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I. 調査の概要 

 

１. 調査目的 

大正区役所では、「区民が主役」の区政運営のために、今後の大正区のまちづくりの基礎となる「大正区将来ビジョ

ン 2025」を策定するとともに、年度ごとに「事業・業務計画書」や「運営方針」を作成して事業を実施しています。 

これらに掲げる事業の成果や目標への到達状況についてお伺いし、その結果を今後の施策や事業の進め方の参考と

するため、今回のアンケートを実施いたしました。 

 

２. 調査の状況 

 

調査期間 令和６年１月１５日～令和６年２月６日 

調査手法 調査票を調査対象者へ送付し、返信用封筒またはオンラインにより回収 

調査対象 無作為抽出した 18 歳以上の大正区民 1,500 人(外国籍住民を含む) 

回答者数 ４６9 名 

回答率 ３１.3％ 

 

３. 回答者の属性 

 

 

４. 本報告書の見方 

⚫ 集計表を作成するにあたっては「無回答」を除外した集計を行っています。 

⚫ 集計結果はすべて小数第 2 位を四捨五入しています。このため構成比の合計が 100.0％にならない場合があります。 

⚫ 複数回答が可能な設問の場合、選択肢の合計は 100％になりません 

⚫ 複数の回答比率を足した場合、四捨五入の関係で若干増減が発生する場合があります。 

⚫ コメントにおいて、標記を一部省略している場合があります。 

⚫ 本報告書はあくまで本アンケートの回答者における回答状況を集計したものであり、区民全体の状況を表すものでは

ありません。 

⚫ 集計表は割合（数値）の大小によって背景色をグラデーション表示するようにしました（数値が大きい・濃色➡数値

が小さい・淡色） 

男性 女性 男性 女性

その他・

回答した

くない

無回答 男性 女性

計 734 766 189 258 15 7 25.7% 33.7%

18歳～29歳 117 94 13 13 4 0 11.1% 13.8%

30歳～39歳 97 78 14 19 1 0 14.4% 24.4%

40歳～49歳 102 95 23 28 1 0 22.5% 29.5%

50歳～59歳 123 145 25 45 5 0 20.3% 31.0%

60歳～69歳 103 114 40 57 1 0 38.8% 50.0%

70歳以上 192 240 74 94 3 0 38.5% 39.2%

無回答 ー ー 0 2 0 7 ー ー

調査対象者数 回答者数 回答率
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II. 回答者の属性 

 

問 24 あなたの性別をお答えください。 

   

 

 

問 25 あなたの年齢をお答えください。 

     

 

問 26 あなたのお住いの地域(小学校区)をお答えください。 

    

回答者数 割合

男性 189 40.9%

女性 258 55.8%

その他・回答したくない 15 3.2%

計 462 100.0%

回答者数 割合

18歳～29歳 30 6.5%

30歳～39歳 34 7.4%

40歳～49歳 52 11.3%

50歳～59歳 75 16.3%

60歳～69歳 98 21.3%

70歳以上 171 37.2%

計 460 100.0%

回答者数 割合

三軒家西 31 6.7%

三軒家東 57 12.4%

泉尾東 50 10.9%

泉尾北 38 8.3%

中泉尾 47 10.2%

北恩加島 53 11.5%

小林 30 6.5%

平尾 44 9.6%

南恩加島 46 10.0%

鶴町 48 10.4%

わからない 16 3.5%

計 460 100.0%
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問 27 あなたが現在の住所にお住まいになってからの年数をお答えください。 

   

 

 

問 28 あなたは子育ての経験がありますか。〈複数回答可〉 

 

 

 

  

回答者数 割合

1年未満 10 2.2%

1年以上～10年未満 88 19.1%

10年以上 363 78.7%

計 461 100.0%

回答数 割合

就学前(0～5歳)の子どもがいる 27 6.3%

小学校就学中(6～11歳)の子どもがいる 40 9.3%

中学校就学中(12～14歳)の子どもがいる 24 5.6%

高校就学年齢(15～17歳)の子どもがいる 22 5.1%

18歳以上の子どもがいる 227 52.8%

子育ての経験はない 141 32.8%

(回答者数429件)
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III. 調査結果 
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１. 広報・情報発信について 

 

問1 広報紙「こんにちは大正」でお知りになりたい情報をすべて選んでください。〈複数回答可〉 

 

 

 

回
答
者
数

区
の
施
策
、
事
業
計
画
な
ど
に

関
す
る
情
報

地
域
ま
ち
づ
く
り
実
行
委
員
会

の
活
動
（
概
ね
小
学
校
区
の
エ

リ
ア
）
に
関
す
る
情
報

暮
ら
し
の
制
度
、
手
続
き
（
住

民
票
、
国
民
健
康
保
険
等
）
に

関
す
る
情
報

健
康
（
健
診
、
予
防
接
種
等
）

に
関
す
る
情
報

各
種
市
民
相
談
（
法
律
相
談

等
）
に
関
す
る
情
報

子
育
て
（
支
援
情
報
、
施
設
情

報
等
）
に
関
す
る
情
報

教
育
（
学
校
選
択
制
、
課
外
学

習
支
援
事
業
、
生
涯
学
習
等
）

に
関
す
る
情
報

福
祉
（
高
齢
者
施
策
、
障
が
い

者
支
援
等
）
に
関
す
る
情
報

防
犯
・
防
災
に
関
す
る
情
報

イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
情
報

そ
の
他

全体 332 36.1% 24.1% 55.1% 59.3% 31.9% 16.9% 19.0% 53.0% 61.1% 41.0% 4.5%

男性 149 47.0% 24.2% 57.0% 65.8% 34.2% 18.1% 19.5% 55.0% 57.7% 39.6% 4.7%

女性 167 28.7% 24.6% 53.9% 52.7% 31.1% 17.4% 19.2% 53.3% 63.5% 42.5% 4.2%

18歳～29歳 10 60.0% 10.0% 30.0% 40.0% 0.0% 30.0% 30.0% 30.0% 50.0% 50.0% 0.0%

30歳～39歳 11 18.2% 9.1% 45.5% 54.5% 36.4% 27.3% 18.2% 27.3% 63.6% 18.2% 0.0%

40歳～49歳 18 38.9% 27.8% 50.0% 61.1% 16.7% 22.2% 27.8% 38.9% 50.0% 22.2% 16.7%

50歳～59歳 21 33.3% 14.3% 57.1% 57.1% 28.6% 23.8% 23.8% 38.1% 42.9% 28.6% 9.5%

60歳～69歳 31 48.4% 22.6% 54.8% 74.2% 32.3% 9.7% 6.5% 58.1% 58.1% 51.6% 0.0%

70歳以上 58 56.9% 32.8% 67.2% 72.4% 48.3% 15.5% 20.7% 74.1% 65.5% 44.8% 3.4%

18歳～29歳 8 12.5% 25.0% 50.0% 37.5% 25.0% 37.5% 37.5% 25.0% 50.0% 37.5% 0.0%

30歳～39歳 14 7.1% 28.6% 42.9% 35.7% 35.7% 64.3% 50.0% 7.1% 42.9% 42.9% 0.0%

40歳～49歳 18 55.6% 38.9% 55.6% 50.0% 38.9% 22.2% 38.9% 55.6% 72.2% 72.2% 0.0%

50歳～59歳 33 36.4% 24.2% 60.6% 60.6% 42.4% 18.2% 15.2% 45.5% 75.8% 45.5% 9.1%

60歳～69歳 34 26.5% 11.8% 58.8% 50.0% 26.5% 8.8% 11.8% 55.9% 73.5% 35.3% 0.0%

70歳以上 59 23.7% 25.4% 49.2% 55.9% 23.7% 5.1% 8.5% 69.5% 54.2% 35.6% 6.8%

性
別

男
性

女
性
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⚫ 全体でみると、「防犯・防災に関する情報」が最も多く 61.1％であり、次いで「健康（健診、予防接種等）に関す

る情報」が 59.3％、「暮らしの制度、手続き（住民票、国民健康保険等）に関する情報」が 55.1％となってい

る。 

⚫ 男女別で見た場合、男性は「健康（健診、予防接種等）に関する情報」が最も多く 65.8％となっており、女性は

「防犯・防災に関する情報」が最も多く 63.5％となっている。そのほかの項目も概ね全体と同じくらいであるが、

「区の施策、事業計画などに関する情報」のみ女性が 28.7％に対して男性が 47.0％と大きな差がみられる。 

⚫ 男性を年代別に見た場合、「18 歳～29 歳」では「区の施策、事業計画などに関する情報」、「30～39 歳」では

「防犯・防災に関する情報」が最も多くなっている。40 歳～69 歳の間では「健康（健診、予防接種等）に関する

情報」が最多となり、「50 歳～59 歳」では「暮らしの制度、手続き（住民票、国民健康保険等）に関する情報」

も多い。「70 歳以上」では「福祉（高齢者施策、障がい者支援等）に関する情報」が最も多かった。 

⚫ 女性を年代別に見た場合、「18 歳～29 歳」では「暮らしの制度、手続き（住民票、国民健康保険等）に関する情

報」や「防犯・防災に関する情報」が多くみられ、「30 歳～39 歳」では「子育て（支援情報、施設情報等）に関

する情報」が最も多い。40 歳～69 歳の間では「防犯・防災に関する情報」が多く、「70 歳以上」では「福祉

（高齢者施策、障がい者支援等）に関する情報」が最も多い。 
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問2 広報紙「こんにちは大正」は、特集記事を毎号組んでいます。特に印象に残っている特集をすべて選ん

でください。〈複数回答可〉 

 

 

 

 

 

回
答
者
数

大
正
ト
ン
ボ
ロ
マ
ル
シ
ェ
＆
さ
ん
ぽ
日
和

（
令
和
５
年
５
月
号
）

特
定
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

（
令
和
５
年
５
月
号
）

「
イ
ン
コ
ス
大
正
」
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

（
令
和
５
年
５
月
号
）

食
育
月
間

（
令
和
５
年
６
月
号
）

「
健
康
わ
く
わ
く
塾
」
受
講
者
募
集
！

（
令
和
５
年
６
月
号
）

津
波
・
高
潮
か
ら
地
域
を
守
る
！

（
令
和
５
年
６
月
号
）

大
正
も
の
づ
く
り
フ
ェ
ス
タ2

0
2
3

（
令
和
５
年
７
月
号
）

子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
・
こ
ど
も
子
育
て
プ
ラ
ザ

（
令
和
５
年
７
月
号
）

ヨ
リ
ド
コ
大
正
る
つ
ぼ
ん
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン

（
令
和
５
年
８
月
号
）

野
菜
、
足
り
て
ま
す
か
？
や
さ
い
の
日

（
令
和
５
年
８
月
号
）

防
災
特
集

（
令
和
５
年
９
月
号
）

保
育
施
設
の
一
斉
入
所
受
付

（
令
和
５
年
９
月
号
）

朝
ご
は
ん
を
食
べ
よ
う
！
朝
食
月
間

（
令
和
５
年
９
月
号
）

大
正
区
民
ま
つ
り

（
令
和
５
年
１
０
月
号
）

み
ん
な
の
健
康
展

（
令
和
５
年
１
０
月
号
）

Ｔ
ａ
ｉ
ｓ
ｈ
ｏ
さ
ん
ぽ
日
和

（
令
和
５
年
１
０
月
号
）

地
域
ま
ち
づ
く
り
実
行
委
員
会

（
令
和
５
年
１
０
月
号
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
令
和
５
年
１
１
月
号
）

児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

（
令
和
５
年
１
１
月
号
）

地
域
に
広
が
るS

D
G
s

の
輪

（
令
和
５
年
１
１
月
号
）

こ
ど
も
の
人
権
特
集

（
令
和
５
年
１
２
月
号
）

全体 378 28.8% 37.8% 2.6% 5.3% 8.7% 52.4% 22.8% 5.0% 5.0% 14.0% 43.4% 2.9% 13.0% 48.1% 11.9% 11.9% 12.4% 14.0% 6.9% 8.5% 5.3%

男性 150 26.0% 37.3% 2.7% 4.0% 8.7% 51.3% 22.7% 5.3% 4.0% 10.0% 47.3% 2.7% 12.7% 50.7% 12.7% 12.0% 14.7% 11.3% 7.3% 7.3% 8.0%

女性 211 31.8% 38.4% 2.4% 6.2% 7.6% 54.0% 23.2% 5.2% 6.2% 17.1% 38.9% 3.3% 14.2% 47.4% 10.9% 12.3% 11.4% 14.7% 7.1% 10.0% 3.8%

18歳～29歳 10 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30歳～39歳 9 22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 44.4% 11.1% 0.0% 11.1% 11.1% 55.6% 0.0% 11.1% 33.3% 0.0% 0.0% 11.1% 22.2% 11.1% 0.0% 11.1%

40歳～49歳 17 35.3% 17.6% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5% 35.3% 11.8% 5.9% 5.9% 17.6% 0.0% 0.0% 47.1% 0.0% 17.6% 5.9% 5.9% 5.9% 0.0% 5.9%

50歳～59歳 18 50.0% 16.7% 5.6% 5.6% 0.0% 38.9% 16.7% 5.6% 0.0% 22.2% 27.8% 11.1% 16.7% 22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 5.6%

60歳～69歳 36 16.7% 50.0% 2.8% 5.6% 5.6% 61.1% 27.8% 0.0% 0.0% 11.1% 50.0% 0.0% 11.1% 50.0% 13.9% 16.7% 13.9% 11.1% 5.6% 2.8% 8.3%

70歳以上 60 20.0% 51.7% 3.3% 5.0% 18.3% 63.3% 21.7% 8.3% 6.7% 8.3% 63.3% 3.3% 18.3% 61.7% 20.0% 13.3% 23.3% 13.3% 8.3% 13.3% 10.0%

18歳～29歳 9 33.3% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 0.0% 0.0% 55.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30歳～39歳 15 33.3% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 13.3% 0.0% 0.0% 33.3% 6.7% 6.7% 60.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

40歳～49歳 27 33.3% 33.3% 7.4% 7.4% 3.7% 44.4% 29.6% 7.4% 3.7% 7.4% 29.6% 3.7% 7.4% 59.3% 3.7% 7.4% 11.1% 14.8% 7.4% 11.1% 7.4%

50歳～59歳 39 38.5% 33.3% 0.0% 0.0% 2.6% 53.8% 23.1% 5.1% 10.3% 5.1% 43.6% 5.1% 10.3% 48.7% 15.4% 20.5% 10.3% 17.9% 2.6% 10.3% 5.1%

60歳～69歳 50 28.0% 40.0% 0.0% 8.0% 8.0% 60.0% 20.0% 0.0% 8.0% 18.0% 40.0% 2.0% 10.0% 28.0% 4.0% 12.0% 6.0% 12.0% 8.0% 8.0% 4.0%

70歳以上 70 30.0% 47.1% 4.3% 8.6% 12.9% 61.4% 20.0% 2.9% 4.3% 31.4% 41.4% 2.9% 24.3% 51.4% 18.6% 11.4% 18.6% 18.6% 11.4% 12.9% 2.9%

性
別

男
性

女
性
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⚫ 全体でみると、最も印象に残っていると答えた特集は「津波・高潮から地域を守る！（令和５年６月号）」で、

