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３．都市生活者のコミュニティ意識と実態 

 

（１）「人づきあい」に対する意識・態度 

 

TOTAL でみると、「親密なつきあいをする友人がいる」が 52％で最も高く、以下「親戚づきあ

いは必要だと思う」「声をかければ必ず付きあってくれる友人がいる」「異なる世代との交流は重要

だと思う」（それぞれ 40％台）、「趣味やスポーツの仲間がいる」「人数が少なくても深いつきあいを

したい」「友人・知人との連絡はメールでほとんど済ませている」「夫（妻）と共通の友人がいる」

「仕事関係以外の人づきあいをよくしている」（それぞれ 30％台）が続いている。 

 
 

図Ⅲ-３-１．人づきあいに対する意識・態度 
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東京・大阪間に有意差がみられ東京より大阪のほうが高いのは「友人・知人を自宅に招くことが

多い」の 1 項目。 
 

男女間には 27 項目中 12 項目で有意差がみられ、女性より男性のほうが高いのは、「趣味やスポ

ーツの仲間がいる」「つきあう友人の数が減っている」「仕事関係以外の人づきあいはほとんどない」

の 3 項目、男性より女性のほうが高いのは、「親密なつきあいをする友人がいる」「声をかければ必

ずつきあってくれる友人がいる」「人数が少なくても深いつきあいをしたい」「友人・知人との連絡

はメールでほとんど済ませている」をはじめとした 9 項目。 

 

表Ⅲ-３-１．人づきあいに対する意識・態度（上位３）                       （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 
親密なつきあいをする友人がい

る（52） 
親戚づきあいは必要（48） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（44） 

東京<N=1,125> 
親密なつきあいをする友人がい

る（50） 
親戚づきあいは必要（48） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（44） 

大阪<N=675> 
親密なつきあいをする友人がい

る（54） 
親戚づきあいは必要（48） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（45） 

男性<N=904> 親戚づきあいは必要（47） 
趣味やスポーツの仲間がいる 

（43）

親密なつきあいをする友人がい

る（41） 

女性<N=896> 
親密なつきあいをする友人がい

る（62） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（53） 
親戚づきあいは必要（49） 

男 13～19 歳<N=71> 
趣味やスポーツの仲間がいる 

（66）

親密なつきあいをする友人がい

る（44） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（34） 

男 20 代<N=137> 
親密なつきあいをする友人がい

る（61） 

趣味やスポーツの仲間がいる 

（49）

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（47） 

男 30 代<N=186> 親戚づきあいは必要（45） 
異なる世代との交流は必要 

（44）

趣味やスポーツの仲間がいる 

（41）

男 40 代<N=170> 
異なる世代との交流は必要 

（47）
親戚づきあいは必要（45） 

趣味やスポーツの仲間がいる 

（41）

男 50 代<N=132> 親戚づきあいは必要（54） 
夫（妻）と共通の友人がいる 

（50）

異なる世代との交流は必要 

（39）

男 60 代<N=152> 親戚づきあいは必要（57） 
親密なつきあいをする友人がい

る（43） 

つきあう友人の数が減っている

（40） 

男 70～74 歳<N=56> 親戚づきあいは必要（68） 
つきあう友人の数が減っている

（48） 

同窓会はできるだけ出席する 

（45）

女 13～19 歳<N=68> 
親密なつきあいをする友人がい

る（60） 

友人・知人との連絡はメールで

済ませている（50） 

声をかければ必ずつきあってくれ

る友人がいる／いろいろな人と知

り合いになりたい（各 49） 

女 20 代<N=133> 
親密なつきあいをする友人がい

る（76） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（57） 

異なる世代との交流は必要 

（51）

女 30 代<N=180> 
親密なつきあいをする友人がい

る（62） 

友人・知人との連絡はメールで

済ませている（58） 

人数が少なくても深いつきあい

をしたい（56） 

女 40 代<N=160> 
親密なつきあいをする友人がい

る（59） 

必ずつきあってくれる友人がいる／友人・知人との連絡はメールで

済ませている（各 53） 

女 50 代<N=130> 
親密なつきあいをする友人がい

る（57） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（50） 

親戚づきあいは必要／異なる世

代との交流は必要（各 49） 

女 60 代<N=162> 
親密なつきあいをする友人がい

る（61） 
親戚づきあいは必要（61） 

声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（57） 

女 70～74 歳<N=63> 親戚づきあいは必要（76） 
趣味やスポーツの仲間がいる 

（62）

親密なつきあいをする友人がいる

／声をかければ必ずつきあってく

れる友人がいる（各 59） 
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表Ⅲ-３-２．「人づきあい」に対する意識・態度                                        （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 51.7 48.2 44.2 43.1 38.7 36.8 33.7 32.1 30.4 29.6 25.4 25.3 23.9 20.4

