その他

無回答

(%)

n=1,098
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性別でみると、「バス」では男性より女性の方が高く、「徒歩」では男性が高い。 

年代別でみると、「バス」では 20代で低いが、70代以上では６割を超える。 

（％）
バ
ス

徒
歩

自
転
車

電
車

自
家
用
車

タ
ク
シ
ー

バ
イ
ク

そ
の
他

無
回
答

48.9 43.2 37.5 16.4 8.5 4.8 1.4 0.3 2.6

　男性　(n=488) 44.3 46.9 35.7 17.8 10.5 3.7 2.3 0.4 2.3

　女性　(n=582) 52.2 40.7 39.7 15.5 6.9 5.8 0.7 0.2 2.7

　20代　(n=124) 34.7 48.4 43.5 20.2 2.4 1.6 0.8 0.0 0.0

　30代　(n=191) 42.9 46.6 41.9 18.3 8.4 2.1 2.1 0.0 2.6

　40代　(n=219) 41.6 41.1 44.7 14.6 11.9 4.6 1.8 0.0 1.4

　50代　(n=172) 51.2 49.4 40.1 19.2 7.6 4.1 1.7 1.2 2.9

　60代　(n=186) 53.8 41.9 36.6 15.1 12.4 5.9 1.1 0.0 2.7

　70代以上　(n=197) 65.0 34.0 20.3 13.2 6.1 9.6 0.5 0.5 5.1

　全体　(n=1,098)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「電車」では東中野で最も高い。「徒歩」では中野、新井で他の地域と比べて高

くなっている。「バス」では南台、沼袋、江原町、江古田、若宮で高くなっている。 

（％）

バ

ス

徒

歩

自

転
車

電

車

自

家
用

車

タ

ク
シ
ー

バ

イ
ク

そ

の
他

無
回

答

48.9 43.2 37.5 16.4 8.5 4.8 1.4 0.3 2.6

　南台　(n= 70) 72.9 11.4 34.3 1.4 11.4 2.9 2.9 0.0 2.9

　弥生町　(n= 57) 57.9 26.3 38.6 8.8 10.5 7.0 7.0 0.0 5.3

　本町　(n= 87) 57.5 50.6 37.9 5.7 9.2 2.3 1.1 0.0 3.4

　中央　(n= 90) 41.1 62.2 32.2 11.1 4.4 6.7 0.0 0.0 1.1

　東中野　(n= 81) 17.3 27.2 30.9 75.3 1.2 4.9 1.2 0.0 1.2

　中野　(n=98) 14.3 83.7 32.7 4.1 3.1 7.1 1.0 0.0 1.0

　上高田　(n= 73) 28.8 68.5 35.6 12.3 1.4 8.2 0.0 0.0 4.1

　新井　(n= 68) 23.5 86.8 29.4 1.5 1.5 4.4 0.0 1.5 0.0

　沼袋　(n= 52) 71.2 59.6 46.2 0.0 7.7 5.8 0.0 0.0 3.8

　松が丘　(n= 23) 65.2 47.8 34.8 13.0 4.3 4.3 4.3 0.0 8.7

　江原町　(n= 30) 70.0 10.0 20.0 3.3 20.0 10.0 0.0 3.3 3.3

　江古田　(n= 44) 77.3 18.2 40.9 2.3 15.9 2.3 6.8 0.0 0.0

　丸山　(n= 17) 82.4 17.6 47.1 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 5.9

　野方　(n= 81) 55.6 45.7 43.2 4.9 4.9 3.7 1.2 0.0 0.0

　大和町　(n= 53) 54.7 37.7 49.1 39.6 11.3 3.8 0.0 1.9 0.0

　若宮　(n= 45) 68.9 24.4 53.3 20.0 17.8 4.4 0.0 0.0 4.4

　白鷺　(n= 33) 57.6 18.2 45.5 48.5 18.2 0.0 0.0 0.0 3.0

　鷺宮　(n= 49) 57.1 2.0 44.9 38.8 18.4 2.0 2.0 0.0 2.0

　上鷺宮　(n= 37) 56.8 5.4 32.4 24.3 27.0 5.4 0.0 0.0 10.8

　全体　(n=1,098)

居
住

地
域

別
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（４）中野駅周辺の利用で不便・不満の有無 

「ある」より「特にない」の方が高い 

【問９．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問９‐３．中野駅周辺を利用する際、不便や不快など不満に感じていますか。（１つだけに○） 

 中野駅周辺を利用する人に不便や不快など不満の有無を聞いたところ、「特にない」（46.3％）が高く、

次いで、「ある」（45.3％）となっている。 

ある
(45.3%)

特にない
(46.3%)

わからない
(3.8%)

無回答
(4.6%)

=

n=1,098



70 

性別でみると、男女で大きな差はみられない。 

年代別でみると、「ある」では 30代、40代で５割を超え高く、70代以上で最も低くなっている。 

45.3 

45.5 

45.4 

37.9 

52.4 

57.1 

46.5 

46.8 

27.4 

46.3 

47.5 

45.0 

54.8 

40.8 

37.0 

43.6 

45.2 

59.4 

3.8 

2.9 

4.8 

6.5 

3.1 

3.2 

5.2 

3.8 

2.5 

4.6 

4.1 

4.8 

0.8 

3.7 

2.7

4.7 

4.3 

10.7 

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

全体 (n=1,098）

【性別】

男性 (n=488）

女性 (n=582）

【年代別】

20代 (n=124）

30代 (n=191）

40代 (n=219）

50代 (n=172）

60代 (n=186）

70代以上 (n=197）

ある 特にない わからない 無回答



71 

（５）中野駅周辺の利用で不便・不満の内容 

「自転車と歩行者が混在し危険を感じる」、「混雑していて歩きにくい」が５割以上 

【問９‐３．で、「１．ある」と回答した方に】 

問９‐４．その不満の内容は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 中野駅周辺を利用する人で不満がある人に不満の内容（複数回答）を聞いたところ、「自転車と歩行者

が混在し危険を感じる」（57.7％）が最も高く、次いで「混雑していて歩きにくい」（56.5％）、「自転車

マナーが悪い人がいる」（36.4％）、「道路が狭い」（35.2％）となっている。 

57.7 

56.5 

36.4 

35.2 

32.2 

30.6 

28.6 

21.7 

20.7 

19.9 

23.1 

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70

自転車と歩行者が混在し危険を感じる

混雑していて歩きにくい

自転車マナーが悪い人がいる

道路が狭い

目的の場所から駐輪場が遠い

駅の南北が行き来しづらい

衣料品や贈答品がある大型店舗が少ない

歩きたばこや指定の喫煙所以外で喫煙する

人がいる

座れるところが少ない

魅力的な商店が少ない

その他

無回答

(%)

n=497
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 性別でみると、「自転車マナーが悪い人がいる」、「道路が狭い」、「駅の南北が行き来しづらい」、「歩き

たばこや指定の喫煙所以外で喫煙する人がいる」では女性より男性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「自転車と歩行者が混在し危険を感じる」、「混雑していて歩きにくい」、「自転車マナ

ーが悪い人がいる」では 50 代で最も高い。「座れるところが少ない」では 70代以上で最も高くなってい

る。 

 

（％）
自
転
車
と
歩
行
者
が
混
在

し
危
険
を
感
じ
る

混
雑
し
て
い
て
歩
き
に
く

い 自
転
車
マ
ナ
ー

が
悪
い
人

が
い
る

道
路
が
狭
い

目
的
の
場
所
か
ら
駐
輪
場

が
遠
い

駅
の
南
北
が
行
き
来
し
づ

ら
い

衣
料
品
や
贈
答
品
が
あ
る

大
型
店
舗
が
少
な
い

歩
き
た
ば
こ
や
指
定
の
喫

煙
所
以
外
で
喫
煙
す
る
人

が
い
る

座
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い

魅
力
的
な
商
店
が
少
な
い

そ
の
他

無
回
答

57.7 56.5 36.4 35.2 32.2 30.6 28.6 21.7 20.7 19.9 23.1 0.2

　男性　(n=222) 56.3 51.4 36.5 38.3 29.7 36.5 24.3 23.0 17.1 17.6 21.6 0.0

　女性　(n=264) 59.5 61.0 36.0 32.2 33.7 26.1 32.6 20.8 23.1 22.0 24.6 0.4

　20代　(n= 47) 51.1 61.7 29.8 29.8 42.6 19.1 27.7 25.5 17.0 17.0 23.4 0.0

　30代　(n=100) 55.0 61.0 30.0 31.0 33.0 37.0 36.0 22.0 10.0 20.0 27.0 1.0

　40代　(n=125) 58.4 55.2 36.0 40.0 36.0 31.2 26.4 28.8 18.4 15.2 26.4 0.0

　50代　(n= 80) 68.8 62.5 47.5 37.5 28.8 28.8 28.8 22.5 26.3 21.3 20.0 0.0

　60代　(n= 87) 57.5 48.3 39.1 32.2 29.9 33.3 24.1 14.9 19.5 24.1 18.4 0.0

　70代以上　(n= 54) 55.6 51.9 37.0 38.9 18.5 27.8 29.6 13.0 42.6 25.9 20.4 0.0

　全体　(n=497)

性
別

年
代
別
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５ 日用品等の購入について 

（１）日用品や食料品の購入場所 

「スーパー」が９割弱 

問１０．日用品や食料品は、どこで買いますか。（あてはまるもの３つまでに○） 

 日用品や食料品の購入場所（複数回答）を聞いたところ、「スーパー」（88.8％）が最も高く、次いで

「ドラッグストア」（52.2％）、「コンビニエンスストア」（42.5％）となっている。また、「個人商店（商

店街）」（19.4％）は約２割となっている。 

88.8 

52.2 

42.5 

21.4 

19.4 

17.0 

15.0 

12.3 

0.9 

2.2 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

スーパー

ドラッグストア

コンビニエンスストア

ホームセンター

個人商店（商店街）

インターネットによる購買（通販）

コンビニ、スーパー、生協等の宅配

大型ショッピングセンター

その他

自分では日用品や食料品は買わない

無回答

(%)
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性別でみると、「コンビニエンスストア」では女性より男性の方が高い。 

 年代別でみると、「ドラッグストア」では 20代から 50代で高く、70代以上で低い。「個人商店（商店

街）」では、年代が上がるにつれて高くなっている。「インターネットによる購買（通販）」では 20代か

ら 40代で高い。「コンビニエンスストア」では 20代、30代で高くなっている。 

（％）
ス
ー

パ
ー

ド
ラ

ッ
グ
ス
ト
ア

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

ホ
ー

ム
セ
ン
タ
ー

個
人
商
店

（
商
店
街

）

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
に
よ
る

購
買

（
通
販

）

コ
ン
ビ
ニ

、
ス
ー

パ
ー

、

生
協
等
の
宅
配

大
型
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン

タ
ー

そ
の
他

自
分
で
は
日
用
品
や
食
料

品
は
買
わ
な
い

無
回
答

88.8 52.2 42.5 21.4 19.4 17.0 15.0 12.3 0.9 2.2 0.9

　男性　(n=545) 90.1 43.9 50.6 24.2 14.7 17.4 12.3 13.9 0.4 1.8 0.7

　女性　(n=695) 88.6 60.4 37.3 19.1 22.7 17.1 17.6 10.6 1.2 2.4 0.7

　20代　(n=153) 86.3 60.8 49.7 10.5 5.9 22.2 9.2 8.5 1.3 5.9 0.0

　30代　(n=218) 90.8 60.1 48.6 19.7 14.7 23.9 14.2 11.5 0.5 0.0 0.9

　40代　(n=242) 93.8 60.3 37.2 21.5 16.1 25.2 19.0 13.2 0.4 0.0 0.8

　50代　(n=191) 89.5 59.2 46.1 25.1 19.9 19.9 20.4 12.0 0.0 0.0 0.5

　60代　(n=206) 94.2 45.1 41.7 29.6 26.2 10.2 13.6 13.6 0.5 0.0 0.0

　70代以上　(n=257) 79.8 34.6 37.7 19.1 28.0 3.5 12.8 13.2 2.3 7.4 1.9

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「個人商店（商店街）」では大和町、若宮で高く、本町、中央で低い。「コンビニ、