52.4％となり、「大正区民まつり（令和５年１０月号）」が 48.1％、「防災特集（令和５年９月号）」が 43.4％と

続く。 

⚫ 男女別で見た場合、5％以上男性の方が高かった特集は「防災特集（令和５年９月号）」(男性 47.3％、女性

38.9％)であり、5％以上女性の方が高かった特集は「大正トンボロマルシェ＆さんぽ日和（令和５年５月号）」(女

性 31.8％、男性 26.0％)、「野菜、足りてますか？やさいの日（令和５年８月号）」(女性 17.1％、男性 10.0％)

であった。 

⚫ 男性を年代別で見た場合、「津波・高潮から地域を守る！（令和５年６月号）」や「防災特集（令和５年９月号）」は

「30 歳～39 歳」「60 歳～69 歳」「70 歳以上」が他の年代よりも多くなっている。「18 歳～29 歳」や「40 歳

～49 歳」は「大正区民まつり（令和５年１０月号）」が最も印象に残っていると答えた人が多かった。 

⚫ 女性を年代別で見た場合、「津波・高潮から地域を守る！（令和５年６月号）」は年代が高くなるにつれて多くな

り、「70 歳以上」では 61.4％となった。「大正区民まつり（令和５年１０月号）」は「60 歳～69 歳」以外の年代

で全体の割合よりも高い結果となった。「防災特集（令和５年９月号）」は 50 歳以上の年代で全体よりも多くなっ

ている。 
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問3 大正区では Facebook・LINE・X（旧 Twitter）を活用した情報発信を行っています。大正区からの

SNS での情報発信の内容について、満足されていますか？〈１つだけ〉 

※各表の「満足している計」は「大いに満足している」「ある程度満足している」「どちらかというと満足している」の合計値、「満足して

いない計」は「どちらかというと満足していない」「あまり満足していない」「全く満足していない」の合計値を表す。 

 

 

⚫ 全体でみると、「満足している計」が 57.4％であった。 

⚫ 男女別で見た場合、女性の方が男性よりも「満足している計」が 3.9％多い。 

⚫ 年代別で見た場合、男性では「満足している計」が一番多かったのは「70 歳以上」(62.5％)であり、女性では

「30 歳～39 歳」(81.3％)であった。また、男女ともに「18 歳～29 歳」の「満足している計」の割合が一番少

なく(男性 33.3％、女性 45.5％)、男性ではこのほかにも「50 歳～59 歳」の「満足している計」の割合が

45.5％と少ない結果となった。 

回答者数

大いに満

足してい

る

ある程度

満足して

いる

どちらか

というと

満足して

いる

どちらか

というと

満足して

いない

あまり満

足してい

ない

全く満足

していな

い

満足して

いる計

満足して

いない計

全体 380 2.6% 29.7% 25.0% 16.3% 11.8% 14.5% 57.4% 42.6%

男性 157 3.8% 25.5% 26.1% 15.3% 12.7% 16.6% 55.4% 44.6%

女性 209 1.9% 33.5% 23.9% 16.7% 10.5% 13.4% 59.3% 40.7%

18歳～29歳 12 8.3% 8.3% 16.7% 33.3% 8.3% 25.0% 33.3% 66.7%

30歳～39歳 13 7.7% 30.8% 23.1% 0.0% 15.4% 23.1% 61.5% 38.5%

40歳～49歳 20 0.0% 15.0% 40.0% 15.0% 5.0% 25.0% 55.0% 45.0%

50歳～59歳 22 4.5% 22.7% 18.2% 18.2% 13.6% 22.7% 45.5% 54.5%

60歳～69歳 34 0.0% 32.4% 23.5% 17.6% 14.7% 11.8% 55.9% 44.1%

70歳以上 56 5.4% 28.6% 28.6% 12.5% 14.3% 10.7% 62.5% 37.5%

18歳～29歳 11 0.0% 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 0.0% 45.5% 54.5%

30歳～39歳 16 0.0% 43.8% 37.5% 6.3% 0.0% 12.5% 81.3% 18.8%

40歳～49歳 25 0.0% 32.0% 24.0% 28.0% 12.0% 4.0% 56.0% 44.0%

50歳～59歳 43 2.3% 25.6% 25.6% 20.9% 7.0% 18.6% 53.5% 46.5%

60歳～69歳 48 0.0% 37.5% 20.8% 18.8% 10.4% 12.5% 58.3% 41.7%

70歳以上 66 4.5% 36.4% 21.2% 7.6% 13.6% 16.7% 62.1% 37.9%

性
別

男
性

女
性
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２. 人権について 

 

問4 あなたは、大正区は、人権が尊重されているまちだと思いますか。〈１つだけ〉 

 

 

⚫ 全体でみると、「思う計」は 75.9％であり、「思わない計」は 24.1％だった。 

⚫ 男女別でみると、男性の方が女性よりも 9.6％「思う計」が多かった。 

⚫ 年代別で見た場合、男性では「18 歳～29 歳」と「40 歳～49 歳」で「思う計」が全体よりも低い数値となったが、それ以外の

年代では 80％以上が思うと回答している。女性では「思う計」が全体の割合を超えているのは「70 歳以上」(80.5％)のみであ

り、それ以外の年代では全体を下回った。 

 

回答者数
大いに思

う

ある程度

思う

どちらか

というと

思う

どちらか

というと

思わない

あまり思

わない

全く思わ

ない
思う計

思わない

計

全体 444 4.3% 36.9% 34.7% 7.0% 13.5% 3.6% 75.9% 24.1%

男性 181 6.6% 41.4% 33.7% 3.9% 10.5% 3.9% 81.8% 18.2%

女性 245 2.9% 34.3% 35.1% 9.4% 15.9% 2.4% 72.2% 27.8%

18歳～29歳 13 7.7% 30.8% 30.8% 0.0% 23.1% 7.7% 69.2% 30.8%

30歳～39歳 13 23.1% 7.7% 53.8% 0.0% 7.7% 7.7% 84.6% 15.4%

40歳～49歳 21 4.8% 42.9% 23.8% 9.5% 14.3% 4.8% 71.4% 28.6%

50歳～59歳 24 4.2% 45.8% 33.3% 0.0% 12.5% 4.2% 83.3% 16.7%

60歳～69歳 40 0.0% 45.0% 42.5% 2.5% 7.5% 2.5% 87.5% 12.5%

70歳以上 70 8.6% 45.7% 28.6% 5.7% 8.6% 2.9% 82.9% 17.1%

18歳～29歳 13 0.0% 30.8% 38.5% 0.0% 30.8% 0.0% 69.2% 30.8%

30歳～39歳 19 5.3% 21.1% 42.1% 10.5% 15.8% 5.3% 68.4% 31.6%

40歳～49歳 27 0.0% 37.0% 37.0% 3.7% 22.2% 0.0% 74.1% 25.9%

50歳～59歳 45 4.4% 28.9% 35.6% 17.8% 11.1% 2.2% 68.9% 31.1%

60歳～69歳 53 1.9% 20.8% 39.6% 15.1% 18.9% 3.8% 62.3% 37.7%

70歳以上 87 3.4% 48.3% 28.7% 4.6% 12.6% 2.3% 80.5% 19.5%

性
別

男
性

女
性
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３. 安心安全なまちづくりについて 

 

問5 大正区では、空家所有者や区民の方を対象に、空家に関して気軽に相談できる窓口を設置しています

が、あなたは、近所にある空家に対して、現在「悩み・心配・不安」などを感じていますか。〈１つだ

け〉 
 

 

 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 456 8.3% 19.1% 14.7% 13.2% 30.3% 14.5% 42.1% 57.9%

男性 184 9.8% 21.7% 14.7% 12.5% 25.5% 15.8% 46.2% 53.8%

女性 253 7.1% 17.8% 14.6% 13.8% 32.4% 14.2% 39.5% 60.5%

18歳～29歳 13 0.0% 7.7% 0.0% 7.7% 38.5% 46.2% 7.7% 92.3%

30歳～39歳 13 15.4% 23.1% 23.1% 7.7% 15.4% 15.4% 61.5% 38.5%

40歳～49歳 22 0.0% 13.6% 4.5% 4.5% 54.5% 22.7% 18.2% 81.8%

50歳～59歳 24 4.2% 16.7% 16.7% 25.0% 12.5% 25.0% 37.5% 62.5%

60歳～69歳 40 12.5% 30.0% 22.5% 15.0% 17.5% 2.5% 65.0% 35.0%

70歳以上 72 13.9% 23.6% 13.9% 11.1% 25.0% 12.5% 51.4% 48.6%

18歳～29歳 13 0.0% 15.4% 15.4% 15.4% 23.1% 30.8% 30.8% 69.2%

30歳～39歳 19 0.0% 5.3% 15.8% 10.5% 47.4% 21.1% 21.1% 78.9%

40歳～49歳 28 7.1% 14.3% 17.9% 21.4% 17.9% 21.4% 39.3% 60.7%

50歳～59歳 45 6.7% 24.4% 13.3% 4.4% 37.8% 13.3% 44.4% 55.6%

60歳～69歳 56 8.9% 17.9% 8.9% 21.4% 30.4% 12.5% 35.7% 64.3%

70歳以上 90 8.9% 17.8% 17.8% 12.2% 33.3% 10.0% 44.4% 55.6%

三軒家西 31 3.2% 16.1% 19.4% 22.6% 25.8% 12.9% 38.7% 61.3%

三軒家東 54 11.1% 16.7% 13.0% 9.3% 35.2% 14.8% 40.7% 59.3%

泉尾東 50 6.0% 24.0% 12.0% 12.0% 24.0% 22.0% 42.0% 58.0%

泉尾北 38 7.9% 15.8% 15.8% 18.4% 28.9% 13.2% 39.5% 60.5%

中泉尾 47 4.3% 10.6% 17.0% 23.4% 29.8% 14.9% 31.9% 68.1%

北恩加島 52 3.8% 17.3% 15.4% 15.4% 36.5% 11.5% 36.5% 63.5%

小林 29 20.7% 27.6% 6.9% 10.3% 17.2% 17.2% 55.2% 44.8%

平尾 44 11.4% 22.7% 15.9% 4.5% 34.1% 11.4% 50.0% 50.0%

南恩加島 46 15.2% 23.9% 17.4% 4.3% 23.9% 15.2% 56.5% 43.5%

鶴町 46 4.3% 23.9% 10.9% 8.7% 37.0% 15.2% 39.1% 60.9%

わからない 14 7.1% 7.1% 21.4% 35.7% 21.4% 7.1% 35.7% 64.3%

性
別

男
性

女
性

地
域
別
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⚫ 全体でみると、「感じない計」が 57.9％で、「感じる計」の 42.1％を上回る。 

⚫ 性別でみると、男性の方が女性よりも「感じる計」が 6.7％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「感じる計」が「30 歳～39 歳」(61.5％)や「60 歳～69 歳」(65.0％)で多くみられ、「18 歳～29

歳」では 7.7％とわずかである。女性では「感じる計」が多かったのは「50 歳～59 歳」(44.4％)や「70 歳以上」(44.4％)で

あるが、この数値は全体と同じくらいの割合であり、それ以外の年代では 40％を下回る。 

⚫ 地域別にみると、「感じる計」が最も多かったのは「南恩加島」であり、56.5％だった。他にも「小林」(55.2％)や「平尾」

(50.0％)で全体よりも多い数値となった。 
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問6 あなたは、こども 110 番の家の普及、青色防犯パトロール車両による巡回、通学路の安全点検等の

取組が、安全で安心して暮らせるまちづくりに効果があると感じますか。〈各事業１つだけ〉 
 

※各表の「知っている計」は「取組を知らない」以外の回答の合計、「知らない計」は「取組を知らない」と同値、「思う計」は取組を

知っている人の内「大いに思う」「ある程度思う」「どちらかというと思う」の合計値、「思わない計」は取組を知っている人の内「どち

らかというと思わない」「あまり思わない」「全く思わない」の合計値を表す。 
 

① こども 110 番の家の普及 

 

 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 456 92.5% 7.5% 422 19.2% 39.1% 20.4% 7.6% 10.9% 2.8% 78.7% 21.3%

男性 185 94.1% 5.9% 174 20.7% 36.2% 22.4% 4.6% 12.6% 3.4% 79.3% 20.7%

女性 254 91.7% 8.3% 233 18.5% 41.6% 18.9% 9.4% 9.4% 2.1% 79.0% 21.0%

18歳～29歳 13 84.6% 15.4% 11 18.2% 27.3% 27.3% 0.0% 27.3% 0.0% 72.7% 27.3%

30歳～39歳 13 100.0% 0.0% 13 23.1% 7.7% 30.8% 7.7% 23.1% 7.7% 61.5% 38.5%

40歳～49歳 22 90.9% 9.1% 20 10.0% 25.0% 35.0% 0.0% 25.0% 5.0% 70.0% 30.0%

50歳～59歳 25 100.0% 0.0% 25 8.0% 40.0% 28.0% 8.0% 8.0% 8.0% 76.0% 24.0%

60歳～69歳 40 97.5% 2.5% 39 15.4% 46.2% 25.6% 5.1% 7.7% 0.0% 87.2% 12.8%

70歳以上 72 91.7% 8.3% 66 31.8% 39.4% 12.1% 4.5% 9.1% 3.0% 83.3% 16.7%

18歳～29歳 13 84.6% 15.4% 11 27.3% 36.4% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 81.8% 18.2%

30歳～39歳 19 94.7% 5.3% 18 0.0% 38.9% 33.3% 16.7% 11.1% 0.0% 72.2% 27.8%

40歳～49歳 28 100.0% 0.0% 28 17.9% 46.4% 7.1% 17.9% 7.1% 3.6% 71.4% 28.6%

50歳～59歳 45 93.3% 6.7% 42 11.9% 40.5% 26.2% 7.1% 14.3% 0.0% 78.6% 21.4%

60歳～69歳 57 91.2% 8.8% 52 15.4% 44.2% 15.4% 7.7% 11.5% 5.8% 75.0% 25.0%

70歳以上 90 88.9% 11.1% 80 27.5% 41.3% 17.5% 6.3% 6.3% 1.3% 86.3% 13.8%

三軒家西 30 96.7% 3.3% 29 24.1% 24.1% 27.6% 13.8% 6.9% 3.4% 75.9% 24.1%

三軒家東 56 87.5% 12.5% 49 22.4% 38.8% 20.4% 6.1% 10.2% 2.0% 81.6% 18.4%

泉尾東 50 94.0% 6.0% 47 21.3% 53.2% 17.0% 2.1% 6.4% 0.0% 91.5% 8.5%

泉尾北 37 91.9% 8.1% 34 20.6% 35.3% 17.6% 8.8% 8.8% 8.8% 73.5% 26.5%

中泉尾 47 95.7% 4.3% 45 13.3% 40.0% 24.4% 6.7% 15.6% 0.0% 77.8% 22.2%

北恩加島 51 90.2% 9.8% 46 19.6% 41.3% 19.6% 4.3% 10.9% 4.3% 80.4% 19.6%

小林 30 93.3% 6.7% 28 21.4% 39.3% 17.9% 14.3% 7.1% 0.0% 78.6% 21.4%

平尾 44 95.5% 4.5% 42 26.2% 23.8% 21.4% 7.1% 16.7% 4.8% 71.4% 28.6%

南恩加島 46 93.5% 6.5% 43 9.3% 55.8% 14.0% 9.3% 11.6% 0.0% 79.1% 20.9%

鶴町 47 91.5% 8.5% 43 14.0% 32.6% 23.3% 9.3% 14.0% 7.0% 69.8% 30.2%

わからない 14 85.7% 14.3% 12 8.3% 50.0% 25.0% 8.3% 8.3% 0.0% 83.3% 16.7%

地
域
別

性
別

男
性

女
性

取組を知っている

取組を知

らない

取組を

知ってい

る

回答者数
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⚫ 全体でみると、「取組を知っている計」は 92.5％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」を合わせた「感じる計」は 78.7％となっている。 