 東 京 1,125 50.2 48.4 43.6 42.6 38.3 36.7 33.7 31.4 30.0 28.6 25.2 26.0 22.8 18.4

 大 阪 675 54.1 47.9 45.2 44.0 39.4 36.9 33.8 33.3 31.1 31.3 25.6 24.1 25.8 23.9

 男 904 41.2 47.0 35.3 40.9 42.9 31.0 24.7 32.2 30.9 33.5 19.8 26.4 23.3 17.3

 女 896 62.3 49.4 53.1 45.3 34.5 42.6 42.9 32.0 29.9 25.7 31.0 24.2 24.4 23.7

 13～19歳 71 43.7 25.4 33.8 25.4 66.2 25.4 25.4 1.4 5.6 11.3 22.5 18.3 32.4 28.2

 20 代 137 60.6 37.2 47.4 43.8 48.9 38.0 35.8 10.2 34.3 29.2 22.6 29.2 36.5 23.4

 30 代 186 40.9 45.2 34.9 43.5 41.4 39.8 32.3 32.3 34.4 37.6 19.9 18.8 24.2 16.7

男 40 代 170 31.2 45.3 30.6 47.1 41.2 23.5 24.7 40.0 34.7 30.6 20.0 23.5 20.6 17.1

 50 代 132 31.8 53.8 32.6 39.4 36.4 23.5 18.2 50.0 34.1 34.1 13.6 25.0 18.9 12.9

 60 代 152 43.4 56.6 32.2 37.5 36.8 30.9 14.5 38.8 29.6 40.1 19.7 34.9 13.8 13.2

 70～74歳 56 37.5 67.9 37.5 39.3 41.1 32.1 14.3 41.1 26.8 48.2 23.2 44.6 21.4 12.5

 13～19歳 68 60.3 33.8 48.5 26.5 41.2 39.7 50.0 - 8.8 17.6 45.6 19.1 48.5 27.9

 20 代 133 75.9 42.1 57.1 51.1 35.3 49.6 50.4 16.5 36.8 22.6 44.4 33.1 30.1 25.6

 30 代 180 62.2 46.1 48.9 52.8 23.9 56.1 57.8 40.6 40.6 28.9 28.9 15.0 25.6 30.6

女 40 代 160 58.8 44.4 53.1 35.6 26.3 45.6 53.1 40.6 30.0 28.1 30.0 18.8 15.6 20.6

 50 代 130 56.9 49.2 50.0 49.2 33.1 27.7 38.5 36.9 33.1 23.8 22.3 26.9 17.7 20.0

 60 代 162 61.1 60.5 56.8 45.7 41.4 35.8 22.2 32.7 22.2 27.8 24.1 25.3 23.5 18.5

 70～74歳 63 58.7 76.2 58.7 47.6 61.9 33.3 12.7 41.3 20.6 23.8 31.7 42.9 22.2 23.8
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 ＴＯＴＡＬ 20.1 15.7 14.2 13.7 12.3 12.2 11.1 9.5 9.4 8.5 7.7 4.9 4.4 1.8