スーパー、生協等の宅配」では江原町が高くなっている。「大型ショッピングセンター」では白鷺で最も

高くなっている。 

（％）

ス
ー

パ
ー

ド

ラ

ッ
グ

ス

ト

ア

コ

ン

ビ

ニ

エ

ン

ス

ス

ト

ア

ホ
ー

ム

セ

ン

タ
ー

個

人

商

店

（
商

店

街

）

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

に

よ

る

購

買

（
通

販

）

コ

ン

ビ

ニ

、
ス
ー

パ
ー

、

生

協

等

の

宅

配

大

型

シ

ョ

ッ
ピ

ン

グ

セ

ン

タ
ー

そ

の

他

自

分

で

は

日

用

品

や

食

料

品

は

買

わ

な

い

無

回

答

88.8 52.2 42.5 21.4 19.4 17.0 15.0 12.3 0.9 2.2 0.9

　南台　(n= 91) 91.2 57.1 41.8 33.0 25.3 11.0 11.0 8.8 3.3 1.1 0.0

　弥生町　(n= 80) 83.8 50.0 40.0 28.8 13.8 18.8 12.5 8.8 1.3 2.5 1.3

　本町　(n=105) 88.6 45.7 50.5 23.8 6.7 21.0 15.2 10.5 0.0 3.8 0.0

　中央　(n=104) 84.6 45.2 51.0 30.8 8.7 14.4 15.4 17.3 1.0 2.9 1.0

　東中野　(n= 85) 90.6 52.9 54.1 14.1 15.3 22.4 9.4 10.6 1.2 1.2 2.4

　中野　(n=102) 87.3 52.9 53.9 30.4 17.6 19.6 16.7 17.6 1.0 2.0 0.0

　上高田　(n= 78) 93.6 46.2 39.7 29.5 21.8 10.3 15.4 6.4 0.0 2.6 0.0

　新井　(n= 71) 93.0 54.9 39.4 18.3 26.8 18.3 12.7 8.5 2.8 4.2 0.0

　沼袋　(n= 54) 87.0 53.7 31.5 18.5 25.9 16.7 18.5 13.0 0.0 3.7 1.9

　松が丘　(n= 25) 80.0 44.0 40.0 16.0 20.0 16.0 8.0 12.0 0.0 4.0 4.0

　江原町　(n= 36) 86.1 52.8 47.2 2.8 16.7 8.3 27.8 22.2 2.8 2.8 0.0

　江古田　(n= 48) 89.6 58.3 45.8 14.6 18.8 12.5 8.3 12.5 0.0 0.0 4.2

　丸山　(n= 18) 88.9 61.1 38.9 0.0 38.9 11.1 27.8 11.1 0.0 0.0 0.0

　野方　(n= 82) 90.2 63.4 26.8 18.3 24.4 22.0 11.0 7.3 0.0 1.2 1.2

　大和町　(n= 59) 89.8 52.5 35.6 20.3 33.9 18.6 13.6 8.5 0.0 0.0 0.0

　若宮　(n= 54) 98.1 51.9 42.6 14.8 33.3 13.0 14.8 14.8 0.0 1.9 0.0

　白鷺　(n= 48) 87.5 47.9 37.5 20.8 25.0 20.8 16.7 25.0 0.0 0.0 0.0

　鷺宮　(n= 65) 81.5 53.8 38.5 10.8 16.9 21.5 21.5 4.6 1.5 4.6 3.1

　上鷺宮　(n= 62) 91.9 59.7 35.5 12.9 12.9 14.5 24.2 17.7 0.0 1.6 0.0

　全体　(n=1,277)

居

住

地

域

別
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（２）個人商店（商店街）の利用頻度 

「週に１～２日」が４割半ば 

【問１０．で、「６．個人商店（商店街）」と回答した方に】 

問１０‐１．どの程度の頻度で行きますか。（１つだけに○） 

 個人商店（商店街）で購入する人に購入頻度を聞いたところ、「週に１～２日」（44.8％）が最も高く、

次いで「月に１～２日程度」（25.4％）、「週に３～５日」（18.1％）となっている。 

ほぼ毎日
(6.0%)

週に３～５日
(18.1%)

週に１～２日
(44.8%)

月に１～２日程度
(25.4%)

年に数回程度
(4.8%)

無回答
(0.8%)

=

n=248
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性別でみると、「週に３～５日」、「月に１～２日程度」では女性より男性の方が高くなっている。 

6.0 

3.8 

7.0 

18.1 

18.8 

17.7 

44.8 

43.8 

46.8 

25.4 

25.0 

24.7 

4.8 

8.8 

2.5 

0.8 

0.0 

1.3 

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

全体 (n=248）

【性別】

男性 (n= 80）

女性 (n=158）

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日

月に１～２日程度 年に数回程度 無回答
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６ 公園・広場利用について 

（１）区内の公園や広場の利用状況 

「利用しない」は４割半ば 

問１１．区内の公園や広場を利用していますか。（１つだけに○） 

公園や広場の利用頻度を聞いたところ、「利用しない」（46.8％）が最も高く、次いで「年に数回程度」

（23.5％）、「月に１～２日程度」（12.5％）、「週に１～２日」（9.2％）となっている。 

ほぼ毎日
(2.0%)

週に３～５日
(3.9%)

週に１～２日
(9.2%)

月に１～２日程度
(12.5%)

年に数回程度
(23.5%)

利用しない
(46.8%)

無回答
(2.0%)

=

n=1,277
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性別でみると、「利用しない」では男性より女性の方が高い。 

 年代別でみると、「利用しない」では 20代で最も高く、60代、70代以上で半数以上となっている。「年

に数回程度」では 50代で他の年代よりも高くなっている。 

2.0 

2.0 

2.2 

0.7 

3.2 

0.4 

1.0 

1.9 

4.3 

3.9 

5.1 

3.0 

2.6 

5.0 

4.1 

1.6 

3.9 

5.1 

9.2 

10.3 

8.5 

3.3 

15.1 

13.2 

5.8 

8.3 

7.0 

12.5 

13.2 

12.2 

8.5 

20.2 

16.5 

12.0 

9.2 

7.8 

23.5 

25.9 

22.0 

24.8 

17.4 

26.9 

34.6 

23.8 

17.1 

46.8 

42.2 

50.5 

60.1 

37.2 

38.4 

44.5 

51.9 

51.8 

2.0 

1.3 

1.6 

0.0 

1.8 

0.4 

0.5 

1.0 

7.0 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 月に１～２日程度

年に数回程度 利用しない 無回答
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 居住地域別でみると、「利用しない」では南台、弥生町、本町、中央、東中野、上鷺宮で５割を超え高

く、特に弥生町では６割を超え最も高くなっている。一方、中野、上高田、新井、沼袋では他の地域と

比べ低くなっている。 

2.0 

1.1 

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

2.9 

0.0 

5.6 

3.7 

4.0 

5.6 

4.2 

0.0 

0.0 

10.2 

0.0 

4.2 

0.0 

3.2 

3.9 

2.2 

5.0 

1.9 

4.8 

2.4 

4.9 

2.6 

0.0 

3.7 

0.0 

0.0 

6.3 

0.0 

4.9 

5.1 

9.3 

8.3 

4.6 

3.2 

9.2 

9.9 

5.0 

2.9 

10.6 

8.2 

7.8 

10.3 

12.7 

9.3 

4.0 

11.1 

12.5 

0.0 

13.4 

10.2 

3.7 

14.6 

15.4 

8.1 

12.5 

12.1 

8.8 

9.5 

7.7 

10.6 

15.7 

25.6 

28.2 

18.5 

12.0 

8.3 

12.5 

11.1 

11.0 

6.8 

14.8 

8.3 

3.1 

11.3 

23.5 

20.9 

15.0 

26.7 

18.3 

22.4 

30.4 

23.1 

18.3 

27.8 

40.0 

25.0 

16.7 

55.6 

25.6 

23.7 

31.5 

12.5 

24.6 

21.0 

46.8 

52.7 

61.3 

58.1 

57.7 

52.9 

36.3 

35.9 

35.2 

33.3 

40.0 

44.4 

43.8 

33.3 

43.9 

44.1 

40.7 

47.9 

46.2 

53.2 

2.0 

1.1 

5.0 

1.0 

1.0 

2.4 

2.0 

2.6 

0.0 

3.7 

0.0 

5.6 

4.2 

0.0 

1.2 

0.0 

0.0 

4.2 

6.2 

0.0 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

ほぼ毎日 週に３～５日 週に１～２日 月に１～２日程度

年に数回程度 利用しない 無回答
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（２）区内の公園や広場の満足度 

《満足》が５割以上 

【問１１．で、「１．」～「５．」と回答した方に】 

問１１‐１．現在の区内の公園や広場に満足していますか。（１つだけに○） 

公園や広場の利用者に満足度を聞いたところ、「非常に満足している」（4.3％）、「まあ満足している」

（46.1％）を合わせた《満足》では５割を超え、「やや不満である」（35.2％）、「非常に不満である」（13.0％）

を合わせた《不満》では４割を超えている。 

非常に満足してい

る
(4.3%)

まあ満足している
(46.1%)

やや不満である
(35.2%)

非常に不満である
(13.0%)

無回答
(1.4%)

=

n=653
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性別でみると《満足》では女性より男性の方が高い。 

年代別でみると、《満足》では 20代で高く、「非常に不満」では 40代で高くなっている。 

4.3 

4.2 

4.5 

3.3 

6.8 

2.0 

4.8 

3.1 

5.7 

46.1 

47.1 

45.0 

65.6 

50.4 

33.8 

41.9 

45.4 

51.9 

35.2 

34.7 

35.7 

26.2 

32.3 

41.2 

39.0 

35.1 

32.1 

13.0 

13.3 

12.6 

4.9 

9.8 

23.0 

14.3 

12.4 

6.6 

1.4 

0.6 

2.1 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

4.1 

3.8 

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

全体 (n=653）

【性別】

男性 (n=308）

女性 (n=333）

【年代別】

20代 (n= 61）

30代 (n=133）

40代 (n=148）

50代 (n=105）

60代 (n= 97）

70代以上 (n= 106）

非常に満足している まあ満足している やや不満である

非常に不満である 無回答
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（３）区内の公園や広場の不満理由 

「公園や広場の数が少ないから」が５割半ば 

【問１１‐１．で、「３．」～「４．」と回答した方に】 

問１１‐２．その理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 公園や広場に不満がある人に、不満の理由（複数回答）を聞いたところ、「公園や広場の数が少ないか

ら」（54.0％）が最も高く、次いで「公園や広場が狭いから」（47.3％）、「公園や広場がきれいではない

から」（27.9％）、「ボール遊びができないから」（22.9％）となっている。 

54.0 

47.3 

27.9 

22.9 

15.6 

12.1 

10.8 

21.6 

2.2 

0 10 20 30 40 50 60

公園や広場の数が少ないから

公園や広場が狭いから

公園や広場がきれいではないから

ボール遊びができないから

アクセスが悪いから

ペットを連れて入れないから

公園や広場の治安が悪いから

その他

無回答

(%)

n=315
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性別でみると、「公園や広場が狭いから」、「ペットを連れて入れないから」では女性の方が高い。 

 

（％）

公

園

や
広

場

の
数

が

少

な

い

か

ら

公

園

や
広

場

が
狭

い

か

ら

公

園

や
広

場

が
き

れ

い

で

は

な

い
か

ら

ボ
ー

ル
遊

び

が
で

き

な

い

か

ら

ア

ク

セ
ス

が

悪
い

か

ら

ペ

ッ
ト
を

連

れ
て

入

れ

な

い

か

ら

公

園

や
広

場

の
治

安

が

悪

い

か

ら

そ

の

他

無

回
答

54.0 47.3 27.9 22.9 15.6 12.1 10.8 21.6 2.2

　男性　(n=148) 55.4 41.9 27.0 23.6 16.9 5.4 10.1 20.3 3.4

　女性　(n=161) 52.8 51.6 28.6 23.0 14.9 18.6 10.6 23.0 0.6

　全体　(n=315)

性

別
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７ 地震災害への対策について 

（１）家庭での備え 

「飲料水の備蓄」が５割半ば 

問１２．地震災害に備えて家庭内で何か対策を行っていますか。（あてはまるものすべてに○） 

 地震災害に備えた家庭内での対策（複数回答）を聞いたところ、「飲料水の備蓄」（55.6％）が最も高

く、次いで「食料の備蓄」（45.9％）、「家具類の転倒防止」（29.7％）となっている。一方、「特に行って

いない」（21.1％）では２割以上の人が対策を講じていない。 

55.6 

45.9 

29.7 

22.9 

22.6 

20.0 

17.0 

15.4 

14.0 

6.0 

5.1 

4.8 

3.9 

1.2 

21.1 

1.5 

0 10 20 30 40 50 60

飲料水の備蓄

食料の備蓄

家具類の転倒防止

消火器・救急セットなどの備え

家庭での連絡方法などの話し合い

避難方法・避難場所の確認

簡易トイレの備蓄

風呂などへの水のため置き

貴重品を持ち出す準備

バールやハンマーなどの救助用工具の備え

救命救助の講習会への参加

地域の防災訓練への参加

建物の補強

その他

特に行っていない

無回答

(%)

n=1,277
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過去４年間の調査との比較（2015年上位５項目を対象） 

＊「消火器・救急セットなどの備え」は、2011年では「消火器」、「救急医療品」が別項目になっているため、非掲載。 

なお、2011年「消火器」（20.8％）、「救急医療品」（18.9％）となっている。 

＜参考＞中央区との比較 

出典：平成 27年 中央区政世論調査概要（郵送調査、n=1,027） 

55.6

45.9

29.7

22.9

22.6

20.0

17.0

15.4

14.0

6.0

5.1

4.8

3.9

1.2

21.1

1.5

63.5

57.7

35.2

47.0

29.9

35.3

33.9

20.4

23.8

11.3

10.5

16.6

5.6

2.5

14.4

0.5

0 20 40 60 80

飲料水の備蓄

食料の備蓄

家具類の転倒防止

消火器・救急セットなどの備え

家庭での連絡方法などの話し合い

避難方法・避難場所の確認

簡易トイレの備蓄

風呂などへの水のため置き

貴重品を持ち出す準備

バールやハンマーなどの救助用工具の備え

救命救助の講習会への参加

地域の防災訓練への参加

建物の補強

その他

特に行っていない

無回答

中野区(n=1,277) 中央区(n=1,027)

55.6

45.9

29.7

22.9

22.6

56.2

46.1

31.1

23.9

22.1

62.3

56.4

27.3

21.5

19.6

55.1

34.1

23.9

28.7

0 20 40 60 80

飲料水の備蓄

食料の備蓄

家具類の転倒防止

消火器・救急セットなどの備え

家庭での連絡方法などの話し合い

2015（n=1,277）

2014（n=1,249）

2013（n=1,436）

2011（n=1,395）
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 性別でみると、「避難方法・避難場所の確認」、「貴重品を持ち出す準備」、「バールやハンマーなどの備