⚫ 性別による差はほとんどみられない。 

⚫ 年代別でみると、男性では「感じる計」が最も多かったのは「60 歳～69 歳」であり 87.2％であった。2 番目に多かったのは

「70 歳以上」であり、この年代は「大いに感じる」の割合も多い。「30 歳～39 歳」は全体よりもやや少なかった。女性では男

性ほどのばらつきはなく、最も多いのは「70 歳以上」の 86.3％、最も少ないのは「40 歳～49 歳」の 71.4％となっている。

また、男性の「18 歳～29 歳」、女性の「18 歳～29 歳」「70 歳以上」は「取組を知っている」の割合が他の年代と比べて

90％に満たない。 

⚫ 地域別でみると、「感じる計」が最も多かったのは「泉尾東」であり 91.5％であった。他の地域ではおおむね 70～80％程の数

値となっており、「鶴町」が最も少なく 69.8％である。取組を知っているかどうかに関しては、「三軒家東」が 87.5％となって

おり、他の地域よりもわずかに少ない結果になった。 
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② 青色防犯パトロール車両による巡回 

 

 

 

 

 

 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 459 93.9% 6.1% 431 22.5% 39.7% 18.1% 6.5% 11.1% 2.1% 80.3% 19.7%

男性 187 94.1% 5.9% 176 22.2% 38.1% 15.9% 7.4% 14.2% 2.3% 76.1% 23.9%

女性 254 93.7% 6.3% 238 23.5% 40.8% 19.3% 5.5% 9.2% 1.7% 83.6% 16.4%

18歳～29歳 13 92.3% 7.7% 12 16.7% 33.3% 8.3% 16.7% 16.7% 8.3% 58.3% 41.7%

30歳～39歳 13 92.3% 7.7% 12 33.3% 16.7% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 75.0% 25.0%

40歳～49歳 23 87.0% 13.0% 20 15.0% 25.0% 30.0% 10.0% 20.0% 0.0% 70.0% 30.0%

50歳～59歳 25 96.0% 4.0% 24 20.8% 45.8% 16.7% 4.2% 4.2% 8.3% 83.3% 16.7%

60歳～69歳 40 100.0% 0.0% 40 12.5% 52.5% 20.0% 2.5% 12.5% 0.0% 85.0% 15.0%

70歳以上 73 93.2% 6.8% 68 29.4% 35.3% 8.8% 10.3% 14.7% 1.5% 73.5% 26.5%

18歳～29歳 13 92.3% 7.7% 12 41.7% 41.7% 8.3% 8.3% 0.0% 0.0% 91.7% 8.3%

30歳～39歳 19 94.7% 5.3% 18 0.0% 33.3% 38.9% 5.6% 16.7% 5.6% 72.2% 27.8%

40歳～49歳 28 100.0% 0.0% 28 21.4% 53.6% 14.3% 7.1% 3.6% 0.0% 89.3% 10.7%

50歳～59歳 45 100.0% 0.0% 45 22.2% 44.4% 20.0% 2.2% 11.1% 0.0% 86.7% 13.3%

60歳～69歳 57 89.5% 10.5% 51 17.6% 49.0% 15.7% 7.8% 5.9% 3.9% 82.4% 17.6%

70歳以上 90 91.1% 8.9% 82 31.7% 31.7% 19.5% 4.9% 11.0% 1.2% 82.9% 17.1%

三軒家西 31 93.5% 6.5% 29 24.1% 31.0% 17.2% 10.3% 13.8% 3.4% 72.4% 27.6%

三軒家東 56 89.3% 10.7% 50 20.0% 48.0% 24.0% 4.0% 4.0% 0.0% 92.0% 8.0%

泉尾東 50 94.0% 6.0% 47 21.3% 51.1% 17.0% 6.4% 4.3% 0.0% 89.4% 10.6%

泉尾北 37 91.9% 8.1% 34 20.6% 44.1% 17.6% 0.0% 11.8% 5.9% 82.4% 17.6%

中泉尾 47 97.9% 2.1% 46 13.0% 47.8% 21.7% 6.5% 8.7% 2.2% 82.6% 17.4%

北恩加島 53 96.2% 3.8% 51 23.5% 33.3% 13.7% 11.8% 11.8% 5.9% 70.6% 29.4%

小林 30 100.0% 0.0% 30 33.3% 36.7% 16.7% 3.3% 10.0% 0.0% 86.7% 13.3%

平尾 43 95.3% 4.7% 41 26.8% 26.8% 19.5% 12.2% 12.2% 2.4% 73.2% 26.8%

南恩加島 45 97.8% 2.2% 44 20.5% 40.9% 15.9% 4.5% 15.9% 2.3% 77.3% 22.7%

鶴町 47 87.2% 12.8% 41 24.4% 26.8% 19.5% 4.9% 24.4% 0.0% 70.7% 29.3%

わからない 14 85.7% 14.3% 12 16.7% 58.3% 16.7% 0.0% 8.3% 0.0% 91.7% 8.3%

地
域
別

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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⚫ 全体でみると、「取組を知っている計」は 93.9％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」を合わせた「感じる計」は 80.3％となっている。 

⚫ 男女別でみると、「感じる計」は女性の方が男性よりも 7.5％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「感じる計」が最も多かったのは「60 歳～69 歳」(85.0％)であり、2 番目には「50 歳～59 歳」

(83.3％)と続く。「18 歳～29 歳」は 58.3％と少ない。女性では「感じる計」が最も多かったのは「18 歳～29 歳」であり、

91.7％だった。他の年代も「30 歳～39 歳」を除いて 80％を上回る結果となっている。 
⚫ 地域別でみると、「感じる計」が最も多かったのは「三軒家東」であり 92.0％となった。「感じる計」が少ない地域としては「北

恩加島」(70.6％)、「鶴町」(70.7％)、「三軒家西」(72.4％)、「平尾」(73.2％)などがみられる。このうち「鶴町」では「取組を

知っている」も他の地域と比べて少なく、87.2％となっている。 
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③ 通学路の安全点検 

 

 

 

 

 

 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 455 91.2% 8.8% 415 21.2% 37.3% 21.7% 7.0% 9.6% 3.1% 80.2% 19.8%

男性 185 90.8% 9.2% 168 22.6% 35.7% 18.5% 7.1% 11.3% 4.8% 76.8% 23.2%

女性 252 91.7% 8.3% 231 20.8% 38.1% 23.4% 7.4% 8.7% 1.7% 82.3% 17.7%

18歳～29歳 12 83.3% 16.7% 10 30.0% 10.0% 0.0% 20.0% 30.0% 10.0% 40.0% 60.0%

30歳～39歳 13 92.3% 7.7% 12 41.7% 25.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 75.0% 25.0%

40歳～49歳 23 82.6% 17.4% 19 5.3% 26.3% 47.4% 0.0% 15.8% 5.3% 78.9% 21.1%

50歳～59歳 25 92.0% 8.0% 23 21.7% 34.8% 17.4% 8.7% 4.3% 13.0% 73.9% 26.1%

60歳～69歳 40 100.0% 0.0% 40 15.0% 50.0% 25.0% 5.0% 5.0% 0.0% 90.0% 10.0%

70歳以上 72 88.9% 11.1% 64 28.1% 35.9% 10.9% 7.8% 14.1% 3.1% 75.0% 25.0%

18歳～29歳 13 92.3% 7.7% 12 66.7% 16.7% 0.0% 8.3% 8.3% 0.0% 83.3% 16.7%

30歳～39歳 19 89.5% 10.5% 17 0.0% 29.4% 29.4% 11.8% 29.4% 0.0% 58.8% 41.2%

40歳～49歳 28 96.4% 3.6% 27 22.2% 48.1% 11.1% 11.1% 7.4% 0.0% 81.5% 18.5%

50歳～59歳 45 95.6% 4.4% 43 14.0% 37.2% 34.9% 4.7% 9.3% 0.0% 86.0% 14.0%

60歳～69歳 57 91.2% 8.8% 52 9.6% 42.3% 26.9% 9.6% 5.8% 5.8% 78.8% 21.2%

70歳以上 88 88.6% 11.4% 78 29.5% 37.2% 20.5% 5.1% 6.4% 1.3% 87.2% 12.8%

三軒家西 30 90.0% 10.0% 27 18.5% 33.3% 29.6% 11.1% 7.4% 0.0% 81.5% 18.5%

三軒家東 56 89.3% 10.7% 50 18.0% 44.0% 20.0% 12.0% 6.0% 0.0% 82.0% 18.0%

泉尾東 50 94.0% 6.0% 47 17.0% 57.4% 19.1% 4.3% 0.0% 2.1% 93.6% 6.4%

泉尾北 37 86.5% 13.5% 32 18.8% 28.1% 34.4% 6.3% 6.3% 6.3% 81.3% 18.8%

中泉尾 47 93.6% 6.4% 44 13.6% 34.1% 31.8% 11.4% 9.1% 0.0% 79.5% 20.5%

北恩加島 52 92.3% 7.7% 48 27.1% 31.3% 20.8% 2.1% 14.6% 4.2% 79.2% 20.8%

小林 30 93.3% 6.7% 28 17.9% 50.0% 14.3% 10.7% 7.1% 0.0% 82.1% 17.9%

平尾 43 93.0% 7.0% 40 27.5% 27.5% 12.5% 10.0% 17.5% 5.0% 67.5% 32.5%

南恩加島 46 93.5% 6.5% 43 20.9% 32.6% 25.6% 2.3% 11.6% 7.0% 79.1% 20.9%

鶴町 45 88.9% 11.1% 40 25.0% 27.5% 20.0% 5.0% 15.0% 7.5% 72.5% 27.5%

わからない 13 84.6% 15.4% 11 36.4% 45.5% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 81.8% 18.2%

地
域
別

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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⚫ 全体でみると、「取組を知っている計」は 91.2％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」を合わせた「感じる計」は 80.2％となっている。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」の違いはほとんどみられないが、「感じる計」では女性の方が男性よりも 5.5％多い。 

⚫ 年代別でみると、「取組を知っている計」は男性の「18 歳～29 歳」や「40 歳～49 歳」において全体よりもやや少ない。「感じ

る計」は男性では「60 歳～69 歳」以外の年代では全体よりも少なくなっている。女性では「30 歳～39 歳」が全体よりも少な

く 58.8％となっており、「60 歳～69 歳」では 78.8％となった。それ以外の年代では全体よりも多くなった。 
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問7 大正区では、JR 大正駅やバス停周辺を安全に利用できるよう、「啓発指導員(サイクルサポーター)」

を配置し、放置自転車対策を実施しています。あなたは、この啓発指導員（サイクルサポーター）の

取組が、放置自転車による通行の妨げの解消に効果があると感じますか。〈１つだけ〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 461 91.5% 8.5% 422 22.3% 37.4% 22.3% 4.7% 9.2% 4.0% 82.0% 18.0%

男性 187 93.6% 6.4% 175 21.1% 37.1% 23.4% 4.0% 10.3% 4.0% 81.7% 18.3%

女性 255 90.6% 9.4% 231 24.2% 37.7% 20.8% 5.2% 8.2% 3.9% 82.7% 17.3%

18歳～29歳 13 84.6% 15.4% 11 27.3% 9.1% 27.3% 0.0% 18.2% 18.2% 63.6% 36.4%

30歳～39歳 13 100.0% 0.0% 13 30.8% 23.1% 23.1% 7.7% 7.7% 7.7% 76.9% 23.1%

40歳～49歳 23 82.6% 17.4% 19 5.3% 42.1% 21.1% 5.3% 15.8% 10.5% 68.4% 31.6%

50歳～59歳 25 92.0% 8.0% 23 17.4% 39.1% 26.1% 4.3% 8.7% 4.3% 82.6% 17.4%

60歳～69歳 40 100.0% 0.0% 40 15.0% 40.0% 25.0% 2.5% 15.0% 2.5% 80.0% 20.0%

70歳以上 73 94.5% 5.5% 69 27.5% 40.6% 21.7% 4.3% 5.8% 0.0% 89.9% 10.1%

18歳～29歳 13 92.3% 7.7% 12 25.0% 41.7% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 75.0% 25.0%

30歳～39歳 19 89.5% 10.5% 17 0.0% 29.4% 23.5% 5.9% 23.5% 17.6% 52.9% 47.1%

40歳～49歳 28 92.9% 7.1% 26 15.4% 50.0% 30.8% 0.0% 0.0% 3.8% 96.2% 3.8%

50歳～59歳 45 91.1% 8.9% 41 17.1% 43.9% 24.4% 7.3% 7.3% 0.0% 85.4% 14.6%

60歳～69歳 57 89.5% 10.5% 51 23.5% 45.1% 21.6% 2.0% 7.8% 0.0% 90.2% 9.8%

70歳以上 91 90.1% 9.9% 82 36.6% 28.0% 15.9% 7.3% 7.3% 4.9% 80.5% 19.5%

三軒家西 31 93.5% 6.5% 29 17.2% 44.8% 27.6% 0.0% 6.9% 3.4% 89.7% 10.3%

三軒家東 56 87.5% 12.5% 49 18.4% 49.0% 18.4% 8.2% 4.1% 2.0% 85.7% 14.3%

泉尾東 50 94.0% 6.0% 47 21.3% 40.4% 23.4% 2.1% 12.8% 0.0% 85.1% 14.9%

泉尾北 38 86.8% 13.2% 33 33.3% 33.3% 18.2% 0.0% 9.1% 6.1% 84.8% 15.2%

中泉尾 47 91.5% 8.5% 43 18.6% 30.2% 34.9% 2.3% 9.3% 4.7% 83.7% 16.3%

北恩加島 53 94.3% 5.7% 50 24.0% 30.0% 20.0% 6.0% 10.0% 10.0% 74.0% 26.0%

小林 30 90.0% 10.0% 27 25.9% 51.9% 11.1% 7.4% 3.7% 0.0% 88.9% 11.1%

平尾 44 88.6% 11.4% 39 30.8% 23.1% 28.2% 7.7% 10.3% 0.0% 82.1% 17.9%

南恩加島 45 95.6% 4.4% 43 16.3% 46.5% 18.6% 7.0% 9.3% 2.3% 81.4% 18.6%

鶴町 47 97.9% 2.1% 46 17.4% 34.8% 19.6% 4.3% 15.2% 8.7% 71.7% 28.3%

わからない 14 85.7% 14.3% 12 25.0% 25.0% 25.0% 8.3% 8.3% 8.3% 75.0% 25.0%

地
域
別

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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⚫ 全体でみると、「取組を知っている計」は 91.5％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」を合わせた「感じる計」は 82.0％となっている。 