 東 京 19.2 15.4 13.9 13.0 11.8 11.5 11.6 8.6 9.9 9.3 7.7 5.5 3.9 1.6

 大 阪 21.6 16.1 14.7 15.0 13.2 13.3 10.1 11.0 8.7 7.1 7.7 4.0 5.2 2.1

 男 13.9 16.6 14.2 12.4 11.2 10.2 10.1 8.7 10.5 8.6 11.6 3.4 4.1 2.3

 女 26.3 14.7 14.2 15.1 13.5 14.2 12.1 10.3 8.4 8.4 3.8 6.5 4.7 1.2

 13～19歳 2.8 8.5 9.9 1.4 9.9 5.6 12.7 7.0 11.3 9.9 1.4 - 5.6 11.3

 20 代 8.8 20.4 17.5 5.1 11.7 5.8 18.2 12.4 21.2 14.6 8.0 - 8.0 1.5

 30 代 12.4 21.0 15.6 9.7 10.8 9.7 11.3 7.5 15.1 14.5 15.6 2.7 5.4 1.1

男 40 代 14.7 14.7 12.4 13.5 10.6 10.6 14.1 15.3 10.6 9.4 12.4 5.3 3.5 2.9

 50 代 15.2 18.9 12.9 14.4 11.4 6.8 5.3 5.3 4.5 4.5 12.9 3.0 1.5 2.3

 60 代 16.4 13.8 14.5 17.8 7.9 15.8 3.3 5.3 3.9 1.3 13.2 4.6 - 0.7

 70～74歳 33.9 10.7 14.3 30.4 23.2 19.6 - 3.6 - - 10.7 10.7 7.1 -

 13～19歳 7.4 11.8 13.2 4.4 14.7 4.4 8.8 10.3 26.5 10.3 5.9 10.3 11.8 1.5

 20 代 16.5 10.5 11.3 7.5 10.5 11.3 30.8 15.0 20.3 20.3 6.8 4.5 6.8 0.8

 30 代 20.6 20.0 11.1 13.9 7.8 23.3 22.2 18.3 9.4 12.2 2.8 2.8 3.9 1.7

女 40 代 31.9 18.8 11.3 13.1 9.4 11.3 8.1 8.1 6.3 5.6 3.8 3.8 4.4 0.6

 50 代 27.7 15.4 22.3 21.5 19.2 9.2 4.6 10.0 2.3 6.9 3.1 6.2 3.1 0.8

 60 代 37.7 13.0 16.7 18.5 17.3 14.8 0.6 3.7 - 0.6 3.7 10.5 2.5 1.2

 70～74歳 38.1 4.8 14.3 28.6 23.8 20.6 1.6 - - - - 14.3 4.8 3.2

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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（２）地域の人々との交流 

 

－１．地域の人々との交流の必要度 

 

TOTAL でみると、地域の人々との交流が“とても必要だと思う”は 22％、“やや必要だと思う”

は 51％で、70％以上が程度の差はあるものの“必要だと思う”と回答。 

反対に“必要ないと思う（あまり必要ないと思う＋まったく必要ないと思う）”は 6％。 
 

東京・大阪間に有意差はみられないが、男女間には有意差がみられ、“必要だと思う（とても必要

だと思う＋やや必要だと思う）”は男性より女性のほうが高い。 
 

性・年齢別にみると、“とても必要だと思う”は男女とも満 70～74 歳が高く、男性 46％、女性

43％。 
 

 

図Ⅲ-３-２．地域の人々との交流の必要度 
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－２．交流がある人との関係やつながり 
 

TOTAL でみると、「家が近い・同じ集合住宅」が 58％で最も高く、「町内会・自治会活動」「子

育てサークル・幼稚園など子どもを通じた関係（ママ友など）」「昔、同じ学校だった」がそれぞれ

20％台、「地域のスポーツ活動・趣味活動」が 15％で続いている。 
 

東京・大阪間には 3 項目で有意差がみられ、大阪より東京のほうが高いのは「昔、同じ学校だっ

た」、東京より大阪のほうが高いのは「町内会・自治会活動」「生協・生活クラブ」の 2 項目。 

男女間に有意差がみられるのは、「家が近い・同じ集合住宅」「子育てサークル・幼稚園・学校が

一緒など子どもを通じた関係（ママ友など）」「ペットを通じたつながり」「生協・生活クラブ」の 4

項目で、4 項目とも男性より女性のほうが高い。 
 

なお、「交流のある人は特にいない」は、男性 18％、女性 7％で、特に男性の 20 代・40 代では

それぞれ 20％以上。 

 

 

 

図Ⅲ-３-３．交流がある人との関係やつながり 
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20.8

14.9

7.1

6.3

5.9

2.4

0.2

12.4
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表Ⅲ-３-３．交流がある人との関係やつながり                                     （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 57.6 28.8 25.4 20.8 14.9 7.1 6.3 5.9 2.4 0.2 12.4