え」、「地域の防災訓練への参加」を除くすべての項目で男性より女性の方が高くなっている。また、「特

に行っていない」では女性より男性の方が高い。 

 年代別でみると、「風呂などへの水のため置き」では年代が上がるにつれて高くなっている。「消火器・

救急セットなどの備え」では 70代以上が最も高い。「特に行っていない」では 20代で最も高くなってい

る。 

（％）
飲
料
水
の
備
蓄

食
料
の
備
蓄

家
具
類
の
転
倒
防
止

消
火
器
・
救
急
セ

ッ
ト
な

ど
の
備
え

家
庭
で
の
連
絡
方
法
な
ど

の
話
し
合
い

避
難
方
法
・
避
難
場
所
の

確
認

簡
易
ト
イ
レ
の
備
蓄

風
呂
な
ど
へ
の
水
の
た
め

置
き

貴
重
品
を
持
ち
出
す
準
備

バ
ー

ル
や
ハ
ン
マ
ー

な
ど

の
救
助
用
工
具
の
備
え

救
命
救
助
の
講
習
会
へ
の

参
加

地
域
の
防
災
訓
練
へ
の
参

加 建
物
の
補
強

そ
の
他

特
に
行

っ
て
い
な
い

無
回
答

55.6 45.9 29.7 22.9 22.6 20.0 17.0 15.4 14.0 6.0 5.1 4.8 3.9 1.2 21.1 1.5

　男性　(n=545) 51.6 41.8 29.0 20.6 20.7 20.4 12.1 12.5 15.0 8.8 4.6 4.8 2.8 1.1 26.2 0.9

　女性　(n=695) 59.4 49.9 30.6 24.6 24.3 20.0 21.2 18.1 12.9 3.7 5.3 4.6 4.6 1.3 17.1 1.0

　20代　(n=153) 39.9 35.9 17.0 9.8 19.6 14.4 9.8 5.2 5.2 2.0 2.0 0.7 2.0 0.7 40.5 0.7

　30代　(n=218) 50.0 40.8 26.6 20.6 22.0 23.4 15.6 4.6 10.6 4.1 1.4 0.9 1.8 1.4 25.2 1.4

　40代　(n=242) 56.2 46.3 30.6 17.8 21.5 20.7 16.9 10.3 7.9 3.7 3.3 5.4 2.5 2.1 18.6 0.8

　50代　(n=191) 66.0 50.3 36.6 23.6 28.3 22.0 21.5 20.4 12.6 8.4 9.9 5.8 3.7 0.5 12.6 0.5

　60代　(n=206) 60.2 51.5 32.0 25.2 18.9 19.4 21.4 21.4 18.9 7.3 7.8 6.8 7.3 0.0 20.4 1.5

　70代以上　(n=257) 58.4 47.9 31.5 33.9 24.1 18.7 15.2 27.2 24.9 9.3 5.8 7.4 5.1 1.9 15.6 2.7

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 家族形態別でみると、「飲料水の備蓄」、「家庭での連絡方法などの話し合い」、「風呂などへの水のため

置き」、「建物の補強」では世代が多くなるにつれて高くなっている。「特に行っていない」ではひとり暮

らしで高い。 

（％）
飲

料
水
の
備

蓄

食

料
の
備
蓄

家

具
類
の
転

倒
防
止

消

火
器
・
救

急
セ

ッ
ト

な

ど

の
備
え

家

庭
で
の
連

絡
方
法
な

ど

の

話
し
合
い

避

難
方
法
・

避
難
場
所

の

確

認

簡

易
ト
イ
レ

の
備
蓄

風

呂
な
ど
へ

の
水
の
た

め

置

き

貴

重
品
を
持

ち
出
す
準

備

バ
ー

ル
や
ハ

ン
マ
ー

な

ど

の

救
助
用
工

具
の
備
え

救

命
救
助
の

講
習
会
へ

の

参

加

地

域
の
防
災

訓
練
へ
の

参

加 建

物
の
補
強

そ

の
他

特

に
行

っ
て

い
な
い

　

無
回
答

55.6 45.9 29.7 22.9 22.6 20.0 17.0 15.4 14.0 6.0 5.1 4.8 3.9 1.2 21.1 1.5

　ひとり暮らし
　　(n=297)

37.7 33.3 17.2 10.8 3.7 14.1 8.8 10.4 12.5 3.4 2.0 2.4 2.0 1.7 38.7 0.7

　夫婦のみ（事実婚を含む）

　　(n=273)
62.3 45.1 31.5 26.0 28.6 22.7 18.7 16.1 15.4 8.4 8.1 7.0 3.3 0.4 15.0 2.2

　親と子ども（二世代家族）
　　(n=482)

63.1 54.8 36.9 29.3 29.9 22.0 22.6 16.8 14.5 6.4 5.6 5.0 4.4 1.0 15.1 0.6

　親と子どもと孫（三世代家族）
　　(n= 69)

65.2 52.2 36.2 23.2 31.9 23.2 15.9 23.2 20.3 4.3 7.2 5.8 7.2 1.4 8.7 4.3

　その他　(n=149) 51.7 41.6 24.2 20.1 20.1 18.1 13.4 16.1 8.1 5.4 3.4 4.7 5.4 2.0 22.1 3.4

　全体　(n=1,277)

家
族

形
態
別
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（２）食料の備蓄状況 

「３日分以上」が４割半ば 

【問１２．で、「１．食料の備蓄」と回答した方に】 

問１２‐１．備蓄の量はどのくらいありますか。（１つだけに○） 

食料の備蓄をしている人に食料の備蓄量を聞いたところ、「３日分以上」（45.9％）が最も高く、次い

で「２日分」（38.2％）、「１日分」（12.8％）となっている。 

3日分以上
(45.9%)

2日分
(38.2%)

1日分
(12.8%)

1食分
(2.0%)

無回答
(1.0%)

=

n=586
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（３）飲料水の備蓄状況 

「３リットル以上」が７割以上と非常に高い 

【問１２．で、「２．飲料水の備蓄」と回答した方に】 

問１２‐２．備蓄の量はどのくらいありますか。（１つだけに○） 

 飲料水を備蓄している人に飲料水の備蓄量を聞いたところ、「３リットル以上」（75.5％）が最も高く、

次いで「２リットル以上３リットル未満」（14.9％）、「１リットル以上２リットル未満」（7.0％）となっ

ている。 

3リットル以上
(75.5%)

2リットル以上

3リットル未満
(14.9%)

1リットル以上

2リットル未満
(7.0%)

1リットル未満
(1.8%)

無回答
(0.7%)

=

n=710
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（４）地域で頼れる人の有無・頼れる対象者 

頼れる人は「同居の家族」が４割強、「頼れる人はいない」は３割弱 

問１３．いざというとき、お住まいの地域に頼れる人はいますか。（あてはまるものすべてに○） 

 いざというとき、お住いの地域に頼れる人はいるか（複数回答）を聞いたところ、「同居の家族」（42.9％）

が最も高く、次いで「頼れる人はいない」（27.1％）、「近くに住んでいる友人・知人」（26.9％）、「近く

に住んでいる家族」（17.4％）となっている。  

42.9 

26.9 

17.4 

10.1 

4.4

1.6 

2.0 

27.1 

1.3 

0 10 20 30 40 50

同居の家族

近くに住んでいる友人・知人

近くに住んでいる家族

近くに住んでいる親戚

町会・自治会の役員

地域の民生委員・児童委員

その他

頼れる人はいない

無回答

(%)

n=1,277



92 

性別でみると、「頼れる人はいない」を除いたすべての項目で男性よりも女性の方が高い。 

 年代別でみると、「頼れる人はいない」では 20代、30代が高くなっている。また、「近くに住んでいる

家族」では 70代以上で高い。「同居の家族」では 50代から 70代以上で高くなっている。 

（％）
同
居
の
家
族

近
く
に
住
ん
で
い
る
友

人
・
知
人

近
く
に
住
ん
で
い
る
家
族

近
く
に
住
ん
で
い
る
親
戚

町
会
・
自
治
会
の
役
員

地
域
の
民
生
委
員
・
児
童

委
員

そ
の
他

頼
れ
る
人
は
い
な
い

無
回
答

42.9 26.9 17.4 10.1 4.4 1.6 2.0 27.1 1.3

　男性　(n=545) 36.5 26.4 15.2 10.1 4.0 1.3 2.0 32.7 0.6

　女性　(n=695) 48.1 27.2 19.3 10.2 4.5 1.7 1.7 23.2 1.2

　20代　(n=153) 35.3 30.1 7.2 7.8 1.3 0.0 1.3 35.3 0.7

　30代　(n=218) 30.7 27.1 12.4 7.8 3.2 0.9 1.8 36.2 1.8

　40代　(n=242) 43.8 31.4 20.7 11.6 2.1 0.4 1.7 26.4 0.0

　50代　(n=191) 48.7 26.7 17.8 11.5 4.2 1.0 2.6 27.2 0.0

　60代　(n=206) 48.1 27.7 16.0 14.6 4.9 0.0 1.0 26.2 1.5

　70代以上　(n=257) 47.9 19.1 25.3 7.0 8.9 5.8 3.1 15.6 3.1

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「近くに住んでいる家族」では上鷺宮が最も高く、「近くに住んでいる友人・知

人」では大和町が最も高くなっている。「同居の家族」では江原町が最も高く、南台、野方、弥生町、沼

袋が高くなっている。また、「頼れる人はいない」では白鷺が最も高く、中野、上高田で高い。 

 

（％）

同

居
の

家
族

近

く
に

住
ん

で
い

る
友

人

・
知

人

近

く
に

住
ん

で
い

る
家

族

近

く
に

住
ん

で
い

る
親

戚

町

会
・

自
治

会
の

役
員

地

域
の

民
生

委
員

・
児

童

委

員

そ

の
他

頼

れ
る

人
は

い
な

い

無
回

答

42.9 26.9 17.4 10.1 4.4 1.6 2.0 27.1 1.3

　南台　(n= 91) 52.7 23.1 13.2 7.7 3.3 1.1 1.1 24.2 1.1

　弥生町　(n= 80) 48.8 22.5 17.5 10.0 2.5 0.0 2.5 22.5 1.3

　本町　(n=105) 40.0 30.5 14.3 15.2 4.8 1.0 1.0 30.5 2.9

　中央　(n=104) 39.4 24.0 16.3 10.6 4.8 2.9 4.8 28.8 0.0

　東中野　(n= 85) 37.6 22.4 16.5 12.9 2.4 3.5 0.0 30.6 0.0

　中野　(n=102) 36.3 26.5 14.7 5.9 9.8 2.0 4.9 35.3 1.0

　上高田　(n= 78) 34.6 23.1 17.9 9.0 3.8 1.3 2.6 32.1 2.6

　新井　(n= 71) 39.4 29.6 16.9 8.5 4.2 0.0 0.0 28.2 1.4

　沼袋　(n= 54) 48.1 25.9 18.5 7.4 5.6 0.0 0.0 22.2 1.9

　松が丘　(n= 25) 52.0 32.0 20.0 4.0 4.0 0.0 0.0 16.0 0.0

　江原町　(n= 36) 55.6 33.3 8.3 2.8 5.6 2.8 2.8 16.7 0.0

　江古田　(n= 48) 39.6 33.3 20.8 8.3 6.3 2.1 0.0 27.1 2.1

　丸山　(n= 18) 55.6 38.9 33.3 16.7 5.6 0.0 0.0 16.7 0.0

　野方　(n= 82) 52.4 24.4 22.0 8.5 2.4 1.2 1.2 22.0 1.2

　大和町　(n= 59) 39.0 40.7 10.2 15.3 5.1 0.0 1.7 27.1 1.7

　若宮　(n= 54) 38.9 25.9 20.4 18.5 1.9 1.9 3.7 25.9 0.0

　白鷺　(n= 48) 35.4 22.9 10.4 8.3 2.1 2.1 2.1 37.5 0.0

　鷺宮　(n= 65) 46.2 18.5 18.5 9.2 6.2 3.1 1.5 26.2 0.0

　上鷺宮　(n= 62) 46.8 30.6 35.5 12.9 3.2 3.2 3.2 21.0 3.2

　全体　(n=1,277)

居
住

地
域

別
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８ 男女平等について 

（１）男女の地位の平等感 

『学校教育の場における男女の地位』で「平等」が４割半ば 

問１４．次の各分野において、男女の地位は平等だと思いますか。（それぞれについて１つだけに○） 

 ４つの分野において、男女の地位が平等だと思うかを聞いたところ、「平等」が最も高かったのは『学

校教育』（46.3％）、次いで『家庭生活』（38.7％）、『職場』（25.4％）、『社会全体』（15.7％）となってい

る。 

4.1 

1.5 

0.9 

1.3 

11.7 

4.6 

3.2 

4.4 

38.7 

25.4 

46.3 

15.7 

20.4 

25.4 

8.5 

37.4 

9.2 

21.6 

2.9 

23.6 

12.8 

13.6 

29.4 

12.1 

3.1 

7.9 

8.8 

5.4 

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

①家庭生活における男女の地位

②職場における男女の地位

③学校教育の場における男女の地位

④社会全体における男女の地位

女性が優遇 やや女性が優遇 平等 やや男性が優遇 男性が優遇 わからない 無回答

*①～④：n=1,277
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男女の地位の平等感について、前回（2014年）と比較した結果は、以下のとおりである。 