⚫ 男女別での違いはほとんどみられない。 

⚫ 年代別でみると、男性で「感じる計」が最も多かったのは「70 歳以上」であり 89.9％であった。「18 歳～29 歳」や「40 歳～

49 歳」では 70％を下回り、特に「40 歳～49 歳」では「取組を知らない」も他の年代と比べて多く 17.4％となっている。女

性で「感じる計」が最も多かったのは「40 歳～49 歳」であり 96.2％であり、最も少なかったのは「30 歳～39 歳」で

52.9％だった。男女ともに若年層における「感じる計」が他の年代よりもやや少ない。 

⚫ 地域別でみると、「泉尾北」は他の地域と比べて「取組を知っている」がやや少なく 86.8％、「三軒家東」では 87.5％、「平尾」

では 88.6％であるが、それ以外の地域では 9 割を超える。「感じる計」に関してはおおむね 8 割前後であるが、「鶴町」

(71.7％)や「北恩加島」(74.0％)ではやや少ない結果となった。 
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問8 あなたは、災害に備えて、日頃から非常持ち出し品や非常備蓄品の準備、家族との連絡方法の確認な

ど、自分自身を守る取組を行っていますか。〈１つだけ〉 

 

 

 

 

 

 

回答者数

大いに

行ってい

る

ある程度

行ってい

る

どちらか

というと

行ってい

る

どちらか

というと

行ってい

ない

あまり

行ってい

ない

全く行っ

ていない

行ってい

る計

行ってい

ない計

全体 457 3.7% 25.2% 20.4% 21.4% 20.8% 8.5% 49.2% 50.8%

男性 186 5.9% 26.9% 18.8% 22.6% 18.3% 7.5% 51.6% 48.4%

女性 252 2.4% 23.8% 21.0% 20.6% 22.6% 9.5% 47.2% 52.8%

18歳～29歳 13 15.4% 23.1% 7.7% 7.7% 7.7% 38.5% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 13 7.7% 30.8% 0.0% 23.1% 23.1% 15.4% 38.5% 61.5%

40歳～49歳 23 4.3% 21.7% 8.7% 26.1% 26.1% 13.0% 34.8% 65.2%

50歳～59歳 25 0.0% 20.0% 36.0% 24.0% 16.0% 4.0% 56.0% 44.0%

60歳～69歳 40 2.5% 20.0% 32.5% 25.0% 15.0% 5.0% 55.0% 45.0%

70歳以上 72 8.3% 34.7% 13.9% 22.2% 19.4% 1.4% 56.9% 43.1%

18歳～29歳 13 7.7% 46.2% 23.1% 7.7% 15.4% 0.0% 76.9% 23.1%

30歳～39歳 18 0.0% 27.8% 11.1% 16.7% 27.8% 16.7% 38.9% 61.1%

40歳～49歳 28 3.6% 17.9% 35.7% 10.7% 17.9% 14.3% 57.1% 42.9%

50歳～59歳 45 0.0% 22.2% 31.1% 17.8% 20.0% 8.9% 53.3% 46.7%

60歳～69歳 57 0.0% 17.5% 19.3% 33.3% 22.8% 7.0% 36.8% 63.2%

70歳以上 89 4.5% 27.0% 13.5% 20.2% 24.7% 10.1% 44.9% 55.1%

三軒家西 31 3.2% 25.8% 19.4% 25.8% 16.1% 9.7% 48.4% 51.6%

三軒家東 57 0.0% 35.1% 24.6% 10.5% 15.8% 14.0% 59.6% 40.4%

泉尾東 48 10.4% 20.8% 16.7% 18.8% 27.1% 6.3% 47.9% 52.1%

泉尾北 38 2.6% 31.6% 21.1% 18.4% 23.7% 2.6% 55.3% 44.7%

中泉尾 45 4.4% 24.4% 22.2% 28.9% 13.3% 6.7% 51.1% 48.9%

北恩加島 52 3.8% 26.9% 21.2% 17.3% 21.2% 9.6% 51.9% 48.1%

小林 30 3.3% 33.3% 20.0% 13.3% 20.0% 10.0% 56.7% 43.3%

平尾 42 4.8% 23.8% 11.9% 19.0% 28.6% 11.9% 40.5% 59.5%

南恩加島 46 0.0% 13.0% 28.3% 34.8% 19.6% 4.3% 41.3% 58.7%

鶴町 48 2.1% 20.8% 14.6% 27.1% 27.1% 8.3% 37.5% 62.5%

わからない 14 7.1% 21.4% 21.4% 28.6% 7.1% 14.3% 50.0% 50.0%

性
別

男
性

女
性

地
域
別
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⚫ 全体でみると、「行っている計」は 49.2％であり、「行っていない計」は 50.8％となった。 

⚫ 男女別でみると、男性の方が女性よりも「行っている計」が 4.4％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「行っている計」は 50 歳以上では 50％を超えているが、49 歳以下では 50％を下回る。特に「40

歳～49 歳」では 34.8％にとどまる。女性では「行っている計」が最も多かったのは「18 歳～29 歳」であり 76.9％と多かっ

た一方で「60 歳～69 歳」(36.8％)や「30 歳～39 歳」(38.9％)では少なくなっている。 

⚫ 地域別でみると、「行っている計」が最も多かったのは「三軒家東」であり 59.6％であり、「小林」(56.7％)や「泉尾北」

(55.3％)と続く。「鶴町」(37.5％)や「平尾」(40.5％)、「南恩加島」(41.3％)等の地域は全体よりもやや低い結果となった。 
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問9 大正区では、地域ごとに作成した「津波避難マップ」を全戸配布する等、区民の防災意識の向上にむ

けた取組を進めています。あなたは、津波の際にどの建物に避難するかを知っていますか。〈１つだ

け〉 

 

 

 

回答者数 知っている 知らない

全体 452 66.4% 33.6%

男性 184 66.3% 33.7%

女性 249 66.7% 33.3%

18歳～29歳 13 30.8% 69.2%

30歳～39歳 13 61.5% 38.5%

40歳～49歳 23 60.9% 39.1%

50歳～59歳 24 70.8% 29.2%

60歳～69歳 40 67.5% 32.5%

70歳以上 71 73.2% 26.8%

18歳～29歳 12 58.3% 41.7%

30歳～39歳 18 72.2% 27.8%

40歳～49歳 28 75.0% 25.0%

50歳～59歳 45 68.9% 31.1%

60歳～69歳 57 70.2% 29.8%

70歳以上 87 59.8% 40.2%

三軒家西 31 67.7% 32.3%

三軒家東 57 56.1% 43.9%

泉尾東 46 65.2% 34.8%

泉尾北 38 60.5% 39.5%

中泉尾 43 72.1% 27.9%

北恩加島 52 71.2% 28.8%

小林 29 62.1% 37.9%

平尾 42 69.0% 31.0%

南恩加島 46 71.7% 28.3%

鶴町 48 72.9% 27.1%

わからない 14 64.3% 35.7%

性別

男性

女性

地域別
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⚫ 全体でみると、「知っている」は 66.4％であり、「知らない」は 33.6％となった。 

⚫ 男女による差はほとんど見られない。 

⚫ 年代別でみると、男性で最も多かった年代は「70 歳以上」(73.2％)であり、女性では「40 歳～49 歳」(75.0％)だった。男女

ともに「18 歳～29 歳」の「知っている」が他の年代と比べて少なく、男性ではそれが顕著に表れている(男性 30.8％、女性

58.3％)。女性では「70 歳以上」も他の年代と比べてやや少なく 59.8％となっている。 

⚫ 地域別でみると、「知っている」が多かった地域は「鶴町」(72.9％)、「中泉尾」(72.1％)、「南恩加島」(71.7％)、「北恩加島」

(71.2％)であり、「三軒家東」(56.1％)ではやや少ない結果となった。 
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問10 大正区では、各地域で要援護者(身体障がい者や要介護者等)の見守り体制づくりに取り組んでいます。

あなたは、この取組が日常の見守りだけでなく災害時の支援にもつながっていると感じますか。〈１つ

だけ〉 

 
 

 

 

⚫ 全体でみると、「取組を知っている」は 84.8％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」と回答した「感じる計」は 61.3％となった。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」の差は見られないが、「感じる計」は男性の方が女性よりも 13.4％多くなっている。 

⚫ 年代別でみると、男性は「18 歳～29 歳」や「30 歳～39 歳」で「取組を知っている」「感じる計」が他の年代と比べて少なく

なっている。「40 歳～49 歳」では「取組を知っている」は全体よりも少ないものの、「感じる計」は 86.7％と年代別では一番

多くなっている。50 歳以上になると「取組を知っている」割合は多くなり、「70 歳以上」では「感じる計」が 70.5％となっ

た。女性では「取組を知っている」はどの年代もおおむね 75％～90％以内となり、男性よりはばらつきが少ない。一方で「感

じる計」は「70 歳以上」を除いて全体よりも少ない数値となり、「30 歳～39 歳」(43.8％)や「40 歳～49 歳」(45.5％)が特

に少なくなっている。 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 454 84.8% 15.2% 385 8.1% 26.5% 26.8% 14.8% 19.7% 4.2% 61.3% 38.7%

男性 184 85.9% 14.1% 158 11.4% 31.6% 25.3% 14.6% 16.5% 0.6% 68.4% 31.6%

女性 251 84.1% 15.9% 211 6.2% 23.2% 25.6% 15.2% 23.7% 6.2% 55.0% 45.0%

18歳～29歳 13 69.2% 30.8% 9 11.1% 33.3% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 55.6% 44.4%

30歳～39歳 13 76.9% 23.1% 10 10.0% 20.0% 30.0% 20.0% 20.0% 0.0% 60.0% 40.0%

40歳～49歳 22 68.2% 31.8% 15 0.0% 53.3% 33.3% 0.0% 13.3% 0.0% 86.7% 13.3%

50歳～59歳 25 92.0% 8.0% 23 4.3% 13.0% 43.5% 26.1% 13.0% 0.0% 60.9% 39.1%

60歳～69歳 40 100.0% 0.0% 40 10.0% 40.0% 17.5% 12.5% 20.0% 0.0% 67.5% 32.5%

70歳以上 71 85.9% 14.1% 61 18.0% 29.5% 23.0% 13.1% 14.8% 1.6% 70.5% 29.5%

18歳～29歳 13 84.6% 15.4% 11 27.3% 9.1% 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 54.5% 45.5%

30歳～39歳 18 88.9% 11.1% 16 0.0% 12.5% 31.3% 18.8% 25.0% 12.5% 43.8% 56.3%

40歳～49歳 28 78.6% 21.4% 22 4.5% 22.7% 18.2% 13.6% 31.8% 9.1% 45.5% 54.5%

50歳～59歳 45 82.2% 17.8% 37 2.7% 8.1% 40.5% 13.5% 24.3% 10.8% 51.4% 48.6%

60歳～69歳 57 80.7% 19.3% 46 6.5% 15.2% 28.3% 19.6% 28.3% 2.2% 50.0% 50.0%

70歳以上 88 88.6% 11.4% 78 6.4% 39.7% 17.9% 10.3% 20.5% 5.1% 64.1% 35.9%

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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４. 区の活性化の取組について 

 

問11 尻無川河川広場（大正駅と京セラドーム大阪間の河川敷）にある「TUGBOAT_TAISHO」（タグボ

ート大正）を利用したことがありますか。または利用したいと思いますか。〈１つだけ〉 

 

 
 

回答者数
利用したこ

とがある

利用したこ

とはない

が、利用し

たいと思っ

ている

利用したこ

ともない

し、利用し

たいとは思

わない

全体 458 27.9% 36.2% 35.8%

男性 186 19.4% 42.5% 38.2%

女性 253 34.8% 33.2% 32.0%

18歳～29歳 13 38.5% 15.4% 46.2%

30歳～39歳 13 30.8% 46.2% 23.1%

40歳～49歳 23 21.7% 47.8% 30.4%

50歳～59歳 24 29.2% 41.7% 29.2%

60歳～69歳 40 17.5% 37.5% 45.0%

70歳以上 73 11.0% 47.9% 41.1%

18歳～29歳 12 50.0% 25.0% 25.0%

30歳～39歳 19 47.4% 21.1% 31.6%

40歳～49歳 28 53.6% 42.9% 3.6%

50歳～59歳 45 37.8% 35.6% 26.7%

60歳～69歳 57 43.9% 36.8% 19.3%

70歳以上 90 16.7% 30.0% 53.3%

三軒家西 31 45.2% 32.3% 22.6%

三軒家東 56 50.0% 17.9% 32.1%

泉尾東 49 22.4% 44.9% 32.7%

泉尾北 37 37.8% 32.4% 29.7%

中泉尾 45 35.6% 31.1% 33.3%

北恩加島 53 20.8% 37.7% 41.5%

小林 30 26.7% 46.7% 26.7%

平尾 44 11.4% 54.5% 34.1%

南恩加島 45 20.0% 33.3% 46.7%

鶴町 48 18.8% 37.5% 43.8%

わからない 14 7.1% 42.9% 50.0%

性別

男性

女性

地域別
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⚫ 全体でみると、「利用したことがある」は 27.9％であり、「利用したことはないが、利用したいと思っている」は 36.2％、「利用

したこともないし、利用したいとは思わない」は 35.8％だった。 

⚫ 男女別でみると、「利用したことがある」は女性の方が多く(女性 34.8％、男性 19.4％)、「利用したことはないが、利用したいと

思っている」は男性の方が多い(男性 42.5％、女性 33.2％)。 

⚫ 年代別でみると、男性は 30 歳以上の年代において「利用したことはないが、利用したいと思っている」が全体を上回り、「18

歳～29 歳」では「利用したことがある」が他の年代よりも多くなっている。特に「70 歳以上」や「40 歳～49 歳」の「利用し

たことはないが、利用したいと思っている」が多い(70 歳以上：47.9％、40 歳～49 歳：47.8％)。女性では 69 歳以下の年代

において「利用したことがある」と回答した人が全体を上回る。「40 歳～49 歳」においては「利用したことはないが、利用した

いと思っている」の割合も 42.9％と多い。 

⚫ 地域別でみると、「利用したことがある」が多かった地域は「三軒家東」(50.0％)、「三軒家西」(45.2％)である。「平尾」は「利

用したことがある」は他の地域と比べて最も少なかったが(11.4％)、「利用したことはないが、利用したいと思っている」は他の

地域と比べて最も多かった(54.5％)。「利用したことはないが、利用したいと思っている」は他にも「小林」(46.7％)や「泉尾

東」(44.9％)で多い。 
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問12 あなたは、区の施策(「TUGBOAT_TAISHO」や千島公園及び周辺を活用した大正トンボロマルシ

ェ及び Taisho さんぽ日和（空家まち歩き）等)が都市活動の活性化とまちの活力の向上につながっ

ていると感じますか。〈１つだけ〉 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 459 85.6% 14.4% 393 12.2% 24.9% 23.9% 12.2% 22.9% 3.8% 61.1% 38.9%

男性 187 85.6% 14.4% 160 13.8% 21.3% 21.9% 15.6% 23.8% 3.8% 56.9% 43.1%

女性 253 86.2% 13.8% 218 11.5% 28.9% 24.8% 10.1% 21.1% 3.7% 65.1% 34.9%

18歳～29歳 13 61.5% 38.5% 8 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 12.5% 12.5% 62.5% 37.5%

30歳～39歳 13 69.2% 30.8% 9 22.2% 0.0% 22.2% 33.3% 22.2% 0.0% 44.4% 55.6%

40歳～49歳 23 87.0% 13.0% 20 20.0% 30.0% 30.0% 0.0% 15.0% 5.0% 80.0% 20.0%

50歳～59歳 25 96.0% 4.0% 24 20.8% 16.7% 20.8% 12.5% 20.8% 8.3% 58.3% 41.7%

60歳～69歳 40 92.5% 7.5% 37 5.4% 24.3% 27.0% 13.5% 24.3% 5.4% 56.8% 43.2%

70歳以上 73 84.9% 15.1% 62 11.3% 22.6% 16.1% 21.0% 29.0% 0.0% 50.0% 50.0%

18歳～29歳 13 76.9% 23.1% 10 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 90.0% 10.0%