 東 京 1,125 57.5 26.8 26.4 22.3 15.0 7.0 5.6 5.2 1.4 0.1 13.4

 大 阪 675 57.6 32.0 23.9 18.4 14.7 7.1 7.4 7.3 4.1 0.4 10.8

 男 904 51.3 29.2 11.7 21.7 16.2 4.8 6.4 6.0 0.7 - 17.6

 女 896 63.8 28.3 39.3 20.0 13.6 9.4 6.1 5.9 4.2 0.4 7.3

 13～19 歳 71 54.9 11.3 4.2 46.5 21.1 4.2 2.8 1.4 - - 15.5

 20 代 137 44.5 14.6 3.6 49.6 13.1 2.2 5.8 5.1 1.5 - 20.4

 30 代 186 51.1 20.4 15.1 22.0 12.9 3.8 7.0 2.7 1.6 - 18.8

男 40 代 170 50.6 29.4 17.6 14.7 15.9 4.7 5.9 7.6 - - 20.0

 50 代 132 53.8 32.6 18.9 13.6 15.2 6.1 6.8 6.1 0.8 - 17.4

 60 代 152 54.6 49.3 7.2 4.6 15.1 5.9 6.6 7.2 - - 13.8

 70～74 歳 56 51.8 53.6 7.1 7.1 33.9 8.9 10.7 16.1 - - 12.5

 13～19 歳 68 67.6 16.2 5.9 42.6 8.8 2.9 2.9 2.9 - - 10.3

 20 代 133 54.9 12.8 15.8 38.3 2.3 5.3 3.8 2.3 2.3 0.8 14.3

 30 代 180 63.9 17.2 51.1 18.3 6.1 6.7 3.3 1.7 1.7 0.6 12.8

女 40 代 160 66.3 22.5 66.3 15.0 11.9 8.1 3.1 4.4 6.3 0.6 5.0

 50 代 130 60.8 44.6 56.9 14.6 15.4 12.3 7.7 5.4 8.5 0.8 2.3

 60 代 162 67.9 43.8 27.2 9.3 24.1 16.7 11.7 12.3 4.3 - 3.1

 70～74 歳 63 68.3 47.6 17.5 12.7 38.1 11.1 12.7 17.5 6.3 - -

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 

 

 

 

 

 

 

－３．地域の人々との交流とは 
 

TOTAL でみると、地域の人々との交流は「いざという時に助けあえるもの」が 64％で最も高く、

以下「日々の暮らしに必要なもの」（32％）、「楽しいもの」（27％）、「気持ちや心を豊かにするもの」

（21％）と続いており、「あまり関心のないもの」（14％）、「面倒くさいもの・わずらわしいもの」

（9％）は少数派。 
 

東京・大阪間に有意差はみられないが、男女間には 6 項目中 5 項目で有意差がみられ、「いざと

いう時に助けあえるもの」「日々の暮らしに必要なもの」「楽しいもの」「気持ちや心を豊かにするも

の」の 4 項目は男性より女性、「あまり関心のないもの」は女性より男性のほうが高い。 
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図Ⅲ-３-４．地域の人々との交流とは 

 

 

表Ⅲ-３-４．地域の人々との交流とは                      （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 63.8 31.8 27.1 21.4 14.4 9.0 -   

 東 京 1,125 65.2 31.4 27.3 21.6 15.1 9.3 -   

 大 阪 675 61.5 32.6 26.8 21.2 13.3 8.4 -   

 男 904 57.2 27.3 22.6 16.5 17.8 9.8 -   

 女 896 70.4 36.4 31.7 26.5 11.0 8.1 -   

 13～19歳 71 39.4 15.5 33.8 14.1 21.1 2.8 -   

 20 代 137 54.0 25.5 28.5 20.4 16.1 6.6 -   

 30 代 186 55.4 26.3 19.4 12.9 21.0 15.6 -   

男 40 代 170 59.4 23.5 24.1 12.9 19.4 12.9 -   

 50 代 132 56.8 26.5 21.2 12.9 18.2 9.1 -   

 60 代 152 63.8 32.9 15.1 19.1 15.1 8.6 -   

 70～74歳 56 69.6 48.2 23.2 33.9 8.9 3.6 -   

 13～19歳 68 50.0 30.9 47.1 23.5 17.6 7.4 -   

 20 代 133 63.9 21.1 24.1 18.8 18.8 5.3 -   

 30 代 180 68.3 33.3 31.1 23.3 13.9 12.2 -   

女 40 代 160 75.6 34.4 32.5 23.8 9.4 9.4 -   

 50 代 130 73.1 43.1 30.8 28.5 8.5 10.0 -   

 60 代 162 77.8 44.4 25.9 29.6 5.6 5.6 -   

 70～74歳 63 74.6 54.0 47.6 49.2 3.2 3.2 -   

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 

TOTAL <N=1,800> （％）

いざという時に助けあえるもの

日々の暮らしに必要なもの

楽しいもの

気持ちや心を豊かにするもの

あまり関心のないもの

面倒くさいもの・わずらわしいもの

その他

63.8
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（３）参加しているもの 

 