＊今回(2015)：n=1,277 前回(2014)：n=1,249 

女性が優遇

4.1

4.7

1.5

1.5

0.9

0.9

1.3

1.5

やや女性が

優遇

11.7

12.0

4.6

3.8

3.2

3.0

4.4

3.8

平等

38.7

36.8

25.4

21.7

46.3

48.5

15.7

14.3

やや男性が

優遇

20.4

20.3

25.4

28.3

8.5

9.6

37.4

37.0

男性が優遇

9.2

10.2

21.6

24.7

2.9

4.2

23.6

26.5

わからない

12.8

11.6

13.6

11.4

29.4

24.0

12.1

10.4

無回答

3.1

4.3

7.9

8.5

8.8

9.8

5.4

6.4

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

今回（2015）

前回（2014）

今回（2015）

前回（2014）

今回（2015）

前回（2014）

今回（2015）

前回（2014）

家庭生活

職場

学校教育

社会全体
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＜参考＞各平等感について、各自治体との比較 

家庭生活における男女の地位の平等感 

職場における男女の地位の平等感 

女性が優遇

4.1

1.3

1.2

4.1

やや女性が

優遇

11.7

6.1

8.2

8.0

平等

38.7

47.0

52.9

45.8

やや男性が

優遇

20.4

34.7

28.8

27.5

男性が優遇

9.2

8.5

7.6

8.1

わからない

12.8

2.3

1.2

0.0

無回答

3.1

0.0

0.0

6.6

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

中野区

国

（2012）

東京都区部

（2012）

中央区

（2015）

女性が優遇

1.5

0.5

0.6

1.3

やや女性が

優遇

4.6

4.2

7.6

7.2

平等

25.4

28.5

22.4

27.2

やや男性が

優遇

25.4

42.1

52.9

37.9

男性が優遇

21.6

15.6

11.2

18.2

わからない

13.6

9.2

5.3

0.0

無回答

7.9

0.0

0.0

8.3

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

中野区

国

（2012）

東京都区部

（2012）

中央区

（2015）
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学校教育の場における男女の地位の平等感 

社会全体における男女の地位の平等感 

＊出典：男女共同参画社会に関する世論調査（2012）（訪問調査、国：n=3,033、東京都区部：n=170） 

平成 27 年 中央区政世論調査概要（郵送調査、n=1,027） 

＊中野：n=1,277 

女性が優遇

0.9

0.7

0.6

0.5

やや女性が

優遇

3.2

3.0

5.3

3.3

平等

46.3

67.0

70.0

75.0

やや男性が

優遇

8.5

11.0

11.8

10.0

男性が優遇

2.9

2.4

1.8

1.6

わからない

29.4

15.8

10.6

0.0

無回答

8.8

0.0

0.0

9.6

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

中野区

国

（2012）

東京都区部

（2012）

中央区

（2015）

女性が優遇

1.3

0.4

1.2

0.7

やや女性が

優遇

4.4

3.4

7.1

5.7

平等

15.7

24.6

18.8

42.3

やや男性が

優遇

37.4

59.1

64.1

37.9

男性が優遇

23.6

10.8

7.1

5.5

わからない

12.1

1.8

1.8

0.0

無回答

5.4

0.0

0.0

8.6

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

中野区

国

（2012）

東京都区部

（2012）

中央区

（2015）
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（２）家庭生活における男女の地位 

 性別でみると、「平等」では男性で 43.7％、女性で 35.1％となっている。また、「女性が優遇」、「やや

女性が優遇」を合わせた《女性優遇》では男性（22.2％）に対し、女性（11.0％）となっている。一方、

「やや男性が優遇」、「男性が優遇」を合わせた《男性優遇》では男性（20.0％）に対し、女性（37.2％）

となっている。 

年代別でみると、「平等」では 60代で最も高く、30 代で低い。 

4.1 

5.3 

3.2 

3.9 

4.6 

2.1 

4.7 

3.9 

5.4 

11.7 

16.9 

7.8 

15.7 

14.2 

10.7 

12.0 

10.7 

8.6 

38.7 

43.7 

35.1 

39.2 

34.4 

40.1 

37.2 

42.7 

38.9 

20.4 

16.0 

23.7 

18.3 

24.8 

21.9 

22.0 

18.9 

16.0 

9.2 

4.0 

13.5 

2.0 

8.3 

11.2 

12.6 

10.7 

8.9 

12.8 

12.5 

13.1 

20.9 

12.4 

13.6 

11.0 

9.2 

11.7 

3.1 

1.7 

3.6 

0.0 

1.4 

0.4 

0.5 

3.9 

10.5 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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 地域別でみると、「平等」では江原町で最も高く、江古田で低くなっている。また、《男性優遇》では

江古田が最も高く、《女性優遇》では、新井が最も高くなっている。 

4.1 

3.3 

6.3 

2.9 

2.9 

3.5 

3.9 

2.6 

8.5 

3.7 

4.0 

0.0 

0.0 

5.6 

2.4 

10.2 

3.7 

4.2 

3.1 

4.8 

11.7 

11.0 

11.3 

9.5 

10.6 

14.1 

8.8 

14.1 

16.9 

13.0 

4.0 

13.9 

12.5 

5.6 

15.9 

8.5 

11.1 

12.5 

13.8 

8.1 

38.7 

38.5 

33.8 

42.9 

33.7 

40.0 

35.3 

41.0 

36.6 

40.7 

68.0 

47.2 

25.0 

44.4 

40.2 

33.9 

40.7 

33.3 

46.2 

38.7 

20.4 

26.4 

18.8 

21.0 

24.0 

18.8 

24.5 

10.3 

21.1 

22.2 

8.0 

11.1 

29.2 

22.2 

19.5 

20.3 

18.5 

16.7 

18.5 

21.0 

9.2 

9.9 

10.0 

4.8 

9.6 

9.4 

3.9 

12.8 

3.4

1.9 

12.0 

11.1 

14.6 

16.7 

8.5 

11.9 

7.4 

12.5 

7.7 

14.5 

12.8 

8.8 

15.0 

13.3 

15.4 

9.4 

18.6 

17.9 

8.5 

11.1 

4.0 

13.9 

12.5 

5.6 

11.0 

15.3 

16.7 

16.7 

7.7 

11.3 

3.1 

2.2 

5.0 

5.7 

3.8 

4.7 

4.9 

1.3 

1.4 

1.9 

0.0 

2.8 

6.3 

0.0 

2.4 

0.0 

1.9 

4.2 

3.1 

1.6 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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（３）職場における男女の地位 

 性別でみると、「平等」では男性で 31.9％、女性で 21.3％となっている。《女性優遇》では男性（9.3％）

に対し、女性（3.8％）となっている。一方、《男性優遇》では男性（42.3％）に対し、女性（50.8％）

となっている。 

 年代別でみると、「平等」では 20代で高い。《女性優遇》では年代が上がるにつれて減少傾向となって

いる。 

1.5 

3.1 

0.3 

2.0 

0.5 

3.7 

2.1 

1.0 

0.0 

4.6 

6.2 

3.5 

12.4

8.7 

3.7 

3.7 

1.0 

0.8 

25.4 

31.9 

21.3 

31.4 

29.4 

27.7 

29.3 

24.8 

14.8 

25.4 

26.2 

24.3 

20.9 

27.1 

27.7 

30.9 

27.2 

17.9 

21.6 

16.1 

26.5 

19.6 

23.4 

24.0 

23.6 

25.2 

14.4 

13.6 

11.9 

15.3 

13.1 

10.1 

11.2 

10.5 

15.0 

20.6 

7.9 

4.4 

8.9 

0.7 

0.9 

2.1 

0.0 

5.8 

31.5 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

女性が優遇 やや女性が優遇 平等 やや男性が優遇

男性が優遇 わからない 無回答
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 地域別でみると、「平等」では江古田で最も高く、白鷺で低くなっている。《男性優遇》では新井、野

方で最も高く、《女性優遇》では沼袋で最も高くなっている。 

1.5 

2.2 

2.5 

0.0 

0.0 

1.2 

1.0 

0.0 

2.8 

1.9 

8.0 

2.8 

0.0 

5.6 

1.2 

3.4 

0.0 

0.0 

1.5 

1.6 

4.6 

2.2 

3.8 

3.8 

4.8 

7.1 

3.9 

0.0 

4.2 

9.3 

8.0 

5.6 

2.1 

0.0 

3.7 

5.1 

7.4 

4.2 

6.2 

8.1 

25.4 

27.5 

20.0 

27.6 

29.8 

24.7 

28.4 

19.2 

25.4 

20.4 

20.0 

27.8 

33.3 

27.8 

23.2 

27.1 

27.8 

18.8 

24.6 

25.8 

25.4 

24.2 

21.3 

26.7 

26.9 

25.9 

21.6 

29.5 

25.4 

27.8 

32.0 

19.4 

31.3 

22.2 

28.0 

30.5 

24.1 

20.8 

21.5 

22.6 

21.6 

20.9 

25.0 

20.0 

18.3 

27.1 

23.5 

16.7 

28.2 

16.7 

8.0 

27.8 

18.8 

22.2 

25.6 

18.6 

14.8 

22.9 

24.6 

22.6 

13.6 

14.3 

20.0 

12.4 

13.5 

7.1 

13.7 

26.9 

8.5 

14.8 

12.0 

11.1 

6.3 

5.6 

11.0 

11.9 

14.8 

20.8 

12.3 

16.1 

7.9 

8.8 

7.5 

9.5 

6.7 

7.1 

7.8 

7.7 

5.6 

9.3 

12.0 

5.6 

8.3 

16.7 

7.3 

3.4 

11.1 

12.5 

9.2 

3.2 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

女性が優遇 やや女性が優遇 平等 やや男性が優遇

男性が優遇 わからない 無回答
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（４）学校教育の場における男女の地位 

性別でみると、「平等」では男性で 51.6％、女性で 42.7％となっている。 

 年代別でみると 70代以上で他の年代より低くなっている。また、《女性優遇》では 20代で高く、《男

性優遇》では 50代、60代で高くなっている。 

0.9 

1.7 

0.3 

3.9 

0.0 

0.4 

1.6 

0.0 

0.4 

3.2 

4.4 

2.3 

7.2 

4.1 

2.5 

3.7 

2.4 

1.2 

46.3 

51.6 

42.7 

55.6 

49.5 

48.8 

49.7 

48.1 

30.7 

8.5 

7.5 

9.5 

6.5 

4.1 

9.5 

11.5 

10.7 

8.6 

2.9 

1.7 

3.9 

3.3 

2.3 

1.2 

4.7 

4.4 

2.3 

29.4 

28.4 

31.1 

23.5 

37.2 

36.0 

27.7 

26.7 

24.1 

8.8 

4.8 

10.2 

0.0 

2.8 

1.7 

1.0 

7.8 

32.7 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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 地域別でみると、「平等」では大和町で最も高く、上高田で低くなっている。「やや女性が優遇」では

沼袋で高くなっている。《男性優遇》では野方で最も高くなっている。 

0.9 

3.3 

1.3 

0.0 

1.0 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

4.0 

0.0 

0.0 

5.6 

0.0 

0.0 

0.0 

2.1 

1.5 

0.0 

3.2 

0.0 

2.5 

2.9 

2.9 

4.7 

2.9 

1.3 

7.0 

9.3 

8.0 

2.8 

0.0 

11.1 

1.2 

3.4 

1.9 

4.2 

3.1 

1.6 

46.3 

57.1 

36.3 

46.7 

39.4 

55.3 

47.1 

30.8 

47.9 

37.0 

36.0 

44.4 

54.2 

33.3 

42.7 

62.7 

55.6 

37.5 

56.9 

46.8 

8.5 

5.5 

10.0 

9.5 

9.6 

5.9 

6.9 

14.1 

5.6 

11.1 

4.0 

5.6 

2.1 

11.1 

15.9 

5.1 

7.4 

4.2 

10.8 

11.3 

2.9 

4.4 

3.8 

1.0 

3.8 

1.2 

4.9 

0.0 

1.4 

1.9 

8.0 

2.8 

2.1 

0.0 

3.7 

5.1 

1.9 

8.3 

1.5 

1.6 

29.4 

20.9 

35.0 

28.6 

33.7 

23.5 

30.4 

43.6 

32.4 

31.5 

24.0 

38.9 

31.3 

27.8 

28.0 

22.0 

24.1 

31.3 

16.9 

35.5 

8.8 

8.8 

11.3 

11.4 

9.6 

7.1 

7.8 

10.3 

5.6 

9.3 

16.0 

5.6 

10.4 

11.1 

8.5 

1.7 

9.3 

12.5 

9.2 

3.2 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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（５）社会全体における男女の地位 

 性別でみると、「平等」では男性で 21.8％、女性で 11.5％となっている。《男性優遇》では男性（55.2％）

に対し、女性（66.9％）となっている。一方、《女性優遇》では男性（10.2％）に対し、女性（2.0％）

となっている。 

 年代別でみると、「平等」では 20代で高い。《男性優遇》では 50代で最も高く、70代で低くなってい

る。 

1.3 

2.9 

0.0 

3.3 

1.4 

1.2 

1.6 

0.5 

0.4 

4.4 

7.3 

2.0 

7.2 

6.9 

5.4 

4.2 

2.9 

1.2 

15.7 

21.8 

11.5 

22.9 

13.3 

16.1 

16.2 

13.6 

15.2 

37.4 

39.6 

36.5 

34.0 

38.1 

37.2 

39.8 

44.7 

31.1 

23.6 

15.6 

30.4 

19.0 

25.7 

25.6 

31.4 

24.8 

16.0 

12.1 

10.1 

13.8 

13.7 

13.3 

12.8 

6.8 

9.7 

15.2 

5.4 

2.6 

5.8 

0.0 

1.4 

1.7 

0.0 

3.9 

21.0 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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 地域別でみると、「平等」では若宮で最も高く、弥生町で低くなっている。「やや女性が優遇」では沼