30歳～39歳 19 84.2% 15.8% 16 18.8% 50.0% 12.5% 0.0% 12.5% 6.3% 81.3% 18.8%

40歳～49歳 28 96.4% 3.6% 27 22.2% 33.3% 18.5% 3.7% 22.2% 0.0% 74.1% 25.9%

50歳～59歳 45 95.6% 4.4% 43 7.0% 25.6% 32.6% 7.0% 23.3% 4.7% 65.1% 34.9%

60歳～69歳 57 89.5% 10.5% 51 9.8% 21.6% 25.5% 15.7% 23.5% 3.9% 56.9% 43.1%

70歳以上 89 78.7% 21.3% 70 5.7% 27.1% 27.1% 14.3% 21.4% 4.3% 60.0% 40.0%

三軒家西 31 87.1% 12.9% 27 11.1% 25.9% 22.2% 22.2% 18.5% 0.0% 59.3% 40.7%

三軒家東 57 86.0% 14.0% 49 18.4% 16.3% 20.4% 20.4% 22.4% 2.0% 55.1% 44.9%

泉尾東 49 85.7% 14.3% 42 7.1% 31.0% 38.1% 2.4% 19.0% 2.4% 76.2% 23.8%

泉尾北 37 89.2% 10.8% 33 18.2% 21.2% 12.1% 12.1% 24.2% 12.1% 51.5% 48.5%

中泉尾 45 84.4% 15.6% 38 18.4% 18.4% 26.3% 18.4% 15.8% 2.6% 63.2% 36.8%

北恩加島 53 88.7% 11.3% 47 10.6% 31.9% 27.7% 2.1% 23.4% 4.3% 70.2% 29.8%

小林 30 90.0% 10.0% 27 18.5% 18.5% 25.9% 18.5% 18.5% 0.0% 63.0% 37.0%

平尾 44 90.9% 9.1% 40 5.0% 35.0% 15.0% 10.0% 25.0% 10.0% 55.0% 45.0%

南恩加島 45 84.4% 15.6% 38 15.8% 21.1% 23.7% 7.9% 28.9% 2.6% 60.5% 39.5%

鶴町 48 85.4% 14.6% 41 4.9% 29.3% 22.0% 14.6% 26.8% 2.4% 56.1% 43.9%

わからない 14 57.1% 42.9% 8 0.0% 12.5% 37.5% 12.5% 37.5% 0.0% 50.0% 50.0%

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

地
域
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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⚫ 全体でみると、「取組を知っている」は 85.6％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」と回答した「感じる計」は 61.1％だった。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」の差はあまり見られないが、「感じる計」は女性の方が男性よりも 8.2％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では 39 歳以下の「取組を知っている」が他の年代よりも少なくなっている。「感じる計」は「40 歳～49

歳」は 80.0％、「18 歳～29 歳」は 62.5％であり、それ以外の年代は全体を下回る。女性では「取組を知っている」は「40 歳

～49 歳」(96.4％)、「50 歳～59 歳」(95.6％)が多い。「感じる計」では「18 歳～29 歳」が 90.0％と多くなった。 

⚫ 地域別でみると、「取組を知っている」は「平尾」(90.9％)、「小林」(90.0％)で多いが、一番少ない「中泉尾」「南恩加島」でも

84.4％となっており、全体との差はあまりない。「感じる計」になるとばらつきが大きくなり、多い地域では「泉尾東」(76.2％)

や「北恩加島」(70.2％)、少ない地域では「泉尾北」(51.5％)や「平尾」(55.0％)等が挙げられる。 
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問13 大正区では、民間企業と連携協定を結ぶ等、公民連携による地域活性化や魅力発信等に取り組んでい

ますが、あなたは、これらの取組が社会的に貢献していると感じますか。〈１つだけ〉 

 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 51.5％となった。 

⚫ 男女別で見た場合、「感じる計」は男性の方が女性よりも 8.8％多い。 

⚫ 年代別で見た場合、男性では「感じる計」は「40 歳～49 歳」(63.6％)や「60 歳～69 歳」(62.5％)で多く、「18 歳～29

歳」(46.2％)や「30 歳～39 歳」(46.2％)で少ない。女性では「30 歳～39 歳」(57.9％)や「70 歳以上」(52.3％)で多かっ

たが、それ以外の年代では全体を下回る。 

 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 454 4.6% 23.6% 23.3% 18.1% 24.9% 5.5% 51.5% 48.5%

男性 185 4.9% 25.9% 25.9% 20.5% 16.8% 5.9% 56.8% 43.2%

女性 250 4.4% 22.8% 20.8% 16.8% 31.2% 4.0% 48.0% 52.0%

18歳～29歳 13 7.7% 15.4% 23.1% 23.1% 15.4% 15.4% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 13 7.7% 15.4% 23.1% 38.5% 15.4% 0.0% 46.2% 53.8%

40歳～49歳 22 0.0% 22.7% 40.9% 13.6% 9.1% 13.6% 63.6% 36.4%

50歳～59歳 25 4.0% 20.0% 28.0% 24.0% 8.0% 16.0% 52.0% 48.0%

60歳～69歳 40 2.5% 30.0% 30.0% 22.5% 15.0% 0.0% 62.5% 37.5%

70歳以上 72 6.9% 30.6% 19.4% 16.7% 23.6% 2.8% 56.9% 43.1%

18歳～29歳 13 15.4% 15.4% 15.4% 30.8% 23.1% 0.0% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 19 5.3% 21.1% 31.6% 15.8% 21.1% 5.3% 57.9% 42.1%

40歳～49歳 28 7.1% 17.9% 17.9% 10.7% 46.4% 0.0% 42.9% 57.1%

50歳～59歳 45 2.2% 17.8% 24.4% 13.3% 40.0% 2.2% 44.4% 55.6%

60歳～69歳 57 0.0% 21.1% 22.8% 21.1% 29.8% 5.3% 43.9% 56.1%

70歳以上 88 5.7% 29.5% 17.0% 15.9% 26.1% 5.7% 52.3% 47.7%

性
別

男
性

女
性
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問14 大正区では、「ものづくりのまち大正」の特徴を活かした「大正・港・西淀川ものづくり事業実行委員

会」を形成し、活力あるまちづくりを進めています。あなたは、次の実行委員会による取組が、区の

ブランド力の向上や区民の誇りになっていると思いますか。〈各事業１つだけ〉 

 

① 大正・港・西淀川オープンファクトリー 

 

 

⚫ 全体でみると、「取組を知っている」は 77.7％であり、そのうち「大いに思う」「ある程度思う」「どちらかというと思う」を合

わせた「思う計」は 63.2％となっている。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」は男性の方が女性よりも 4.4％多く、「思う計」も男性の方が女性よりも 2.0％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「取組を知っている」は 49 歳以下の年代は 70％を下回る。「50 歳～59 歳」の「取組を知ってい

る」は 92.0％と他の年代よりも多い一方で、「思う計」は 52.2％と他の年代よりも少ない。「思う計」が一番多い年代は「60 歳

～69 歳」であり、74.3％だった。女性では 39 歳以下の「取組を知っている」は 70％を下回るが、「思う計」は他の年代より

も多い。 

回答数
大いに思

う

ある程度

思う

どちらか

というと

思う

どちらか

というと

思わない

あまり思

わない

全く思わ

ない
思う計

思わない

計

全体 458 77.7% 22.3% 356 9.0% 22.8% 31.5% 12.6% 20.2% 3.9% 63.2% 36.8%

男性 187 80.7% 19.3% 151 8.6% 25.2% 30.5% 11.3% 19.9% 4.6% 64.2% 35.8%

女性 253 76.3% 23.7% 193 9.3% 21.2% 31.6% 14.5% 20.2% 3.1% 62.2% 37.8%

18歳～29歳 13 69.2% 30.8% 9 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 44.4% 0.0% 55.6% 44.4%

30歳～39歳 13 69.2% 30.8% 9 22.2% 11.1% 33.3% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3%

40歳～49歳 23 69.6% 30.4% 16 12.5% 25.0% 31.3% 6.3% 18.8% 6.3% 68.8% 31.3%

50歳～59歳 25 92.0% 8.0% 23 0.0% 21.7% 30.4% 17.4% 13.0% 17.4% 52.2% 47.8%

60歳～69歳 40 87.5% 12.5% 35 2.9% 25.7% 45.7% 8.6% 14.3% 2.9% 74.3% 25.7%

70歳以上 73 80.8% 19.2% 59 11.9% 28.8% 22.0% 15.3% 20.3% 1.7% 62.7% 37.3%

18歳～29歳 13 61.5% 38.5% 8 25.0% 25.0% 25.0% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%

30歳～39歳 18 66.7% 33.3% 12 8.3% 8.3% 58.3% 16.7% 8.3% 0.0% 75.0% 25.0%

40歳～49歳 28 71.4% 28.6% 20 20.0% 20.0% 25.0% 20.0% 10.0% 5.0% 65.0% 35.0%

50歳～59歳 45 84.4% 15.6% 38 5.3% 7.9% 36.8% 18.4% 26.3% 5.3% 50.0% 50.0%

60歳～69歳 57 78.9% 21.1% 45 2.2% 22.2% 44.4% 8.9% 20.0% 2.2% 68.9% 31.1%

70歳以上 90 77.8% 22.2% 70 11.4% 30.0% 18.6% 14.3% 22.9% 2.9% 60.0% 40.0%

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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② 医療・ものづくり企業・介護福祉（医工福）が連携した取組 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「取組を知っている」は 75.4％であり、そのうち「大いに思う」「ある程度思う」「どちらかというと思う」を合

わせた「思う計」は 66.9％となっている。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」は男性の方が女性よりも 7.2％多く、「思う計」は男性の方が女性よりも 2.4％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「50 歳～59 歳」の「取組を知っている」は他の年代よりも多く 88.0％であるが、「思う計」は

59.1％と全体よりも少ない。この『取組を知っているが、ブランド力の向上や区民の誇りに思わない』という回答は「70 歳以

上」においても若干みられる。「18 歳～29 歳」では「取組を知っている」「思う計」は共に少なかった。女性では 39 歳以下の

「取組を知っている」は他の年代よりも少ないが、「思う計」は他の年代よりも多い。 

 

回答数
大いに思

う

ある程度

思う

どちらか

というと

思う

どちらか

というと

思わない

あまり思

わない

全く思わ

ない
思う計

思わない

計

全体 452 75.4% 24.6% 341 8.5% 28.7% 29.6% 11.7% 17.9% 3.5% 66.9% 33.1%

男性 185 79.5% 20.5% 147 10.2% 29.9% 27.9% 11.6% 17.7% 2.7% 68.0% 32.0%

女性 249 72.3% 27.7% 180 7.8% 27.2% 30.6% 12.8% 18.3% 3.3% 65.6% 34.4%

18歳～29歳 13 69.2% 30.8% 9 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 55.6% 0.0% 44.4% 55.6%

30歳～39歳 13 76.9% 23.1% 10 20.0% 20.0% 30.0% 0.0% 30.0% 0.0% 70.0% 30.0%

40歳～49歳 23 69.6% 30.4% 16 6.3% 18.8% 50.0% 12.5% 12.5% 0.0% 75.0% 25.0%

50歳～59歳 25 88.0% 12.0% 22 0.0% 22.7% 36.4% 18.2% 13.6% 9.1% 59.1% 40.9%

60歳～69歳 40 82.5% 17.5% 33 9.1% 36.4% 30.3% 9.1% 12.1% 3.0% 75.8% 24.2%

70歳以上 71 80.3% 19.7% 57 15.8% 35.1% 17.5% 14.0% 15.8% 1.8% 68.4% 31.6%

18歳～29歳 13 61.5% 38.5% 8 25.0% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 75.0% 25.0%

30歳～39歳 18 61.1% 38.9% 11 9.1% 9.1% 54.5% 9.1% 18.2% 0.0% 72.7% 27.3%

40歳～49歳 28 67.9% 32.1% 19 5.3% 31.6% 31.6% 15.8% 10.5% 5.3% 68.4% 31.6%

50歳～59歳 45 77.8% 22.2% 35 8.6% 8.6% 37.1% 17.1% 22.9% 5.7% 54.3% 45.7%

60歳～69歳 57 73.7% 26.3% 42 2.4% 28.6% 35.7% 11.9% 19.0% 2.4% 66.7% 33.3%

70歳以上 86 75.6% 24.4% 65 9.2% 36.9% 21.5% 10.8% 20.0% 1.5% 67.7% 32.3%

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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５. 地域コミュニティ・地域活動の活性化の取組などについて 

 

問15 あなたは、地域まちづくり実行委員会(地域活動協議会)や地域社協、地域振興会（町会）、女性会、子

ども会等、地域にお住まいの方々で構成された団体（地縁型団体）が行う活動に参加していますか。

〈１つだけ〉 

 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「参加したことがある」は 21.3％、「参加したことはないが、参加したいと思っている」は 23.5％、「参加したこ

ともないし、参加したいとは思わない」は 55.3％だった。 

⚫ 男女別でみると、「参加したことがある」の差はあまり見られないが、「参加したことはないが、参加したいと思っている」は男性

の方が女性よりも 2.1％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性で「参加したことがある」が最も多かったのは「70 歳以上」であり、28.8％だった。「参加したことはな

いが、参加したいと思っている」が多かったのは「18 歳～29 歳」(30.8％)や「60 歳～69 歳」(30.0％)となっている。女性

で「参加したことがある」が最も多かったのは「40 歳～49 歳」であり、35.7％だった。「参加したことはないが、参加したい

と思っている」が多かったのは「70 歳以上」(30.0％)や「18 歳～29 歳」(23.1％)となっている。 

 

回答者数 参加したことがある

参加したことはない

が、参加したいと思っ

ている

参加したこともない

し、参加したいとは思

わない

全体 456 21.3% 23.5% 55.3%

男性 184 20.7% 25.0% 54.3%

女性 253 20.6% 22.9% 56.5%

18歳～29歳 13 7.7% 30.8% 61.5%

30歳～39歳 13 0.0% 23.1% 76.9%

40歳～49歳 21 14.3% 9.5% 76.2%

50歳～59歳 24 25.0% 25.0% 50.0%

60歳～69歳 40 17.5% 30.0% 52.5%

70歳以上 73 28.8% 26.0% 45.2%

18歳～29歳 13 7.7% 23.1% 69.2%

30歳～39歳 19 15.8% 15.8% 68.4%

40歳～49歳 28 35.7% 14.3% 50.0%

50歳～59歳 45 20.0% 17.8% 62.2%

60歳～69歳 57 28.1% 21.1% 50.9%

70歳以上 90 14.4% 30.0% 55.6%

性別

男性

女性
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問16 あなたは、区民協働による魅力活性化事業（「子どもたちによる公園への樹木札設置（※１）」、「小学４年

生を対象とした 10 年後の私への手紙（※２）」、「文楽公演と体験（※３）」）が、区や地域への愛着の向上に

つながっていると感じますか。〈各事業１つだけ〉 

（※１）身近な公園の樹木にその名称札を自ら取付けることで、地域への関心と大正区への愛着を醸成する。 

（※２）手紙を 10 年後の成人式にて返却し、学校や地域に見守られ育ったことを振り返る機会を設けることで地域や大正区へ

の愛着を醸成する。 

（※３）大阪が誇る伝統芸能である文楽の奥深い魅力に触れてもらう機会を設け、身近に文化や芸術を楽しめる環境を整えるこ

とで、大正区への愛着を醸成する。 

 