袋が高くなっている。《男性優遇》では上鷺宮が最も高くなっている。 

1.3 

2.2 

2.5 

1.0 

1.0 

1.2 

1.0 

0.0 

1.4 

0.0 

4.0 

2.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

3.7 

0.0 

3.1 

0.0 

4.4 

5.5 

7.5 

2.9 

1.9 

4.7 

5.9 

3.8 

8.5 

13.0 

12.0 

2.8 

0.0 

5.6 

2.4 

3.4 

1.9 

6.3 

1.5 

0.0 

15.7 

17.6 

7.5 

24.8 

17.3 

15.3 

11.8 

15.4 

14.1 

9.3 

8.0 

11.1 

14.6 

16.7 

15.9 

16.9 

25.9 

16.7 

18.5 

16.1 

37.4 

33.0 

35.0 

31.4 

38.5 

37.6 

36.3 

38.5 

42.3 

44.4 

32.0 

33.3 

41.7 

38.9 

37.8 

39.0 

40.7 

27.1 

44.6 

38.7 

23.6 

28.6 

31.3 

22.9 

23.1 

29.4 

24.5 

14.1 

23.9 

14.8 

16.0 

25.0 

25.0 

16.7 

28.0 

27.1 

11.1 

29.2 

15.4 

29.0 

12.1 

8.8 

11.3 

11.4 

12.5 

8.2 

14.7 

20.5 

8.5 

13.0 

16.0 

19.4 

8.3 

11.1 

9.8 

11.9 

13.0 

14.6 

10.8 

12.9 

5.4 

4.4 

5.0 

5.7 

5.8 

3.5 

5.9 

7.7 

1.4 

5.6 

12.0 

5.6 

10.4 

11.1 

6.1 

1.7 

3.7 

6.3 

6.2 

3.2 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

女性が優遇 やや女性が優遇 平等

やや男性が優遇 男性が優遇 わからない

無回答
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（６）配偶者の仕事状況 

「常勤の勤め人（正社員）」が 22.4％、「無職」が 18.3％ 

【問１５．～問１６．は、配偶者（事実婚を含む）のいる男性にのみ伺います】 

問１５．配偶者は家事以外の仕事を行っていますか。（１つだけに○） 

 配偶者がいる男性に配偶者が、家事以外の仕事をしているかを聞いたところ、「常勤の勤め人（正社員）」

（22.4％）が最も高く、次いで「家事専業」（21.7％）、「パート・臨時・アルバイト」（20.2％）となっ

ている。また、「無職」（18.3％）が次いで高くなっている。 

22.4 

21.7 

20.2 

9.3 

6.8 

0.0

18.3 

1.2 

0 10 20 30

常勤の勤め人（正社員）

家事専業

パート・臨時・アルバイト

自営業

常勤の勤め人（派遣・契約社員）

学生

無職

無回答

(%)

n=322
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（７）家事への関わり状況 

《関わっている》は７割強 

【問１５．～問１６．は、配偶者（事実婚を含む）のいる男性にのみ伺います】 

問１６．あなたは、家事に対してどのように関わっていますか。（１つだけに○） 

 配偶者のいる男性に、家事に対してどのように関わっているかを聞いたところ、「すべて自分が関わっ

ている」、「相当程度自分が関わっている」、「配偶者（パートナー）と平等に分担している」、「ある程度

家事に参加している」を合わせた《関わっている》は７割強と高くなっている。一方、「ほとんど家事は

しない」は２割半ばとなっている。 

すべて自分が関

わっている
(4.3%) 相当程度自分が関

わっている
(9.9%)

配偶者（パート

ナー）と平等に分

担している
(10.9%)

ある程度家事に参

加している
(46.6%)

ほとんど家事はし

ない
(26.7%)

無回答
(1.6%)

=

n=322
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（８）就労希望の有無 

就労希望をしない「いいえ」が約５割 

【問１７．～問１７-１は未就労の女性にのみ伺います】 

問１７．あなたは、就労を希望していますか。（１つだけに○） 

 未就労の女性に就労を希望するかを聞いたところ、就労を希望しない「いいえ」（50.9％）、「はい」

（18.0％）となっている。 

はい
(18.0%)

いいえ
(50.9%)

無回答
(31.1%)

=

n=267
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（９）就労しない理由 

「家事や子育てがあるため」は３割を超える 

【問１７．～問１７-１は未就労の女性にのみ伺います】 

問１７-１．就労しない理由は何ですか。（１つだけに○） 

 未就労の女性で就労を希望する方に就労をしない理由を聞いたところ、「家事や子育てがあるため」

（34.6％）が最も高く、次いで「近所に就労先がないため」、「資格等がないため」（同率 7.7％）、「希望

する仕事がないため」（5.1％）となっている。 

家事や子育てがあ

るため
(34.6%)

近所に就労先がな

いため
(7.7%)

希望する仕事がな

いため
(5.1%)

資格等がないため
(7.7%)

その他
(25.6%)

無回答
(19.2%)

=

n=78
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９ 医療保険制度について 

（１）国民健康保険のしくみの周知度 

《知っている》は７割半ば 

【74 歳以下の方に伺います】 

問１８．国民健康保険のしくみ（手続き・保険料の納め方など）についてどの程度ご存知ですか。 

（１つだけに○） 

 74歳以下の人に国民健康保険のしくみをどの程度知っているかを聞いたところ、「一部知っているがわ

からない内容も多い」（36.5％）が最も高く、次いで「だいたい知っている」（31.1％）、「ほとんど知ら

ない」（19.4％）となっている。 

「よく知っている」、「だいたい知っている」、「一部知っているがわからない内容も多い」を合わせた《知

っている》は７割半ばと高くなっている。 

よく知っている
(8.3%)

だいたい知ってい

る
(31.1%)

一部知っているが

わからない内容も

多い
(36.5%)

ほとんど知らない
(19.4%)

無回答
(4.7%)

=

n=1,091
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性別でみると、《知っている》では男性より女性の方が高い。 

 年代別でみると、「だいたい知っている」では年代が上がるにつれて高くなっている。《知っている》

では 70代以上で最も高くなっている。 

8.3 

9.1 

7.5 

2.0 

8.7 

7.0 

10.5 

9.2 

16.0 

31.1 

30.8 

31.0 

17.6 

22.0 

27.3 

32.5 

47.6 

46.9 

36.5 

34.8 

38.0 

45.1 

42.2 

38.0 

35.1 

27.7 

25.9 

19.4 

21.1 

18.5 

32.7 

22.0 

21.9 

17.3 

11.2 

6.2 

4.7 

4.3 

5.0 

2.6 

5.0 

5.8 

4.7 

4.4 

4.9 

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

全体 (n=1,091）

【性別】

男性 (n=494）

女性 (n=584）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n= 81）

よく知っている だいたい知っている

一部知っているがわからない内容も多い ほとんど知らない

無回答
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（２）後期高齢者医療制度の周知度 

《知っている》は７割強 

【７５歳以上の方に伺います】 

問１９．後期高齢者医療制度のしくみ（手続き・保険料の納め方など）について 

どの程度ご存知ですか。（１つだけに○) 

 ７５歳以上の人に、後期高齢者医療制度のしくみについてどの程度知っているかを聞いたところ、「だ

いたい知っている」（35.8％）が最も高く、次いで「一部知っているがわからない内容も多い」（28.4％）、

「ほとんど知らない」（22.2％）となっている。 

「よく知っている」、「だいたい知っている」、「一部知っているがわからない内容も多い」を合わせた《知

っている》は７割強となっている。 

よく知っている
(8.0%)

だいたい知ってい

る
(35.8%)

一部知っているが

わからない内容も

多い
(28.4%)

ほとんど知らない
(22.2%)

無回答
(5.7%)

=

n=176
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 １０ 区政情報の入手状況について 

（１）区政情報の入手状況 

《得られていない》が４割弱 

問２０．あなたが必要とする中野区政の情報は得られていますか。（１つだけに○） 

 必要とする中野区政の情報が得られているかを聞いたところ、「得られている」（34.4％）が最も高く、

次いで「あまり得られていない」（33.0％）、「わからない」（19.1％）、「必要としていない」（7.9％）と

なっている。「あまり得られていない」と「全く得られていない」を合わせた《得られていない》は４割

弱である。 

得られている
(34.4%)

あまり得られてい

ない
(33.0%)

全く得られていな

い
(4.3%)

必要としていない
(7.9%)

わからない
(19.1%)

無回答
(1.3%)

=

n=1,277
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性別でみると、「必要としない」では女性より男性の方が高くなっている。 

 年代別でみると、「得られている」では、年代が上がるにつれて高くなっている。 

《得られていない》より「得られている」が高いのは 60代、70代以上となっている。「得られている」

では 20代で他の年代と比べて低くなっている。 

34.4 

33.8 

35.0 

15.7 

27.5 

34.7 

35.1 

42.2 

44.0 

33.0 

33.2 

32.9 

26.1 

35.8 

35.5 

39.3 

35.9 

26.5 

4.3 

4.6 

4.2 

4.6 

6.9 

4.1 

3.7 

4.4 

2.7 

7.9 

11.0 

5.5 

21.6 

7.3 

5.8 

8.4 

4.9 

4.3 

19.1 

16.7 

21.3 

32.0 

22.0 

19.4 

13.1 

11.2 

19.1 

1.3 

0.7 

1.2 

0.0 

0.5 

0.4 

0.5 

1.5 

3.5 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

得られている あまり得られていない 全く得られていない

必要としていない わからない 無回答
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 居住地域別でみると、《得られていない》より「得られている」が高くなっている地域は、上鷺宮、新

井、南台、沼袋、野方、大和町、中野、上高田、の８地区となっている。一方、「あまり得られていない」

では東中野が他の地域と比べて高くなっている。 

34.4 

40.7 

30.0 

24.8 

27.9 

28.2 

40.2 

38.5 

40.8 

40.7 

28.0 

27.8 

22.9 

38.9 

39.0 

39.0 

33.3 

37.5 

35.4 

41.9 

33.0 

27.5 

32.5 

33.3 

33.7 

40.0 

26.5 

34.6 

33.8 

33.3 

40.0 

38.9 

45.8 

33.3 

30.5 

27.1 

31.5 

33.3 

33.8 

32.3 

4.3 

3.3 

6.3 

4.8 

9.6 

5.9 

3.9 

2.6 

2.8 

1.9 

0.0 

0.0 

0.0 

5.6 

6.1 

3.4 

1.9 

6.3 

4.6 

4.8 

7.9 

7.7 

2.5 

12.4 

12.5 

15.3 

8.8 

3.8 

4.2 

5.6 

4.0 

8.3 

4.2 

5.6 

4.9 

15.3 

5.6 

4.2 

9.2 

3.2 

19.1 

19.8 

26.3 

21.9 

15.4 

9.4 

19.6 

19.2 

16.9 

18.5 

28.0 

25.0 

22.9 

16.7 

18.3 

13.6 

27.8 

18.8 

16.9 

17.7 

1.3 

1.1 

2.5 

2.9 

1.0 

1.2 

1.0 

1.3 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

4.2 

0.0 

1.2 

1.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

全体 (n=1,277）

【居住地域別】

南台 (n=91)

弥生町 (n=80)

本町 (n=105)

中央 (n=104)

東中野 (n= 85)

中野 (n=102)

上高田 (n= 78)

新井 (n= 71)

沼袋 (n= 54)

松が丘 (n= 25)

江原町 (n= 36)

江古田 (n= 48)

丸山 (n= 18)

野方 (n= 82)

大和町 (n= 59)

若宮 (n= 54)

白鷺 (n= 48)

鷺宮 (n= 65)

上鷺宮 (n= 62)

得られている あまり得られていない 全く得られていない

必要としていない わからない 無回答
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（２）区政情報の入手先 

「区報」が９割を超え非常に高い 

【問２０．で、「１．得られている」と回答した方に】 

問２０‐１．あなたは区政の情報を主に何から得ていますか。（あてはまるものすべてに○） 

 中野区政の情報を得られている人に区政情報の入手先（複数回答）を聞いたところ、「区報」（88.8％）

が最も高く、次いで「区議会だより」（42.4％）、「ホームページ」（27.1％）となっている。 

88.8 

42.4 

27.1 

17.5 

10.9 

10.5 

7.5 

5.9 

5.5 

1.1 

0.7 

2.1 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

区報

区議会だより

ホームページ

街なかの掲示板

ナイセス

人づて（家族・友人・知人）

電話での問い合わせ

区の窓口

CATV（区の広報番組）

フェイスブック

ツイッター

その他

無回答

(%)

n=439
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 性別でみると、「街なかの掲示板」、「人づて（家族・友人・知人）」、「ナイセス」、「電話での問い合わ

せ」では男性より女性の方が高くなっている。「ホームページ」、「CATV（区の広報番組）」では女性より

男性の方が高い。 

 年代別でみると、「ホームページ」では 30代から 50代で高くなっている。「区議会だより」では 60代

で最も高い。「ナイセス」では 50代で最も高くなっている。 

（％）
区
報

区
議
会
だ
よ
り

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

街
な
か
の
掲
示
板

ナ
イ
セ
ス

人
づ
て

（
家
族
・
友
人
・

知
人

）

電
話
で
の
問
い
合
わ
せ

区
の
窓
口

C
A
T
V

（
区
の
広
報
番

組

）

フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク

ツ
イ

ッ
タ
ー

そ
の
他

無
回
答

88.8 42.4 27.1 17.5 10.9 10.5 7.5 5.9 5.5 1.1 0.7 2.1 0.9

　男性　(n=184) 84.8 47.3 32.6 16.8 8.7 4.9 7.1 6.5 6.5 1.1 0.5 2.7 1.1

　女性　(n=243) 92.2 40.3 23.5 18.1 12.8 14.8 7.8 5.8 4.5 1.2 0.8 1.6 0.4

　20代　(n= 24) 54.2 12.5 33.3 4.2 0.0 12.5 0.0 8.3 0.0 4.2 4.2 4.2 0.0

　30代　(n= 60) 85.0 33.3 43.3 8.3 6.7 8.3 5.0 10.0 0.0 1.7 0.0 3.3 1.7

　40代　(n=84) 77.4 34.5 42.9 10.7 10.7 8.3 8.3 3.6 4.8 1.2 1.2 2.4 1.2

　50代　(n= 67) 97.0 50.7 41.8 23.9 20.9 10.4 11.9 10.4 11.9 3.0 1.5 0.0 0.0

　60代　(n= 87) 96.6 55.2 13.8 21.8 10.3 8.0 8.0 5.7 2.3 0.0 0.0 2.3 1.1

　70代以上　(n=113) 95.6 46.0 8.0 22.1 10.6 15.0 7.1 2.7 8.8 0.0 0.0 1.8 0.9

　全体　(n=439)

性
別

年
代
別
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（３）区政情報が得られない理由 

「情報を収集する時間がない」が約３割 

【問２０．で、「２．」～「３．」と回答した方に】 

問２０‐２．区政の情報を得られていない理由は何ですか。（１つだけに○） 

 中野区政情報を得られていない人に、その理由（複数回答）を聞いたところ、「情報を収集する時間が

ない」（29.1％）が最も高く、次いで「情報を得る手段がわからない」（28.3％）、「情報は入手できても

内容がわかりづらい」（27.5％）となっている。 

情報を収集する時

間がない
(29.1%)

情報を得る手段が

わからない
(28.3%)

情報は入手できて

も内容がわかりづ

らい
(27.5%)

その他
(7.1%)

無回答
(8.0%)

=

n=477
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性別でみると、「情報は入手できても内容がわかりづらい」では男性より女性の方が高い。 

年代別でみると、「情報を得る手段がわからない」では 70代以上で高い。 

29.1 

32.5 

26.0 

36.2 

33.3 

33.3 

34.1 

26.5 

10.7 

28.3 

30.6 

26.0 

29.8 

28.0 

28.1 

22.0 

26.5 

37.3 

27.5 

25.2 

30.2 

23.4 

29.0 

26.0 

28.0 

27.7 

29.3 

7.1 

7.3 

7.4 

4.3 

6.5 

4.2 

8.5 

12.0 

6.7 

8.0 

4.4 

10.5 

6.4 

3.2 

8.3 

7.3 

7.2 

16.0 

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

全体 (n=477）

【性別】

男性 (n=206）

女性 (n=258）

【年代別】

20代 (n= 47）

30代 (n= 93）

40代 (n=96）

50代 (n= 82）

60代 (n= 83）

70代以上 (n= 75）

情報を収集する時間がない 情報を得る手段がわからない

情報は入手できても内容がわかりづらい その他

無回答
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（４）区政への親近感 

《身近に感じていない》が６割を超えている 

問２１．あなたは、区報やホームページ、フェイスブックなど区の広報活動を通して、区政を身近に

感じていますか。（１つだけに○） 

 区報やホームページ、フェイスブックなど区の広報活動を通して、区政を身近に感じているかを聞い

たところ、「あまり身近に感じていない」（39.0％）が最も高く、次いで「まあまあ身近に感じている」

（23.3％）、「まったく身近に感じていない」（21.1％）、「わからない」（13.5％）となっている。「とても

身近に感じている」と「まあまあ身近に感じている」を合わせた《身近に感じている》は２割半ば、「あ

まり身近に感じていない」と「まったく身近に感じていない」を合わせた《身近に感じていない》は約

６割となっている。 

とても身近に感じ

ている
(1.9%)

まあまあ身近に感

じている
(23.3%)

あまり身近に感じ

ていない
(39.0%)

まったく身近に感

じていない
(21.1%)

わからない
(13.5%)

無回答
(1.3%)

=

n=1,277
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性別でみると、《身近に感じている》では男性より女性の方が高い。 

 年代別でみると、70代以上では《身近に感じている》が約４割と他の年代と比べて高くなっている。

「とても身近に感じている」では 20代、30代で回答者はみられなかった。 

1.9 

1.5 

1.9 

0.0 

0.0 

1.2 

2.1 

1.0 

5.4 

23.3 

20.9 

25.2 

8.5 

22.9 

20.7 

24.6 

22.3 

35.0 

39.0 

40.9 

37.4 

36.6 

34.9 

41.3 

45.5 

48.5 

29.2 

21.1 

23.5 

19.6 

32.7 

28.0 

23.6 

17.3 

17.5 

12.1 

13.5 

12.3 

14.8 

22.2 

13.8 

12.8 

10.5 

8.3 

14.8 

1.3 

0.9 

1.2 

0.0 

0.5 

0.4 

0.0 

2.4 

3.5 

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

全体 (n=1,277）

【性別】

男性 (n=545）

女性 (n=695）

【年代別】

20代 (n=153）

30代 (n=218）

40代 (n=242）

50代 (n=191）

60代 (n=206）

70代以上 (n=257）

とても身近に感じている まあまあ身近に感じている
あまり身近に感じていない まったく身近に感じていない
わからない 無回答
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１１ 外国の方との交流について 

（１）外国の方との交流 

「職場で交流がある」が 7.4％、「交流はない」が５割を超え高い 

問２２．外国の方との交流はありますか。（あてはまるもの３つまでに○） 

 外国の方との交流について（複数回答）聞いたところ、交流の場では「職場で交流がある」（7.4％）

が最も高く、次いで「個人的な友人がいて、交流している」（6.3％）、「メール等により外国の方との交

流がある」（3.8％）となっている。一方、「交流はない」では 54.3％と最も高くなっている。 

7.4

6.3 

3.8 

2.1 

2.0 

1.4

0.4

0.1 

2.8 

54.3 

27.3 

0 10 20 30 40 50 60

職場で交流がある

個人的な友人がいて、交流している

メール等により外国の方との交流がある

趣味活動等を通した交流がある

子どもが通う保育園や学校での交流がある

近所づきあいがある

外国の方を対象としたボランティアを行っている

地域でのイベント等に参加している

その他

交流はない

無回答

(%)

n=1,277
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（２）外国の方との交流頻度 

「職場で交流がある」が２割弱 

問２３．また、交流の頻度はどのくらいですか。（それぞれについて１つだけに○） 

＊問 11②は９項目で交流頻度を聞いているが、回答者数が少なかったため、９項目すべての割合を足して、上記表を作成している。 

 外国人との交流頻度を聞いたところ、「職場で交流がある」（17.3％）で最も高く、次いで「個人的な

友人がいて、交流している」（16.6％）、「メール等により外国人の方との交流がある」（11.0％）、「趣味

活動を通した交流がある」（7.7％）となっている。 

17.3 

16.6 

11.0 

7.7 

7.4

7.2 

4.1

4.0 

3.2

0 10 20

職場で交流がある

個人的な友人がいて、交流している

メール等により外国の方との交流がある

趣味活動等を通した交流がある

子どもが通う保育園や学校での交流がある

近所づきあいがある

外国の方を対象としたボランティアを行っている

地域でのイベント等に参加している

その他

(%)

n=1,277



124 

１２ 施策への評価・要望について 

（１）区の施策への評価 

「駅前などの重点的まちづくり」が３割強 

問２４．①中野区が特に力を入れていると感じていると評価できる施策を３つ以内で選び、 

番号を下記□内に記入してください。 

 区が特に力を入れていると評価できる施策（複数回答）を聞いたところ、「駅前などの重点的まちづく

り」（31.3％）が最も高く、次いで「ごみ・リサイクル」（18.7％）、「特にない」（14.5％）、「道路交通」

（12.5％）となっている。 

31.3 

18.7 

12.5 

11.1 

10.8 

8.1 

7.4 

7.4 

6.5 

6.4 

5.6 

5.2 

4.9 

4.2 

4.1 

3.7 

2.8 

2.7 

2.0 

1.9 

1.7 

1.3 

1.2 

0.6 

14.5 

23.3 

0 10 20 30 40

駅前などの重点的まちづくり

ごみ・リサイクル

道路・交通

みどり・公園

防災

防犯

産業振興

高齢者福祉

地域・自治活動支援

文化・スポーツ

子育て支援

健康推進

住宅・まちづくり

観光

学校教育

障害者福祉

平和・国際化

情報化（IT）の推進

低所得者支援（生活援護）

人権・男女共同参画

公衆衛生

区財政の健全化

消費者問題

その他

特にない

無回答

(%)

n=1,277
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 前回調査（2014年）と比較し、今回の調査（2015年）の評価が高かった施策の差が大きかった上位で

は「道路・交通」（11.0％→12.5％）、「子育て支援」（4.3％→5.6％）、「公衆衛生」（1.2％→1.7％）とな

っている。一方、前回と比較し、今回、評価が低かった施策は差が大きかった上位では「防犯」（11.1％

→8.1％）、「駅前などの重点的まちづくり」（33.9％→31.3％）、「ごみ・リサイクル」（21.1％→18.7％）

となっている。 

＊「区財政の健全化」では本調査から聴取のため、前回調査（2014年）は非掲載。 

31.3

18.7

12.5
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8.1
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7.4
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6.4

5.6

5.2

4.9
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33.9

21.1
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12.1
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9.5

8.2

6.4
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6.4

5.6

5.0
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3.4

3.5

2.5

2.0

2.2

1.2

0.0

0.9

0 10 20 30 40

駅前などの重点的まちづくり

ごみ・リサイクル

道路・交通

みどり・公園

防災

防犯

産業振興

高齢者福祉

地域・自治活動支援

文化・スポーツ

子育て支援

健康推進

住宅・まちづくり

観光

学校教育

障害者福祉

平和・国際化

情報化（IT）の推進

低所得者支援（生活援護）

人権・男女共同参画

公衆衛生

区財政の健全化

消費者問題

2015（n=1,277）

2014（n=1,249）
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 性別でみると、「道路・交通」、「防犯」、「高齢者福祉」、「地域・自治体活動支援」、「子育て支援」、「健

康推進」、「観光」、「障害者福祉」、「低所得者支援（生活援護）」、「区財政の健全化」、「消費者問題」を除

くすべての項目で女性より男性の方が評価か高くなっている。 

 年代別でみると、「道路・交通」では 20代で最も高くなっている。「駅前などの重点的まちづくり」で

は 70代が他の年代と比べて低くなっている。 

（％）
駅
前
な
ど
の
重
点
的
ま
ち

づ
く
り

ご
み
・
リ
サ
イ
ク
ル

道
路
・
交
通

み
ど
り
・
公
園

防
災

防
犯

産
業
振
興

高
齢
者
福
祉

地
域
・
自
治
活
動
支
援

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ

子
育
て
支
援

健
康
推
進

住
宅
・
ま
ち
づ
く
り

観
光

学
校
教
育

障
害
者
福
祉

平
和
・
国
際
化

情
報
化

（
I
T

）
の
推
進

低
所
得
者
支
援

（
生
活
援

護

）

人
権
・
男
女
共
同
参
画

公
衆
衛
生

区
財
政
の
健
全
化

消
費
者
問
題

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

31.3 18.7 12.5 11.1 10.8 8.1 7.4 7.4 6.5 6.4 5.6 5.2 4.9 4.2 4.1 3.7 2.8 2.7 2.0 1.9 1.7 1.3 1.2 0.6 14.5 23.3

　男性　(n=545) 34.9 18.9 12.7 12.7 11.7 7.9 9.7 5.3 5.7 7.3 5.0 4.2 5.7 4.2 4.2 3.7 3.9 4.0 1.1 2.4 1.8 1.3 0.9 0.6 15.8 19.1

　女性　(n=695) 29.5 18.7 12.8 10.2 10.5 8.3 6.0 9.1 7.3 6.0 6.2 6.0 4.5 4.5 4.0 3.7 1.9 1.9 2.6 1.6 1.7 1.3 1.3 0.7 13.5 24.9

　20代　(n=153) 41.2 16.3 23.5 18.3 7.2 9.2 5.2 9.2 9.2 5.9 5.9 2.6 7.8 3.3 0.0 1.3 1.3 3.3 1.3 0.7 4.6 0.7 0.7 3.3 19.6 7.8

　30代　(n=218) 37.2 12.8 15.6 15.6 9.2 7.3 9.6 3.7 5.5 6.4 8.7 3.2 6.9 9.2 5.0 3.7 1.8 2.8 0.5 1.4 1.8 1.8 1.4 0.5 20.6 14.7

　40代　(n=242) 33.9 18.6 9.5 10.7 12.0 7.0 8.7 3.3 4.5 10.3 7.0 5.8 5.8 5.0 5.8 2.5 2.5 2.1 2.5 0.8 1.2 0.0 0.0 0.0 18.6 15.3

　50代　(n=191) 34.6 16.8 12.6 8.4 14.1 9.9 9.4 12.0 7.9 9.9 5.2 5.8 5.2 5.2 6.8 6.8 5.2 5.2 1.6 1.6 2.6 0.5 1.0 0.5 15.2 15.2

　60代　(n=206) 30.1 27.2 9.7 10.2 14.6 8.7 6.3 10.7 8.7 3.4 4.9 9.2 4.4 2.4 1.5 2.9 2.4 2.4 1.9 3.9 1.5 2.4 2.4 0.0 8.3 26.2