① 子どもたちによる公園への樹木札設置 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 72.1％だった。 

⚫ 男女別でみると、男性の方が女性よりも 9.6％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「思う計」の回答が 30 歳以上の年代では全体を上回るが、「18 歳～29 歳」では 53.8％となってい

る。女性では思う計が最も多いのは「18 歳～29 歳」であり、84.6％だった。 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 452 17.9% 31.0% 23.2% 9.1% 15.0% 3.8% 72.1% 27.9%

男性 184 17.4% 36.4% 24.5% 7.6% 11.4% 2.7% 78.3% 21.7%

女性 249 18.5% 27.3% 22.9% 10.4% 16.5% 4.4% 68.7% 31.3%

18歳～29歳 13 7.7% 15.4% 30.8% 0.0% 38.5% 7.7% 53.8% 46.2%

30歳～39歳 13 30.8% 23.1% 23.1% 7.7% 15.4% 0.0% 76.9% 23.1%

40歳～49歳 22 13.6% 40.9% 22.7% 4.5% 9.1% 9.1% 77.3% 22.7%

50歳～59歳 25 12.0% 40.0% 28.0% 12.0% 0.0% 8.0% 80.0% 20.0%

60歳～69歳 40 2.5% 40.0% 35.0% 17.5% 5.0% 0.0% 77.5% 22.5%

70歳以上 71 28.2% 38.0% 16.9% 2.8% 14.1% 0.0% 83.1% 16.9%

18歳～29歳 13 30.8% 23.1% 30.8% 0.0% 15.4% 0.0% 84.6% 15.4%

30歳～39歳 18 11.1% 38.9% 22.2% 5.6% 16.7% 5.6% 72.2% 27.8%

40歳～49歳 28 10.7% 32.1% 35.7% 7.1% 14.3% 0.0% 78.6% 21.4%

50歳～59歳 45 13.3% 31.1% 24.4% 11.1% 13.3% 6.7% 68.9% 31.1%

60歳～69歳 57 15.8% 24.6% 29.8% 10.5% 12.3% 7.0% 70.2% 29.8%

70歳以上 87 25.3% 24.1% 11.5% 13.8% 21.8% 3.4% 60.9% 39.1%

性
別

男
性

女
性
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② 小学４年生を対象とした 10 年後の私への手紙 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 69.5％だった。 

⚫ 男女別での差はほとんどみられない。 

⚫ 年代別でみると、男性では「感じる計」が 50 歳以上では 70％を超えており、49 歳以下では 70％を下回る。最も多い年代は

「50 歳～59 歳」(87.5％)であり、最も少ない年代は「18 歳～29 歳」(38.5％)となっている。女性では「感じる計」は「40

歳～49 歳」が最も多く 92.6％であり、「50 歳～59 歳」(75.6％)、「18 歳～29 歳」(69.2％)と続く。 

 

 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 442 19.2% 29.2% 21.0% 8.6% 15.4% 6.6% 69.5% 30.5%

男性 180 21.1% 28.3% 21.1% 6.7% 16.1% 6.7% 70.6% 29.4%

女性 243 18.5% 29.2% 21.4% 9.9% 14.4% 6.6% 69.1% 30.9%

18歳～29歳 13 7.7% 23.1% 7.7% 7.7% 38.5% 15.4% 38.5% 61.5%

30歳～39歳 12 25.0% 16.7% 25.0% 0.0% 16.7% 16.7% 66.7% 33.3%

40歳～49歳 22 22.7% 18.2% 22.7% 4.5% 22.7% 9.1% 63.6% 36.4%

50歳～59歳 24 25.0% 29.2% 33.3% 4.2% 4.2% 4.2% 87.5% 12.5%

60歳～69歳 40 17.5% 35.0% 22.5% 10.0% 15.0% 0.0% 75.0% 25.0%

70歳以上 69 23.2% 30.4% 17.4% 7.2% 14.5% 7.2% 71.0% 29.0%

18歳～29歳 13 30.8% 15.4% 23.1% 23.1% 7.7% 0.0% 69.2% 30.8%

30歳～39歳 18 11.1% 50.0% 5.6% 11.1% 5.6% 16.7% 66.7% 33.3%

40歳～49歳 27 22.2% 40.7% 29.6% 0.0% 7.4% 0.0% 92.6% 7.4%

50歳～59歳 45 20.0% 33.3% 22.2% 6.7% 11.1% 6.7% 75.6% 24.4%

60歳～69歳 57 14.0% 21.1% 24.6% 10.5% 21.1% 8.8% 59.6% 40.4%

70歳以上 83 19.3% 26.5% 19.3% 12.0% 16.9% 6.0% 65.1% 34.9%

性
別

男
性

女
性
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③ 文楽公演と体験 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 50.0％だった。 

⚫ 男女別での差はほとんどみられない。 

⚫ 年代別でみると、男性は「感じる計」の回答は 30 歳～69 歳までの年代は全体よりも上回り、「70 歳以上」では 47.2％、「18

歳～29 歳」では 30.8％となった。女性では「感じる計」の回答が多かったのは「18 歳～29 歳」(69.2％)であり、「40 歳～

49 歳」(60.7％)、「60 歳～69 歳」(50.9％)と続く。 

 

 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 446 9.4% 23.5% 17.0% 13.9% 25.6% 10.5% 50.0% 50.0%

男性 183 6.6% 26.8% 18.0% 14.8% 25.7% 8.2% 51.4% 48.6%

女性 244 12.3% 20.5% 17.2% 13.1% 25.4% 11.5% 50.0% 50.0%

18歳～29歳 13 0.0% 15.4% 15.4% 7.7% 61.5% 0.0% 30.8% 69.2%

30歳～39歳 12 25.0% 33.3% 0.0% 8.3% 16.7% 16.7% 58.3% 41.7%

40歳～49歳 22 9.1% 27.3% 18.2% 18.2% 13.6% 13.6% 54.5% 45.5%

50歳～59歳 25 4.0% 20.0% 36.0% 8.0% 12.0% 20.0% 60.0% 40.0%

60歳～69歳 39 0.0% 33.3% 23.1% 20.5% 23.1% 0.0% 56.4% 43.6%

70歳以上 72 8.3% 26.4% 12.5% 15.3% 30.6% 6.9% 47.2% 52.8%

18歳～29歳 13 15.4% 30.8% 23.1% 30.8% 0.0% 0.0% 69.2% 30.8%

30歳～39歳 17 11.8% 17.6% 17.6% 11.8% 11.8% 29.4% 47.1% 52.9%

40歳～49歳 28 17.9% 14.3% 28.6% 14.3% 21.4% 3.6% 60.7% 39.3%

50歳～59歳 45 8.9% 17.8% 17.8% 13.3% 31.1% 11.1% 44.4% 55.6%

60歳～69歳 57 10.5% 17.5% 22.8% 12.3% 26.3% 10.5% 50.9% 49.1%

70歳以上 84 13.1% 25.0% 8.3% 10.7% 29.8% 13.1% 46.4% 53.6%

性
別

男
性

女
性
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問17 区役所コンサート事業（ランチタイムコンサート）が大正区への親しみの醸成につながっていると感

じますか。〈１つだけ〉 

 

 
 

 

    

⚫ 全体でみると、「取組を知っている」は 77.4％であり、そのうち「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じ

る」と回答した「感じる計」は 62.6％だった。 

⚫ 男女別でみると、「取組を知っている」は男性の方が女性よりも 4.2％多く、「感じる計」は男性の方が女性よりも 4.0％多い。 

⚫ 年代別でみると、男性では「取組を知っている」が多かったのは「50 歳～59 歳」(84.0％)や「70 歳以上」(83.6％)となって

おり、「感じる計」が多かったのは「60 歳～69 歳」(74.2％)や「40 歳～49 歳」(70.6％)だった。女性では「取組を知ってい

る」が最も多かったのは「60 歳～69 歳」(80.7％)であり、「50 歳～59 歳」(80.0％)と続く。「感じる計」が多かったのは

「18 歳～29 歳」(80.0％)であり、「40 歳～49 歳」(72.7％)と続く。「30 歳～39 歳」は「取組を知っている」「感じる計」

がどちらも少ない。 

  

回答数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 456 77.4% 22.6% 353 9.1% 26.9% 26.6% 13.0% 19.3% 5.1% 62.6% 37.4%

男性 184 79.3% 20.7% 146 8.9% 24.7% 31.5% 14.4% 17.1% 3.4% 65.1% 34.9%

女性 253 75.1% 24.9% 190 9.5% 29.5% 22.1% 12.1% 20.5% 6.3% 61.1% 38.9%

18歳～29歳 13 61.5% 38.5% 8 12.5% 0.0% 12.5% 12.5% 50.0% 12.5% 25.0% 75.0%

30歳～39歳 12 66.7% 33.3% 8 25.0% 12.5% 25.0% 12.5% 25.0% 0.0% 62.5% 37.5%

40歳～49歳 22 77.3% 22.7% 17 5.9% 35.3% 29.4% 11.8% 11.8% 5.9% 70.6% 29.4%

50歳～59歳 25 84.0% 16.0% 21 0.0% 19.0% 42.9% 19.0% 9.5% 9.5% 61.9% 38.1%

60歳～69歳 39 79.5% 20.5% 31 0.0% 25.8% 48.4% 16.1% 9.7% 0.0% 74.2% 25.8%

70歳以上 73 83.6% 16.4% 61 14.8% 27.9% 23.0% 13.1% 19.7% 1.6% 65.6% 34.4%

18歳～29歳 13 76.9% 23.1% 10 10.0% 50.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 80.0% 20.0%

30歳～39歳 19 57.9% 42.1% 11 9.1% 27.3% 18.2% 9.1% 27.3% 9.1% 54.5% 45.5%

40歳～49歳 28 78.6% 21.4% 22 0.0% 40.9% 31.8% 4.5% 22.7% 0.0% 72.7% 27.3%

50歳～59歳 45 80.0% 20.0% 36 8.3% 16.7% 25.0% 13.9% 30.6% 5.6% 50.0% 50.0%

60歳～69歳 57 80.7% 19.3% 46 6.5% 23.9% 30.4% 13.0% 17.4% 8.7% 60.9% 39.1%

70歳以上 89 73.0% 27.0% 65 15.4% 33.8% 12.3% 13.8% 16.9% 7.7% 61.5% 38.5%

取組を知

らない

取組を知っている

性
別

男
性

女
性

回答者数

取組を

知ってい

る
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問18 あなたは、コミュニティ育成事業（「区民まつり」、「スポーツの集い」、「生涯学習フェスティバル」、

「区民ギャラリー」）が、区や地域への愛着の向上につながっていると感じますか。〈１つだけ〉 

 

 

 

 

    

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」が 74.2％となった。 

⚫ 男女別で差は見られない。 

⚫ 年代別でみると、男性では「感じる計」が最も多かった年代は「60 歳～69 歳」であり、82.5％だった。女性では「70 歳以上」

で 82.2％となっている。また男女ともに「18 歳～29 歳」の「感じる計」は少なく、特に男性では 38.5％となった。 

  

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 453 18.1% 33.1% 23.0% 9.1% 12.1% 4.6% 74.2% 25.8%

男性 185 16.8% 31.9% 25.4% 9.7% 12.4% 3.8% 74.1% 25.9%

女性 249 19.3% 34.1% 20.9% 9.2% 12.0% 4.4% 74.3% 25.7%

18歳～29歳 13 7.7% 0.0% 30.8% 15.4% 30.8% 15.4% 38.5% 61.5%

30歳～39歳 12 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.3% 75.0% 25.0%

40歳～49歳 22 13.6% 22.7% 36.4% 0.0% 22.7% 4.5% 72.7% 27.3%

50歳～59歳 25 8.0% 36.0% 28.0% 16.0% 4.0% 8.0% 72.0% 28.0%

60歳～69歳 40 10.0% 35.0% 37.5% 10.0% 7.5% 0.0% 82.5% 17.5%

70歳以上 73 20.5% 38.4% 17.8% 11.0% 11.0% 1.4% 76.7% 23.3%

18歳～29歳 13 30.8% 30.8% 0.0% 23.1% 15.4% 0.0% 61.5% 38.5%

30歳～39歳 18 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 22.2% 11.1% 66.7% 33.3%

40歳～49歳 28 21.4% 35.7% 17.9% 3.6% 21.4% 0.0% 75.0% 25.0%

50歳～59歳 44 13.6% 29.5% 31.8% 9.1% 11.4% 4.5% 75.0% 25.0%

60歳～69歳 56 8.9% 33.9% 23.2% 19.6% 10.7% 3.6% 66.1% 33.9%

70歳以上 90 25.6% 38.9% 17.8% 4.4% 7.8% 5.6% 82.2% 17.8%

性
別

男
性

女
性
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問19 あなたは、区役所附設会館（藤井組大正区民ホール、株式会社藤井組大正会館、噴水広場）が市民利

用施設として市民の皆さまに広くご利用いただくことで、地域におけるコミュニティ活動の振興、文

化の向上及び福祉の増進、市民相互の交流の促進につながると感じますか。〈各施設１つだけ〉 

 

① 藤井組大正区民ホール 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 68.6％だった。 

⚫ 男女別で差はほとんど見られない。 

⚫ 年代別でみると、男女ともに「18 歳～29 歳」の「感じる計」は少ない(男性：46.2％、女性：46.2％)。「感じる計」が最も多

かったのは男性では「30 歳～39 歳」(83.3％)であり、女性では「40 歳～49 歳」(75.0％)だった。 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 452 12.8% 33.2% 22.6% 11.1% 15.0% 5.3% 68.6% 31.4%

男性 184 11.4% 33.2% 23.9% 12.0% 15.8% 3.8% 68.5% 31.5%

女性 250 13.6% 34.4% 20.4% 11.2% 15.2% 5.2% 68.4% 31.6%

18歳～29歳 13 7.7% 15.4% 23.1% 7.7% 38.5% 7.7% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 12 25.0% 33.3% 25.0% 8.3% 0.0% 8.3% 83.3% 16.7%

40歳～49歳 23 13.0% 34.8% 30.4% 4.3% 4.3% 13.0% 78.3% 21.7%

50歳～59歳 24 16.7% 16.7% 29.2% 8.3% 20.8% 8.3% 62.5% 37.5%

60歳～69歳 39 0.0% 38.5% 28.2% 17.9% 15.4% 0.0% 66.7% 33.3%

70歳以上 73 13.7% 38.4% 17.8% 13.7% 16.4% 0.0% 69.9% 30.1%

18歳～29歳 13 15.4% 30.8% 0.0% 38.5% 15.4% 0.0% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 18 11.1% 22.2% 27.8% 11.1% 16.7% 11.1% 61.1% 38.9%

40歳～49歳 28 14.3% 42.9% 17.9% 10.7% 14.3% 0.0% 75.0% 25.0%

50歳～59歳 45 15.6% 20.0% 28.9% 6.7% 22.2% 6.7% 64.4% 35.6%

60歳～69歳 57 3.5% 42.1% 24.6% 10.5% 12.3% 7.0% 70.2% 29.8%

70歳以上 88 19.3% 37.5% 15.9% 10.2% 13.6% 3.4% 72.7% 27.3%

性
別

男
性

女
性
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② 株式会社藤井組大正会館 

 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 62.7％だった。 

⚫ 男女別でみると、男性の方が女性よりも 1.7％多い。 

⚫ 年代別でみると、「感じる計」が最も多かったのは、男女ともに「40 歳～49 歳」だった(男性 73.9％、女性 75.0％)。この他に

も男性では「60 歳～69 歳」(67.6％)や「70 歳以上」(65.8％)で多く、女性では「70 歳以上」(65.1％)や「60 歳～69 歳」

(63.2％)で多かった。 

  

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 448 11.6% 29.9% 21.2% 12.1% 17.6% 7.6% 62.7% 37.3%

男性 182 11.5% 26.9% 24.7% 14.8% 17.0% 4.9% 63.2% 36.8%

女性 247 11.7% 32.8% 17.0% 10.9% 19.4% 8.1% 61.5% 38.5%

18歳～29歳 13 7.7% 7.7% 23.1% 23.1% 30.8% 7.7% 38.5% 61.5%

30歳～39歳 12 25.0% 16.7% 16.7% 33.3% 0.0% 8.3% 58.3% 41.7%

40歳～49歳 23 13.0% 21.7% 39.1% 8.7% 4.3% 13.0% 73.9% 26.1%

50歳～59歳 24 12.5% 20.8% 20.8% 16.7% 25.0% 4.2% 54.2% 45.8%

60歳～69歳 37 2.7% 29.7% 35.1% 16.2% 13.5% 2.7% 67.6% 32.4%

70歳以上 73 13.7% 34.2% 17.8% 11.0% 20.5% 2.7% 65.8% 34.2%

18歳～29歳 12 16.7% 25.0% 8.3% 41.7% 8.3% 0.0% 50.0% 50.0%

30歳～39歳 18 5.6% 11.1% 27.8% 11.1% 11.1% 33.3% 44.4% 55.6%

40歳～49歳 28 10.7% 42.9% 21.4% 7.1% 17.9% 0.0% 75.0% 25.0%

50歳～59歳 45 8.9% 22.2% 24.4% 6.7% 28.9% 8.9% 55.6% 44.4%

60歳～69歳 57 1.8% 42.1% 19.3% 14.0% 15.8% 7.0% 63.2% 36.8%

70歳以上 86 20.9% 34.9% 9.3% 8.1% 20.9% 5.8% 65.1% 34.9%

性
別

男
性

女
性
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③ 噴水広場 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 67.5％だった。 

⚫ 男女別で差は見られない。 

⚫ 年代別でみると、「感じる計」が最も多かったのは、男性では「30 歳～39 歳」(83.3％)であり、女性では「40 歳～49 歳」

(78.6％)だった。男女ともに「18 歳～29 歳」の「感じる計」は少ない(男性 30.8％、女性 46.2％)。 

 

 

 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 456 14.7% 31.6% 21.3% 12.1% 14.3% 6.1% 67.5% 32.5%

男性 185 13.0% 31.4% 22.7% 15.7% 14.1% 3.2% 67.0% 33.0%

女性 252 15.9% 32.5% 19.4% 10.3% 13.9% 7.9% 67.9% 32.1%

18歳～29歳 13 7.7% 15.4% 7.7% 15.4% 38.5% 15.4% 30.8% 69.2%

30歳～39歳 12 25.0% 33.3% 25.0% 16.7% 0.0% 0.0% 83.3% 16.7%

40歳～49歳 23 13.0% 21.7% 34.8% 8.7% 13.0% 8.7% 69.6% 30.4%

50歳～59歳 24 12.5% 29.2% 16.7% 16.7% 20.8% 4.2% 58.3% 41.7%

60歳～69歳 39 2.6% 25.6% 38.5% 17.9% 12.8% 2.6% 66.7% 33.3%

70歳以上 74 17.6% 40.5% 14.9% 16.2% 10.8% 0.0% 73.0% 27.0%

18歳～29歳 13 30.8% 15.4% 0.0% 46.2% 7.7% 0.0% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 19 15.8% 10.5% 42.1% 5.3% 0.0% 26.3% 68.4% 31.6%

40歳～49歳 28 10.7% 39.3% 28.6% 3.6% 17.9% 0.0% 78.6% 21.4%

50歳～59歳 45 8.9% 35.6% 22.2% 6.7% 17.8% 8.9% 66.7% 33.3%

60歳～69歳 57 7.0% 31.6% 19.3% 14.0% 15.8% 12.3% 57.9% 42.1%

70歳以上 88 25.0% 37.5% 13.6% 8.0% 12.5% 3.4% 76.1% 23.9%

性
別

男
性

女
性
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問20 あなたは、スポーツ推進委員の活動（※）が大正区（各校下）における生涯スポーツの振興に役立って

いると感じますか。〈１つだけ〉 

（※）各地域において、スポーツ・レクリエーション事業の企画・立案、体育・スポーツ振興の推進 

 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 58.3％だった。 

⚫ 男女別でみると、男性の方が女性よりも 2.4％多い。 

⚫ 年代別でみると、「感じる計」が最も多かったのは男性では「50 歳～59 歳」(68.0％)であり、女性では「40 歳～49 歳」(63.0％)

だった。男女ともに「18 歳～29 歳」の感じる計は少ない(男性 23.1％、女性 46.2％)。  

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 451 7.5% 25.7% 25.1% 11.5% 23.1% 7.1% 58.3% 41.7%

男性 185 6.5% 23.2% 29.7% 13.0% 21.6% 5.9% 59.5% 40.5%

女性 247 8.9% 26.7% 21.5% 10.9% 24.7% 7.3% 57.1% 42.9%

18歳～29歳 13 7.7% 0.0% 15.4% 0.0% 38.5% 38.5% 23.1% 76.9%

30歳～39歳 12 16.7% 33.3% 8.3% 16.7% 25.0% 0.0% 58.3% 41.7%

40歳～49歳 22 0.0% 22.7% 36.4% 9.1% 13.6% 18.2% 59.1% 40.9%

50歳～59歳 25 4.0% 20.0% 44.0% 24.0% 8.0% 0.0% 68.0% 32.0%

60歳～69歳 39 2.6% 23.1% 41.0% 15.4% 17.9% 0.0% 66.7% 33.3%

70歳以上 74 9.5% 27.0% 23.0% 10.8% 27.0% 2.7% 59.5% 40.5%

18歳～29歳 13 0.0% 38.5% 7.7% 30.8% 0.0% 23.1% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 18 11.1% 5.6% 33.3% 11.1% 16.7% 22.2% 50.0% 50.0%

40歳～49歳 27 7.4% 29.6% 25.9% 11.1% 25.9% 0.0% 63.0% 37.0%

50歳～59歳 44 6.8% 15.9% 27.3% 11.4% 27.3% 11.4% 50.0% 50.0%

60歳～69歳 57 7.0% 29.8% 21.1% 12.3% 24.6% 5.3% 57.9% 42.1%

70歳以上 88 12.5% 31.8% 17.0% 6.8% 28.4% 3.4% 61.4% 38.6%

性
別

男
性

女
性
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問21 あなたは、「青少年指導員・青少年福祉委員の活動（※）」、「大正区成人式」が、青少年が健全に育つ環

境づくりに効果があると感じますか。〈各事業１つだけ〉 
（※）青少年の健全育成および非行防止のための夜間巡視や、地域活動の担い手の育成等 

 

① 青少年指導員・青少年福祉委員の活動 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 61.5％だった。 

⚫ 男女別でみると、女性の方が男性よりも 3.4％多い。 

⚫ 年代別でみると、「感じる計」が最も多かったのは男性では「70 歳以上」(67.6％)であり、女性では「40 歳～49 歳」(71.4％)

だった。男女ともに「18 歳～29 歳」の感じる計は少ない(男性 23.1％、女性 46.2％)。 

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 455 9.2% 30.1% 22.2% 14.7% 18.0% 5.7% 61.5% 38.5%

男性 186 10.2% 28.0% 21.0% 17.2% 17.7% 5.9% 59.1% 40.9%

女性 251 8.8% 31.5% 22.3% 13.9% 18.3% 5.2% 62.5% 37.5%

18歳～29歳 13 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 46.2% 23.1% 23.1% 76.9%

30歳～39歳 12 25.0% 25.0% 8.3% 16.7% 16.7% 8.3% 58.3% 41.7%

40歳～49歳 22 4.5% 22.7% 27.3% 9.1% 22.7% 13.6% 54.5% 45.5%

50歳～59歳 25 8.0% 20.0% 28.0% 28.0% 8.0% 8.0% 56.0% 44.0%

60歳～69歳 40 5.0% 22.5% 32.5% 17.5% 20.0% 2.5% 60.0% 40.0%

70歳以上 74 13.5% 39.2% 14.9% 17.6% 13.5% 1.4% 67.6% 32.4%

18歳～29歳 13 0.0% 38.5% 7.7% 38.5% 7.7% 7.7% 46.2% 53.8%

30歳～39歳 18 5.6% 11.1% 33.3% 5.6% 27.8% 16.7% 50.0% 50.0%

40歳～49歳 28 10.7% 35.7% 25.0% 7.1% 21.4% 0.0% 71.4% 28.6%

50歳～59歳 44 6.8% 22.7% 20.5% 15.9% 27.3% 6.8% 50.0% 50.0%

60歳～69歳 57 5.3% 35.1% 24.6% 22.8% 10.5% 1.8% 64.9% 35.1%

70歳以上 90 13.3% 35.6% 21.1% 7.8% 17.8% 4.4% 70.0% 30.0%

性
別

男
性

女
性
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② 大正区成人式 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「大いに感じる」「ある程度感じる」「どちらかというと感じる」を合わせた「感じる計」は 72.1％だった。 

⚫ 男女別でみると、女性の方が男性よりも 6.8％多い。 

⚫ 年代別でみると、「感じる計」が最も多かったのは男性では「70 歳以上」(78.4％)であり、女性では「40 歳～49 歳」(78.6％)

だった。男女ともに「18 歳～29 歳」の感じる計は少ない(男性 38.5％、女性 53.8％)。 

  

回答者数
大いに感

じる

ある程度

感じる

どちらか

というと

感じる

どちらか

というと

感じない

あまり感

じない

全く感じ

ない
感じる計

感じない

計

全体 455 18.9% 32.1% 21.1% 11.4% 11.0% 5.5% 72.1% 27.9%

男性 185 19.5% 27.6% 21.1% 11.9% 14.1% 5.9% 68.1% 31.9%

女性 251 18.7% 35.9% 20.3% 11.6% 8.8% 4.8% 74.9% 25.1%

18歳～29歳 13 15.4% 15.4% 7.7% 0.0% 38.5% 23.1% 38.5% 61.5%

30歳～39歳 12 16.7% 25.0% 8.3% 0.0% 33.3% 16.7% 50.0% 50.0%

40歳～49歳 23 13.0% 26.1% 21.7% 13.0% 13.0% 13.0% 60.9% 39.1%

50歳～59歳 25 20.0% 24.0% 20.0% 20.0% 12.0% 4.0% 64.0% 36.0%

60歳～69歳 38 18.4% 18.4% 34.2% 13.2% 13.2% 2.6% 71.1% 28.9%

70歳以上 74 23.0% 36.5% 18.9% 12.2% 8.1% 1.4% 78.4% 21.6%

18歳～29歳 13 15.4% 23.1% 15.4% 38.5% 7.7% 0.0% 53.8% 46.2%

30歳～39歳 18 5.6% 33.3% 22.2% 5.6% 11.1% 22.2% 61.1% 38.9%

40歳～49歳 28 14.3% 50.0% 14.3% 14.3% 7.1% 0.0% 78.6% 21.4%

50歳～59歳 44 13.6% 40.9% 22.7% 11.4% 6.8% 4.5% 77.3% 22.7%

60歳～69歳 57 17.5% 28.1% 31.6% 10.5% 10.5% 1.8% 77.2% 22.8%

70歳以上 89 27.0% 37.1% 13.5% 9.0% 9.0% 4.5% 77.5% 22.5%

性
別

男
性

女
性
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６. ICT 化の取組について 

 

問22 あなたは、インターネットで住民票の写しの交付請求や児童手当の認定請求等の手続きができる大阪

市行政オンラインシステムを知っていますか。〈１つだけ〉 

 

 

 

 

⚫ 全体でみると、「知っているし、利用したことがある」「利用したことはないが知っている」を合わせた「知っている計」は

52.9％だった。 

⚫ 性別でみると、「知っている計」は男性の方が女性よりも 10.6％多い。 

⚫ 年代別でみると、「知っている計」が最も多かったのは男性では「50 歳～59 歳」(70.8％)であり、女性では「60 歳～69 歳」

だった。「知っているし、利用したことがある」に絞ると、男性では「30 歳～39 歳」(25.0％)が最も多く、女性では「50 歳～

59 歳」(24.4％)が最も多くなっている 

回答者数

知っている

し、利用した

ことがある

利用したこと

はないが知っ

ている

知らない 知っている計

全体 452 9.5% 43.4% 47.1% 52.9%

男性 183 10.4% 49.2% 40.4% 59.6%

女性 251 9.2% 39.8% 51.0% 49.0%

18歳～29歳 13 0.0% 7.7% 92.3% 7.7%

30歳～39歳 12 25.0% 33.3% 41.7% 58.3%

40歳～49歳 23 8.7% 43.5% 47.8% 52.2%

50歳～59歳 24 12.5% 58.3% 29.2% 70.8%

60歳～69歳 39 20.5% 48.7% 30.8% 69.2%

70歳以上 72 4.2% 58.3% 37.5% 62.5%

18歳～29歳 13 23.1% 15.4% 61.5% 38.5%

30歳～39歳 18 11.1% 27.8% 61.1% 38.9%

40歳～49歳 28 7.1% 42.9% 50.0% 50.0%

50歳～59歳 45 24.4% 28.9% 46.7% 53.3%

60歳～69歳 57 5.3% 54.4% 40.4% 59.6%

70歳以上 89 2.2% 40.4% 57.3% 42.7%

性別

男性

女性
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７. 区政全般について 

 

問23 その他、区政に対するご意見等があればご自由にお書きください。 

 

■広報・広聴について 

・広報誌は毎月楽しみです。隅々まで読んでいます。 

・ITにうとい方もたくさんいらっしゃると思います。新聞も取ってなくて、「こんにちは大正」で知ることばかりで、 

毎日楽しみにしています。年寄りには、大切な情報源になっていると思います。IT化もいいかも知れませんが、取り 

残される年寄りの為にも今後もずっと続けて頂きたいと思います。 

・こども子育てプラザの場所はどこ？子育てコンシェルジュ、子ども子育てプラザはどんなことをしているのか、 

広報誌等で知らせていただきたい。 

 