　70代以上　(n=257) 16.7 19.8 8.2 6.6 8.2 7.0 5.4 7.0 4.7 3.1 2.3 4.3 0.8 0.8 4.3 4.3 3.1 1.6 3.1 2.7 0.0 1.9 1.6 0.4 6.2 51.0

　全体　(n=1,277)

性
別

年
代
別
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 居住地域別でみると、「みどり・公園」では江古田が最も高い。「駅前など重点的まちづくり」では新

井が最も高く、白鷺が最も低くなっている。 

（％）

駅

前
な

ど
の

重
点

的
ま

ち

づ

く
り

ご

み
・

リ
サ

イ
ク

ル

道
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交
通
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ど
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・
公
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防

災

防

犯

産

業
振

興

高

齢
者

福
祉

地

域
・

自
治

活
動

支
援

文

化
・

ス
ポ
ー

ツ

子

育
て

支
援

健

康
推

進

住

宅
・

ま
ち

づ
く

り

観

光

学

校
教

育

障

害
者

福
祉

平

和
・

国
際

化

情

報
化

（
I

T

）
の
推

進

低

所
得

者
支

援

（
生
活

援

護

）

人

権
・

男
女

共
同

参
画

公

衆
衛

生

区

財
政

の
健

全
化

消

費
者

問
題

そ

の
他

特

に
な

い

無

回
答

31.3 18.7 12.5 11.1 10.8 8.1 7.4 7.4 6.5 6.4 5.6 5.2 4.9 4.2 4.1 3.7 2.8 2.7 2.0 1.9 1.7 1.3 1.2 0.6 14.5 23.3

　南台　(n= 91) 29.7 27.5 12.1 9.9 11.0 11.0 11.0 9.9 7.7 2.2 6.6 4.4 3.3 4.4 4.4 4.4 2.2 1.1 2.2 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 9.9 22.0

　弥生町　(n= 80) 23.8 18.8 7.5 5.0 8.8 6.3 2.5 12.5 6.3 5.0 6.3 6.3 7.5 0.0 5.0 10.0 1.3 1.3 0.0 1.3 2.5 3.8 1.3 1.3 16.3 32.5

　本町　(n=105) 26.7 21.9 12.4 5.7 8.6 7.6 7.6 3.8 12.4 8.6 8.6 4.8 10.5 1.0 2.9 3.8 2.9 2.9 1.9 0.0 3.8 1.9 0.0 2.9 13.3 23.8

　中央　(n=104) 30.8 19.2 12.5 7.7 8.7 8.7 10.6 12.5 4.8 8.7 8.7 4.8 1.9 5.8 3.8 2.9 1.9 1.9 1.9 3.8 2.9 1.9 1.9 1.0 16.3 21.2

　東中野　(n= 85) 41.2 23.5 22.4 3.5 8.2 2.4 14.1 2.4 3.5 8.2 2.4 4.7 2.4 8.2 5.9 1.2 5.9 7.1 1.2 3.5 0.0 1.2 1.2 0.0 9.4 16.5

　中野　(n=102) 38.2 18.6 11.8 13.7 10.8 12.7 4.9 8.8 8.8 5.9 5.9 5.9 8.8 7.8 1.0 2.9 1.0 2.0 1.0 2.0 3.9 1.0 1.0 0.0 13.7 19.6

　上高田　(n= 78) 32.1 9.0 7.7 7.7 9.0 7.7 6.4 9.0 2.6 5.1 5.1 3.8 1.3 7.7 2.6 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 1.3 1.3 19.2 30.8

　新井　(n= 71) 42.3 18.3 19.7 22.5 5.6 4.2 12.7 4.2 5.6 7.0 4.2 2.8 7.0 8.5 4.2 5.6 5.6 4.2 1.4 1.4 1.4 0.0 2.8 0.0 14.1 18.3

　沼袋　(n= 54) 38.9 20.4 9.3 13.0 14.8 11.1 11.1 3.7 3.7 3.7 3.7 9.3 1.9 7.4 1.9 3.7 1.9 5.6 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 20.4 16.7

　松が丘　(n= 25) 24.0 28.0 4.0 12.0 16.0 20.0 4.0 12.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 8.0 4.0 8.0 12.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0 28.0

　江原町　(n= 36) 30.6 16.7 22.2 13.9 11.1 8.3 13.9 5.6 2.8 8.3 0.0 2.8 5.6 0.0 2.8 5.6 2.8 2.8 0.0 2.8 0.0 2.8 5.6 0.0 16.7 25.0

　江古田　(n= 48) 33.3 12.5 12.5 25.0 8.3 2.1 0.0 10.4 8.3 4.2 4.2 6.3 6.3 4.2 4.2 0.0 2.1 0.0 2.1 0.0 4.2 2.1 2.1 0.0 16.7 25.0

　丸山　(n= 18) 22.2 16.7 11.1 5.6 11.1 5.6 5.6 5.6 5.6 16.7 16.7 0.0 5.6 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 33.3

　野方　(n= 82) 40.2 17.1 15.9 14.6 12.2 4.9 4.9 4.9 2.4 4.9 3.7 4.9 6.1 6.1 2.4 1.2 6.1 2.4 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 13.4 24.4

　大和町　(n= 59) 33.9 13.6 15.3 16.9 20.3 8.5 8.5 5.1 15.3 8.5 6.8 3.4 5.1 6.8 5.1 8.5 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0 3.4 1.7 1.7 10.2 18.6

　若宮　(n= 54) 29.6 16.7 11.1 9.3 18.5 9.3 1.9 9.3 9.3 3.7 3.7 7.4 1.9 0.0 3.7 3.7 3.7 1.9 5.6 5.6 1.9 0.0 0.0 0.0 22.2 18.5

　白鷺　(n= 48) 10.4 18.8 10.4 16.7 14.6 12.5 6.3 8.3 4.2 10.4 4.2 8.3 4.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 10.4 35.4

　鷺宮　(n= 65) 24.6 20.0 4.6 12.3 7.7 10.8 4.6 4.6 4.6 7.7 9.2 7.7 1.5 1.5 6.2 3.1 1.5 4.6 4.6 1.5 3.1 0.0 0.0 0.0 15.4 27.7

　上鷺宮　(n= 62) 24.2 14.5 11.3 8.1 9.7 6.5 4.8 8.1 8.1 8.1 4.8 4.8 4.8 0.0 12.9 4.8 1.6 3.2 1.6 4.8 1.6 0.0 3.2 0.0 19.4 19.4

　全体　(n=1,277)

居
住

地
域

別
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（２）区の施策への要望 

「高齢者福祉」が３割弱 

問２４．②また、今後特に力を入れてほしい施策を３つ以内で選び、第１位から第３位までの 

順位をつけて、それぞれの番号を下記□内に入れてください。 

 今後特に力を入れてほしい施策を、第１位から第３位までの順位を聞いたところ、合計では「高齢者

福祉」（27.0％）が最も高く、次いで「防災」（25.7％）、「防犯」（22.2％）となっている。 

27.0 

25.7 

22.2 

21.0 

17.8 

15.6 

13.2 

12.5 

11.1 

10.4 

8.1 

7.4 
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6.5 

6.0 

4.6 

2.6 

2.4 

2.4 

2.3 

1.9 

1.4 

2.0 

4.4

13.2

0 10 20 30

高齢者福祉

防災

防犯

子育て支援

みどり・公園

道路・交通

駅前などの重点的まちづくり

学校教育

区財政の健全化

住宅・まちづくり

健康増進

ごみ・リサイクル

文化・スポーツ

低所得者支援（生活援護）

産業振興

障害者福祉

公衆衛生

平和・国際化

情報化（IT）の推進

観光

消費者問題

地域・自治活動支援

人権・男女共同参画

その他

特にない

無回答

(%)

第１位

第２位

第３位
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 過去６年および今回の施策要望の上位 10位までの推移をみると、上位３施策は毎回上位にあがってお

り、今回の結果では上位４施策に変動はみられない。また、今回から調査項目に追加された「区財政の

健全化」が入っている。 

区の施策への要望変（順位の変化） 

　　　上段は施策、下段は回答割合（％）
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位

2007 防犯
高齢者
福祉

防災
みどり・

環境
健康

子育て
支援

ごみ対策 公園整備 道路整備
低所得者

支援

n=1,104 28.4 27.4 25.5 18.8 15.4 13.2 12.1 11.7 11.1 9.8

2008
高齢者
福祉

防災 防犯
みどり・

公園
道路・
交通

環境改善 ごみ対策
子育て
支援

健康 学校教育

n=887 26.4 26.3 26.0 18.3 16.9 14.9 12.7 12.4 10.7 9.7

2009 防犯
高齢者
福祉

みどり・
公園

道路・
交通

防災
子育て
支援

健康 環境改善
子ども
育成

ごみ対策

n=1,019 28.0 25.7 21.4 18.0 17.3 14.8 12.6 10.4 9.7 9.6

2011 防災 防犯
高齢者
福祉

みどり・
公園

道路・
交通

子育て
支援

環境改善 健康
低所得者
支援

住宅・

まちづくり

n=1,395 28.9 22.9 22.8 21.9 16.6 16.2 10.8 10.8 10.5 10.2

2013 防災
高齢者
福祉

防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

健康推進 学校教育
住宅・

まちづくり

n=1,436 36.2 31.6 21.2 19.4 17.2 17.0 13.3 12.2 12.1 12.1

2014 防災
高齢者
福祉

防犯
子育て
支援

道路・
交通

みどり・
公園

駅前などの

重点的まち

づくり

学校教育
住宅・

まちづくり
産業振興

n=1,249 31.5 27.1 20.7 20.7 19.9 17.6 14.8 12.6 10.4 9.9

2015
高齢者
福祉

防災 防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

学校教育
区財政の
健全化

住宅・

まちづくり

n=1,277 27.0 25.7 22.2 21.0 17.8 15.6 13.2 12.5 11.1 10.4
＊ 同率（％）の場合は、同順位である。
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 施策要望の上位 10位を性別でみると、「高齢者福祉」、「防災」、「防犯」、「子育て支援」では男性より

女性の方が高い。 

 年代別でみると、「高齢者福祉」では、年代が上がるごとに順位が上がっている。また「防犯」では全

年代で上位３位以内に入っている。 

区の施策への要望 性別・年代別（上位 10 項目） 

 

　　 上段は施策、下段は回答割合（％）
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位

TOTAL
高齢者
福祉

防災 防犯 
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

学校教育
区財政の
健全化

住宅・

まちづくり

n=1,277 27.0 25.7 22.2 21.0 17.8 15.6 13.2 12.5 11.1 10.4

男性 防災
高齢者
福祉

防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

学校教育
住宅・

まちづくり

区財政の
健全化

n=545 22.8 22.4 21.8 21.5 18.5 17.6 15.2 13 12.5 11.2

女性
高齢者
福祉

防災 防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

学校教育
駅前などの

重点的まち

づくり

区財政の
健全化

健康推進

n=695 31.1 28.9 23.5 21.6 17.3 14.4 12.5 12.1 10.9 9.4

20代
子育て
支援

防災 防犯
駅前などの

重点的まち

づくり

道路・
交通

みどり・
公園

文化・
スポーツ

住宅・

まちづくり
産業振興

高齢者
福祉

n=153 26.1 22.2 22.2 21.6 20.3 17.6 14.4 13.1 9.2 8.5

30代
子育て
支援

みどり・
公園

防犯 防災 学校教育
駅前などの

重点的まち

づくり

住宅・

まちづくり

道路・
交通

ごみ・

リサイクル

高齢者
福祉

n=218 43.1 27.1 23.4 21.6 18.3 15.6 15.6 14.7 8.7 7.8

40代
子育て
支援

防災 防犯 学校教育
みどり・
公園

道路・
交通

高齢者
福祉

駅前などの

重点的まち

づくり

住宅・

まちづくり

区財政の
健全化

n=242 26.9 26.4 25.2 21.9 20.2 19.8 19.0 16.9 9.9 9.1

50代 防災
高齢者
福祉

防犯
みどり・

公園
道路・
交通

健康推進
区財政の
健全化

住宅・

まちづくり

子育て
支援

学校教育

n=191 38.7 38.2 26.7 16.2 14.7 13.6 13.6 12.6 11.5 10.5

60代
高齢者
福祉

防災 防犯
道路・
交通

みどり・
公園

区財政の
健全化

駅前などの

重点的まち

づくり

低所得者

支援

（生活援護）

子育て
支援

健康推進

n=206 43.7 26.7 20.9 18.4 15.5 13.6 12.6 11.2 10.2 10.2

70歳
以上

高齢者
福祉

防災 防犯
区財政の
健全化

みどり・
公園

子育て
支援

学校教育
道路・
交通

低所得者

支援

（生活援護）

健康推進

n=257 40.5 19.8 16.7 13.2 10.5 10.1 8.2 8.2 7.8 7.4
＊ 同率（％）の場合は、同順位である。

＊  50代の10位には同率で健康増進・文化スポーツが入っている。
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施策要望の上位 10位を職業別でみると、第１位は、家事専業、常勤の勤め人（正社員）、パート・臨

時・アルバイトで「高齢者福祉」となっている。第２位は、家事専業、学生、常勤の勤め人（正社員）、

パート・臨時・アルバイトで「防災」となっている。また、どの職業でも「防災」は上位３位以内に入

っている。 

区の施策への要望 職業別（上位 10 項目） 

 