■まちづくりについて 

・公園の樹が落ち葉対策の為か分からないが、全部切られてしまい子供達がびっくりしていた。 

・公園の樹木の管理。公園のトイレの復旧。（千鳥公園） 

・孫を公園に遊ばせに行きたいですが、公園の整備が悪くてなんとかならないでしょうか。 

・公園が汚い。草が伸びきっていたりするので遊べない時がある。 

・公園、広場等でハト・カラスなどのエサやり禁止を願う。 

・大正区の道路はきたない。余分な植栽が多い。 

・街路樹、公園樹を切るのをやめてほしい。適切に管理してほしい。 

・街路樹の根っこが盛り上がっている所があるので、危ないので直して下さい。お願い致します。 

・公園や道端にゴミが一杯落ちているのがとても気になる。 

・大正区の街道など、とにかくゴミが多い。汚い。ボランティアのゴミ拾い、地域の掃除などもっとしていかないといけ 

ない。 

・ポイステ多い 

・大正駅前にゴミがたくさん落ちていてはずかしいです。もっときれいにして欲しいです。 

・大正区をもっときれいにして他の人を迎えたい。区民全員でおそうじの日を作ってはいかがですか。 

お手伝い致します。 

・大正区は緑化、花が少ない様に思います。立地条件もあると思いますが、緑いっぱい花いっぱいの所があれば癒されま 

すね。 

・大正区で（あいている土地？）あれば区民農園をつくっていただきたい。（お年よりが増えて）土に触れ合ってみなさ 

んとコミュニケーションをとりながら、楽しくできるのではないでしょうか。お年よりは外に出ましょう、会話しまし 

ょうといっても外に出る目的がなければ解決しません。大正区にたくさんの若い方に住んでいただき、（子供の数も 

増える）活気のある区にして下さい。若い方に大正区に住んでいただきたいので、子育て中の方には家賃の補助、 

働いているお母さんが、子供が熱を出しても、安心して預けられて働ける、病院の様な所、場所を提供したらいいので 

はと思います。 

・図書館の蔵書数が少ない。図書館が小さい。対面での防災講座 中高生の学習室がない。子どもの居場所（相談場所） 

づくりにつながる学習室があるとよい。ホッとできてお茶できる場所があればと思います。 

・大正駅近くに交番がない事です。 

・三軒家東に住んでいるので区役所の場所の施設は利用することがないので、遠くに感じます。 

・鶴町などに大型商業施設を誘致して欲しい。 

・大正区の一部である鶴町をホームセンター等の生活用品の充実させる店の出店か、地下鉄の延伸計画を再検討または 

実現を目指して欲しい。何もかも不便な鶴町を良くして欲しいと思っています。 

・商店街の空店が多く大正区を発展させて欲しい。オリックスバファローズとつながりをもっと持って欲しい。 

大正区をよくして欲しい。 

・チェーン店が少なく、ドラッグストアと葬儀場がとても増えた。ミスドもなくなってショックだった。本音をいえば、 

北中周辺にスタバやタリーズ、ケンタッキーなど作ってほしい。小林とか住んでる人は、西区のイオンまで行かない
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といけないから高齢者の方とかしんどいと思う。 

・鶴浜コミュニティ広場鶴町2丁目辺りにコストコや三井アウトレットパークなど、人が集まり魅力ある施設を作って 

頂きたい。 

・飲食店や服屋、AEONみたいなものがもっとあればなぁって思います。 

・JR大正駅周辺にイオンモール横にある様なバイクを停める施設（場所が欲しい。年契約とか。）大正区は不便。 

バイクだと駅まで行きやすいが停める所がない（足が痛いので自転車は無理） 

・工場地帯・焼却場、浄水場、葬儀焼却場等、環境汚しと住んでみて分ってきました。 

それでも府市の他から移り住んできた人は、大正区は都会だ（来る前の市は夕方になると店は閉って暗い。） 

もう一人の話は、大正区は便利な所、市バス一本で行く線が多い。買物スーパーは何件も有るように感じます。 

・野良猫を捕獲して避妊手術を行う助成金の制度があるので、ただ野良猫にエサをやる人に対して、もっと教育してほし 

い。 

・ネコ捕獲機などの貸し出しなどや市区の職員も捕獲機の接地などに積極的に関わってほしい。 

（里親探しなども含めて） 

・大正区は区外の人から治安が悪いとかたまに言われます。（笑）大正はまだまだ伸び代がたくさんあるもったいない区 

だと思います。梅田・難波・天王寺…どこに行くのも近いバス１本でも行ける。道路が広い。川に囲まれている！発想

の転換ですごく特色のあるおしゃれな町にさえなれると思います。ウォーターフロントをもっと変えていき、渡し船の

辺りもおしゃれにしたり、もっともっと色々なアイデアで何かしていけば、かなり魅力的な区になるはず。（勝手ばか

り申してすみません。） 

・三西には住み始めて2年ほど。それまでは三東に産まれてから住んでいたが、どちらの地域もどんどんさみしくなっ 

ていると感じるので、住みよい町なので活性化されたら良いと思う。商店街の老朽化が目立つが、昔のように活気ある 

商店街になればと思う。 

・大正区をもっと活性化してほしい。 

・他の区民と違い、大正区民は大正区外出身者を嫌う傾向が強い。地元民以外はつまはじきするので村的要素が強い。 

なので発展することは今後も厳しいと言える。町全体も汚ないし、このご時世に不良がいまだに多い。 

ほぼ年寄りしかいない。 

・他の区にくらべて生活保護、母子家庭が多いと思う。大型スーパーももっと増やしてほしい。 

市営住宅周辺に路駐が多すぎる!!もっと駐禁の取締りをしてほしい。 

・大正区北村1丁目の空家建物で（立入禁止）と書いたテープで囲ってる場所は、通学路（ウツエバルブの前辺の長

屋。幼稚園や小学校の通学路）なので心配です。早く潰した方がいいと思う。 

 

■生涯学習について 

・年取った母が、いつもスポーツに参加させていただき喜んでいる。ありがとうございます。支援のサポートが少しあつ

すぎると思える。就労支援とかいるかな？ 

・物忘れが酷くて、新聞を読んでも後になって何が書いて有ったのか？このページのここは読んだ？自分が情けなくなっ

てしまう今日この頃。スマホもラインのやり取り、TELの掛け方ぐらいしか出来ない自分が恥ずかしい。この年になる

とインターネットやオンラインシステムを覚えたくても大勢の中に入る勇気がなくて…。 

・生涯学習のことをもっと知りたいし、昼間の活動をして欲しい。 

 

■子育てについて 

・明石市みたいにオムツ無料などの子育て世帯への支援をもっとして欲しい。 

・子供が大切にされて誰でも普通に暮らせるようにサポートしてあげてほしい。近くに住んでる小学校、幼稚園に通って

る子がいる家族は、虐待はないが、家が汚すぎると思います。支援員のような方が、子供が学校に行くようにサポート

しているが、家の汚さまでは手を出していません（当たり前だと思いますが）。片付けのレベルが、人それぞれである

のは分かっていますが、子供がおったらキレイにしようとゆうのをしつこくゆってほしい。上手に書けなかったけど子

供、赤ちゃん、10代の子達が苦労なく育ってほしいと思っています。小さいうちから「こんな苦労はしてないか?」

と聞いてまわってあげてほしい。（幼稚園・小学校・中学校等）苦労してる子は、自分が大変な環境であることに気付

いてないと思います。子供に優しい区・市になってほしいです。 

・子育てしやすい町づくりにもっと力を入れて欲しい。教育にも大正区全体が、レベルアップできれば好ましいです。 
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■健康・福祉について 

・年寄りの多い大正。1人生活が多い近所の人がいない方は、皆とたのしく会える、お話しなどしたい場所が欲しい。 

デイサービスに行っている方が良いが!! 

・以前、勤務していた守口・門真では、高齢者（特に一人住まい）にポケットブザーの様な物を与え、 

何かあれば押して緊急を伝えたのですが、大正区民には無い！一人住まいの高齢者宅への定期的な安否確認が無い！ 

 

■防犯・防災について 

・犯罪の少ない街で住みやすいと思っています。日頃の区政と関わって下さる民間サポーターの方々のおかげと、 

とてもありがたいです。 

・今の区政に満足しているので特にありません。「治安のよい大正」と言われるよう、パトロールなどの強化は、 

引続きお願いしたいです。 

・青色防犯パトロールが回っている所で、長く止まっている車には車を止めないように注意したらいいと思います。 

・ホームページを見れないので（携帯などの操作が苦手）地震の取り組みなど、わかりやすく新聞で避難場所など明記し 

てほしい。そのような地震について避難など、セミナーで教えてほしい。 

・夕方の4時～5時頃に、スピーカーを通じて何か言っていると思いますが、全然理解できません。 

（何を言っているかわからない）分かるようにして頂けたらと思います。 

・地震が今年に入って石川県でおこりましたが、足が悪い高齢者（母もその一人）が、地域の集合場所（ここは泉尾工 

業）まで行っても階段を上がったりが、難しい場合を考えます。母はその時は家の屋上でと言ってます。高齢者に優し 

い街でありますように。 

・防災のことをしっかり知らせて欲しい。 

・津波の避難について動物がいるので不安がある。人が一番大切だとゆう考え方は理解しているが、 

たくさんの動物の事も考えて連れて避難できるように考えてほしい。場所がないと一緒に家に残る人もいると思いま 

す。くれぐれもよろしくお願いいたします。 

・防災担当者会合が有れば区域のインフラ（電気、ガス、水道管が止まってないか）災害時異常なしを確認して下さい。 

・大正区内に防空壕が有りますか？ 

・大正区は大地震が起きると津波が来ると思うので、津波避難に対する意識付けを全年代に向けて強化してほしいです。 

子供たちがいきいきのびのび過ごせる町づくり、防犯対策をお願いします。 

・地域ボランティアに参加したいと思っていても入りづらい（参加しにくい）地域でのつながりは、 

防災でも役立つと思うので、コミュニティ事業はとても大切だと思います。 

・大正区は、災害は陸の孤島、災害対応の公園作り（ベンチ、トイレ、地下水道管に地下タンク、水、直管） 

・防災対応として公園のトイレを設置して欲しい、トイレも防災対応として仮設トイレを設置できるようにする為 

排水管を準備しておく。 

 

■交通・道路について 

・小学校の通学路も大型車通行禁止の標識があっても大型車がたくさん通るし、車で送迎する親が多すぎるので、 

もっと通学路の安全対策をちゃんとしてほしい。 

・大正区は駅より南に距離があるので、路面電車などバス以外の交通アクセスを考えてほしい。 

・交通施策の充実を希望する。バスから地下鉄の敷設へ。 

・渡し舟は必要か、新しい橋を造ったりは、考えていないのか？交通が不便、南港まで電車をつなげてほしい。 

・大正区はバスがないと困るので、バスの本数を増やしてほしいですね。 

・バスが発達しているけど裏行きの本数が少なくて2時間に縛られる。もう少しバスの本数を増やしてほしい。 

・大正区でイベントやスポーツセンターで、何かがある時団体で市バスを使用されますが、すごく迷惑です。 

市バス内でのマナーが悪すぎてすごく不愉快です。団体でのバス利用はやめてほしいです。 

・JR大正駅前の不法駐輪対策の徹底（特に土、日祝）平日は撤去ありがとうございます。 

また JR大正駅前横手のタクシー駐車、住民にとっては大変迷惑です。大正本通りに移動をお願いしたい。 

また運転手のマナーの悪さ（ポイ捨てタバコ） 

・電動自転車母親が前後子供を乗せ前に抱っこして4人乗りの電動自転車乗りスマホを見ながら乗っているので、 
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徹底して取り上げて欲しい。後ろから2度もぶつけられ、今は病院通いで杖をついて歩いています。 

このようなことは許せません。どうにかして欲しい。 

・オバちゃんに道路交通法を。（特に自転車…左側通行など） 

・高齢者の自転車について。何度かこけている人を助けた事がある。無理してのらない様に声かけしてはどうだろうか。 

マナーの悪いのも目立つ。 

 

■区役所・職員の対応 

・区民のために色々等に努力してます。 

・夏場の庁舎室温設定を違法な温度に設定する規定改定を行わないこと。 

・（お願いごと）大正区役所電話だけ早く取って下さい 

・区役所の窓口の待ち時間が長い。後期高齢者の保険料が高いです。 

・区役所、大正会館、洋式に変えて下さい。トイレのフックを下げてください。 

・区役所に用事が有って行くのに、パーキングは有料って、おかしい！ 

・各地域のまちづくりや町会の活動に担当者だけでなく、各部署の者がもっと近づいて寄り添って多人数が一緒に活動し

ないと区役所はむなしい存在だ。 

・ちょっとした質問があっても、受付けに行く前に女性の方が色々尋ねられるので、 

最近はあまり行くことがありません。 

・受付窓口の職員さん、皆非常に親切である 好感度◎ 

・大正駅前の駐輪場に、お金を払ってない人が置いたり、尻無川沿いの歩道に自転車・バイク・車の違法駐車が多く、 

通りづらいので区役所に電話したが、管轄外と言われたが、把握はしててほしかった。 

・母子家庭で子ども育てる。教育に関しての手当など窓口でも丁寧に対応して頂き、感謝しております。 

又、私自身も聴覚障害手帳を作成して頂く中でも感謝の気持ちでいっぱいです。 

沢山の方にお世話になり、ありがとうございます。 

 

■区政全般について 

・区民祭りで、バレーボールをしなくなったのは残念です。楽しみにしていたのに。 

・私は大正区に住んで45年。大正区出身の有名人を集めてのイベントをして欲しい。 

・文楽や映画上映会など。電話でも申し込みできるのか知りたい。 

・大正区民ホールが何時、なぜ変更に、藤井組大正区民ホール、大正会館に成ったか知らない。 

でもその上での考えての答では、ある程度役立っていると思う。 

・大正区自体の人口が減少している状況が続いておりますが、何か区政として手立てはないのでしょうか？ 

例えば鶴浜の埋立て空地の有効的な運営等、商業的な施設が入るだけでは交通量が増えるだけで、区に付加価値がない 

ので止めてほしい。何か有効利用出来て、人口が増えるように考えてほしい。 

・市立高校を府に移管するのをやめてほしい。大正区の高校を存続してほしい。 

・大正区が住みやすい区になるようにお願いします。 

・低所得者のみが優遇されているように感じる。納税者（労働者）向けのサービスはないのですか。 

 

■その他 

・町内会に入会していないので、全く地域の事がわかりません。 

・大阪市民になって数年経ちますが、家事に追われていることもあり、全く地域になじめていません。地域活動をどなた

がなさっているのか、見たこともありません。友人もできません。家族と市外、府外の友人との付き合いだけです。一

時期講座に参加したこともありましたが、コロナの前になくなってしまいました。 

・アパートの住民は疎外されていると思います。 

・安い空家の売物件があれば教えて欲しいです。 

・子育て支援ばかりで国も老人（高齢者に対して冷たい）高齢者の預金とか財産が有ると言う思う考えを改めて欲しい！

生活に苦しんでいる方々が沢山いてる。日本の政治家の人々は元から裕福な人ばかりだから庶民の生活を理解できてな

い。 

・千島3丁目地区への鉄粉（自動車への付着）被害を調べてほしい。 
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・スマートフォンを持っていない人はどうすればいいのでしょう。持っていても、使いこなせない人もいる。 

この前の大阪プレミアム商品券もスマートフォンに入れられない人がいるが、 

区役所も個人情報として教えてくれない。そうゆう情報はどこで？聞けばいいのですか? 

・昨年11月に引越したばかりなので大正区についてよく分かりません。 

・技能実習生でインドネシアから来ています。まだ、一年ちょっとなので分からないと会社に持ってきたので、 

一応一番最後のページだけ代理で会社の事務員が書きました。まだあまり日本語が分からないのでムリです。 

・外国人なのでこういう活動は知りません。 

 

 

 

 

 

※他人を誹謗・中傷したり差別につながる内容、不適当と判断する内容は省略している場合があります。
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IV. 調査票 
 

 

 

 



53 

 



54 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 

 