　　上段は施策、下段は回答割合（％）
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位

TOTAL
高齢者
福祉

防災 防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

学校教育
区財政の
健全化

住宅・

まちづくり

n=1,249 27.0 25.7 22.2 21.0 17.8 15.6 13.2 12.5 11.1 10.4

自営業 防災
高齢者
福祉

防犯
子育て
支援

区財政の
健全化

みどり・
公園

道路・
交通

住宅・

まちづくり

駅前などの

重点的まち

づくり

文化・
スポーツ

n=141 27.7 27.7 21.3 21.3 14.9 12.8 12.8 11.3 9.2 8.5

会社役員 防災 防犯 学校教育
子育て
支援

道路・
交通

みどり・
公園

区財政の
健全化

産業振興
住宅・

まちづくり

高齢者
福祉

n=54 38.9 37.0 18.5 18.5 18.5 14.8 11.1 9.3 9.3 7.4
常勤の勤め

人（正社

員）

子育て
支援

防災 防犯
みどり・

公園
道路・
交通

駅前などの

重点的まち

づくり

高齢者
福祉

学校教育
住宅・

まちづくり

区財政の
健全化

n=403 29.0 26.6 24.3 21.1 19.4 18.4 16.6 14.9 13.9 9.7
常勤の勤め

人（派遣・

契約社員）

高齢者
福祉

防犯 防災
子育て
支援

健康推進
みどり・
公園

住宅・

まちづくり

駅前などの

重点的まち

づくり

文化・
スポーツ

ごみ・

リサイクル

n=87 32.2 24.1 23.0 17.2 17.2 17.2 17.2 16.1 11.5 11.5
パート

臨時

アルバイト

高齢者
福祉

防災 防犯 学校教育
子育て
支援

みどり・
公園

駅前などの

重点的まち

づくり

道路・
交通

区財政の
健全化

住宅・

まちづくり

n=153 28.8 23.5 20.3 19.6 17.6 17.6 17.0 15.0 10.5 9.2

学生
子育て
支援

防災
区財政の
健全化

平和・
国際化

人権・

男女共同

参画

高齢者
福祉

道路・
交通

防犯
駅前などの

重点的まち

づくり

住宅・

まちづくり

n=22 31.8 27.3 18.2 13.6 13.6 13.6 13.6 9.1 9.1 9.1

家事専業
高齢者
福祉

防災 防犯
子育て
支援

みどり・
公園

道路・
交通

学校教育
区財政の
健全化

駅前などの

重点的まち

づくり

健康推進

n=167 38.3 29.9 25.1 22.8 21.6 16.2 15.6 12.6 10.2 9.0

無職
高齢者
福祉

防災 防犯
みどり・

公園
道路・
交通

健康推進
低所得者

支援

（生活援護）

障害者
福祉

区財政の
健全化

子育て
支援

n=200 41.0 21.0 16.0 13.0 13.0 11.0 11.0 9.5 9.5 9.0

その他
高齢者
福祉

子育て
支援

みどり・
公園

防犯
障害者
福祉

道路・
交通

防災 健康推進
文化・
スポーツ

駅前などの

重点的まち

づくり

n=23 34.8 21.7 21.7 17.4 17.4 17.4 13.0 13.0 13.0 13.0
＊ 同率（％）の場合は、同順位である。
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 施策要望の上位 10位を居住地域別でみると、第１位は、「高齢者福祉」で江原町、若宮で最も高く、

中野、野方、白鷺、鷺宮が他の地域と比べて低くなっている。第２位は、「防災」で江原町が最も高く、

中野が他の地域と比べて低くなっている。第３位は、「防犯」で沼袋で最も高く、白鷺で最も低くなって

いる。 

（％）

高

齢
者

福
祉

防

災

防

犯

子

育
て

支
援

み

ど
り

・
公

園

道

路
・

交
通

駅

前
な

ど
の

重
点

的
ま

ち

づ

く
り

学

校
教

育

区

財
政

の
健

全
化

住

宅
・

ま
ち

づ
く

り

健

康
推

進

ご

み
・

リ
サ

イ
ク

ル

文

化
・

ス
ポ
ー

ツ

低

所
得

者
支

援

（
生
活

援

護

）

産

業
振

興

障

害
者

福
祉

公

衆
衛

生
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進

観
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活
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人

権
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特
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回
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27.0 25.7 22.2 21.0 17.8 15.6 13.2 12.5 11.1 10.4 8.1 7.4 7.0 6.7 6.5 6.0 4.6 2.6 2.4 2.4 2.3 1.9 1.4 2.0 4.4 13.2

　南台　(n= 91) 28.6 28.6 25.3 22.0 22.0 16.5 6.6 13.2 12.1 19.8 8.8 3.3 3.3 9.9 4.4 4.4 1.1 2.2 3.3 1.1 5.5 1.1 1.1 0.0 1.1 15.4

　弥生町　(n= 80) 35.0 30.0 28.8 17.5 12.5 7.5 7.5 6.3 13.8 6.3 3.8 2.5 5.0 16.3 5.0 8.8 7.5 3.8 2.5 2.5 2.5 2.5 3.8 0.0 3.8 17.5

　本町　(n=105) 32.4 24.8 26.7 19.0 16.2 16.2 9.5 8.6 14.3 15.2 12.4 8.6 3.8 5.7 3.8 7.6 8.6 1.0 1.9 1.0 2.9 1.0 0.0 1.9 4.8 9.5

　中央　(n=104) 26.9 23.1 11.5 23.1 19.2 17.3 11.5 11.5 12.5 6.7 9.6 11.5 12.5 3.8 5.8 5.8 2.9 4.8 3.8 2.9 1.9 1.9 1.0 1.9 5.8 13.5

　東中野　(n= 85) 29.4 25.9 25.9 23.5 24.7 12.9 10.6 11.8 15.3 10.6 5.9 11.8 7.1 7.1 5.9 2.4 5.9 2.4 2.4 2.4 2.4 1.2 0.0 1.2 7.1 8.2

　中野　(n=102) 16.7 19.6 22.5 21.6 15.7 15.7 20.6 16.7 13.7 12.7 9.8 6.9 8.8 8.8 10.8 2.0 3.9 2.9 2.9 2.9 0.0 1.0 2.0 2.9 2.0 15.7

　上高田　(n= 78) 32.1 21.8 26.9 17.9 11.5 9.0 11.5 17.9 5.1 7.7 10.3 7.7 5.1 2.6 7.7 6.4 3.8 3.8 2.6 0.0 2.6 5.1 0.0 2.6 3.8 19.2

　新井　(n= 71) 26.8 29.6 22.5 22.5 9.9 15.5 28.2 5.6 4.2 7.0 7.0 2.8 7.0 2.8 11.3 7.0 7.0 4.2 1.4 4.2 4.2 1.4 1.4 1.4 4.2 15.5

　沼袋　(n= 54) 31.5 29.6 29.6 13.0 18.5 18.5 9.3 3.7 1.9 16.7 9.3 13.0 7.4 11.1 13.0 5.6 3.7 0.0 1.9 1.9 1.9 0.0 1.9 0.0 11.1 7.4

　松が丘　(n= 25) 40.0 20.0 12.0 20.0 12.0 28.0 24.0 12.0 12.0 12.0 4.0 16.0 4.0 8.0 12.0 4.0 4.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 16.0

　江原町　(n= 36) 38.9 36.1 22.2 27.8 22.2 8.3 2.8 11.1 19.4 2.8 16.7 5.6 11.1 0.0 5.6 8.3 0.0 2.8 2.8 8.3 0.0 8.3 0.0 2.8 2.8 8.3

　江古田　(n= 48) 25.0 27.1 12.5 22.9 14.6 14.6 8.3 16.7 14.6 4.2 6.3 14.6 4.2 6.3 6.3 4.2 12.5 2.1 0.0 2.1 2.1 2.1 0.0 0.0 4.2 16.7

　丸山　(n= 18) 22.2 33.3 27.8 16.7 27.8 5.6 16.7 27.8 11.1 0.0 16.7 0.0 5.6 11.1 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 11.1

　野方　(n= 82) 15.9 25.6 24.4 14.6 22.0 18.3 18.3 14.6 13.4 11.0 3.7 4.9 9.8 2.4 6.1 3.7 4.9 2.4 4.9 0.0 1.2 1.2 1.2 6.1 6.1 13.4

　大和町　(n= 59) 22.0 22.0 18.6 20.3 22.0 15.3 6.8 11.9 11.9 6.8 5.1 8.5 6.8 8.5 8.5 8.5 5.1 3.4 3.4 6.8 5.1 5.1 1.7 1.7 5.1 11.9

　若宮　(n= 54) 38.9 22.2 22.2 20.4 16.7 16.7 13.0 13.0 13.0 13.0 7.4 11.1 3.7 7.4 5.6 7.4 3.7 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 1.9 1.9 7.4 9.3

　白鷺　(n= 48) 16.7 27.1 8.3 29.2 16.7 27.1 14.6 12.5 4.2 8.3 8.3 8.3 10.4 4.2 2.1 2.1 2.1 2.1 4.2 2.1 2.1 0.0 4.2 4.2 4.2 16.7

　鷺宮　(n= 65) 13.8 23.1 26.2 15.4 20.0 15.4 24.6 16.9 7.7 10.8 6.2 3.1 6.2 3.1 3.1 6.2 3.1 3.1 0.0 1.5 3.1 3.1 1.5 3.1 4.6 18.5

　上鷺宮　(n= 62) 29.0 29.0 17.7 35.5 17.7 21.0 12.9 17.7 9.7 9.7 6.5 4.8 9.7 8.1 3.2 12.9 3.2 3.2 1.6 3.2 1.6 0.0 3.2 3.2 1.6 4.8

　全体　(n=1,277)

居
住

地
域

別
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（３）区政評価と要望 

区の施策への評価と要望の関係をみるために「力をいれていると評価できるもの」を横軸に「今後特

に力を入れてほしいもの」を縦軸にとり、23項目とその他の位置をあらわしたのが下の図である。 

この図では、左下に位置するほど「評価」も「要望」も低い施策であることを、反対に図の右上に位

置するほど「評価」も「要望」も高い施策であることを意味している。さらに、左上に位置するほど「評

価」は低く、「要望」が高い施策であることを、反対に右下に位置するほど「評価」が高く、「要望」が

低いことを意味している。 

それぞれのカテゴリー別でみると、左上には「高齢者福祉」、「防災」、「防犯」、「子育て支援」が位置

づけられている。また、右下には「ごみ・リサイクル」、「駅前などの重点まちづくり」が位置づけられ

ている。 

区の施策への評価と要望 散布図 
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（４）行政サービスの満足度 

「ごみ・リサイクル」が最も高く、「区財政の健全化」が最も低い 

問２５．中野区の行政サービスに満足していますか（過去１年間）。（それぞれについて１つだけに○） 

＊平均は、選択肢「非常に満足している」を４点「まあ満足している」を３点、「やや不満である」を２点、「非常に不

満である」を１点として、評価点を算出している。 

また、今回は『「どちらともいえない」３点』がないため、前年度と比べ数値は減っている。 

 行政サービスの満足度について 24 項目にわたり聞いたところ、「非常に満足している」と「まあ満足

している」を合わせた《満足評価》では「18．ごみ・リサイクル」（62.4％）が最も高く、次いで、「２．

人権・男女共同参画」（57.1％）、「１．平和・国際化」（56.0％）となっている。一方、「やや不満」と「非

常に不満」を合わせた《不満評価》では「17．みどり・公園」（37.6％）が最も高く、次いで「22．道路・

交通」（35.9％）、「11．子育て支援」（32.1％）となっている。 

2.0 

1.6 

2.1 

2.7 

2.4 

3.9 

3.1 

2.8 

1.4 

2.6 

1.6 

2.7 

3.0 

2.6 

3.4 

3.1 

5.6 

10.2 

3.8 

9.2 

3.8 

4.2 

1.6 

0.2 

54.0 

55.5 

50.3 

47.5 

44.0 

45.5 

44.3 

50.5 

44.9 

46.0 

41.0 

43.5 

46.7 

48.9 

48.8 

43.3 

38.1 

52.2 

49.3 

43.4 

43.9 

40.9 

40.6 

4.9 

16.9 

15.6 

19.5 

22.2 

25.2 

24.7 

26.1 

19.7 

23.9 

20.7 

24.7 

25.9 

21.1 

21.6 

19.7 

22.0 

26.4 

16.1 

20.7 

20.3 

24.4 

25.8 

25.8 

2.3 

3.1 

2.7 

3.9 

3.4 

4.7 

5.5 

5.8 

2.9 

4.2 

5.3 

7.4 

6.3 

4.5 

3.7 

3.9 

5.0 

11.2 

4.2 

4.3 

7.8 

6.4 

10.1 

8.1 

2.4 

23.9 

24.5 

24.2 

24.4 

23.6 

20.4 

20.7 

24.1 

25.6 

25.5 

25.3 

21.5 

24.7 

23.2 

24.3 

26.5 

18.6 

17.3 

21.9 

19.4 

21.5 

19.0 

24.0 

90.2 

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

1.平和・国際化【2.72】

2.人権・男女共同参画【2.74】

3.情報化（IT）の推進【2.67】

4.産業振興【2.65】

5.観光【2.58】

6.防災【2.6】

7.防犯【2.56】

8.地域・自治活動支援【2.7】

9.消費者問題【2.59】

10.学校教育【2.61】

11.子育て支援【2.49】

12.高齢者福祉【2.54】

13.障害者福祉【2.64】

14.健康推進【2.66】

15.文化・スポーツ【2.68】

16.低所得者支援（生活援護）【2.61】

17.みどり・公園【2.47】

18.ごみ・リサイクル【2.83】

19.公衆衛生【2.67】

20.駅前などの重点的まちづくり【2.67】

21.住宅・まちづくり【2.58】

22.道路・交通【2.48】

23.区財政の健全化【2.47】

24.その他【2.29】

非常に満足している まあ満足している やや不満である 非常に不満である 無回答
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