－１．参加しているもの 
 

TOTAL でみると、「スポーツやさまざまな趣味の集まり」が 27％で最も高く、以下「学生時代

からの集まり」（26％）、「町内会・自治会・青年団など」（19％）、「祭りや盆踊り・運動会など地域

のイベント」（15％）、「PTA など子どもを通じた集まり」（14％）が続いている。 

なお、「参加しているものはない」も 31％。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるのは「社会奉仕やボランティア活動」の 1 項目で、東京より大

阪のほうが高い。 

男女間には 6 項目で有意差がみられ、女性より男性のほうが高いのは「スポーツやさまざまな趣

味の集まり」「インターネットコミュニティなどの集まり」の 2 項目、男性より女性のほうが高い

のは「学生時代からの集まり」「町内会・自治会・青年団など」「PTA など子どもを通じた集まり」

「稽古事や習い事・スクールなどの集まり」の 4 項目。 

なお、「参加しているものはない」は男性の 36％に対し女性は 26％で、男性のほうが女性より

10 ポイント高い。 

 

 

図Ⅲ-３-５．参加しているもの 

 

TOTAL <N=1,800> （％）

スポーツやさまざまな趣味の集まり

学生時代からの集まり

町内会・自治会・青年団など

祭りや盆踊り・運動会など地域のイベント

ＰＴＡなど子どもを通じた集まり

稽古事や習い事・スクールなどの集まり

道路や公園などの清掃や地域の美化活動

社会奉仕やボランティア活動

インターネットコミュニティなどの集まり

交通安全や防犯・治安など地域の安全活動

ペットを通じた集まり

ゴミの減量や資源回収などのリサイクル活動

その他

参加しているものはない

26.8

26.0

19.2

15.2

13.8

11.5
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5.4

3.3

3.3
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表Ⅲ-３-５．参加しているもの（上位３）                                 （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（27） 
学生時代からの集まり（26） 町内会・自治会・青年団など（19） 

東京<N=1,125> スポーツやさまざまな趣味の集まり／学生時代からの集まり（各 27） 町内会・自治会・青年団など（18） 

大阪<N=675> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（26） 
学生時代からの集まり（24） 町内会・自治会・青年団など（21） 

男性<N=904> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（30） 
学生時代からの集まり（23） 町内会・自治会・青年団など（17） 

女性<N=896> 学生時代からの集まり（29） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（24） 
町内会・自治会・青年団など（21） 

男 13～19 歳<N=71> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（39） 
学生時代からの集まり（17） 

祭りや運動会など地域のイベン

ト（14） 

男 20 代<N=137> 学生時代からの集まり（36） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（35） 

インターネットコミュニティなどの

集まり（7） 

男 30 代<N=186> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（26） 
学生時代からの集まり（24） 

祭りや運動会など地域のイベン

ト（17） 

男 40 代<N=170> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（31） 
学生時代からの集まり（23） 町内会・自治会・青年団など（20） 

男 50 代<N=132> 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（27） 
学生時代からの集まり（24） 町内会・自治会・青年団など（23） 

男 60 代<N=152> 町内会・自治会・青年団など（28） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（26） 
学生時代からの集まり（17） 

男 70～74 歳<N=56> 
スポーツやさまざまな趣味の集まり／町内会・自治

会・青年団など（各 36） 

道路の清掃や地域の美化活動／社会奉仕やボラ

ンティア活動（各 20） 

女 13～19 歳<N=68> 学生時代からの集まり（29） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（27） 

祭りや運動会など地域のイベン

ト（13） 

女 20 代<N=133> 学生時代からの集まり（47） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（20） 

祭りや運動会など地域のイベン

ト／インターネットコミュニティな

どの集まり（各 8） 

女 30 代<N=180> 
PTA など子どもを通じた集まり 

（36）
学生時代からの集まり（30） 

祭りや運動会など地域のイベン

ト（21） 

女 40 代<N=160> 
PTA など子どもを通じた集まり 

（48）
学生時代からの集まり（26） 町内会・自治会・青年団など（21） 

女 50 代<N=130> 町内会・自治会・青年団など（33） 学生時代からの集まり（30） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（29） 

女 60 代<N=162> 町内会・自治会・青年団など（34） 
スポーツやさまざまな趣味の集

まり（32） 

稽古事やスクールなどの集まり

（26） 

女 70～74 歳<N=63> 
スポーツやさまざまな趣味の集まり／稽古事やスクールなどの集ま

り（各 43） 
町内会・自治会・青年団など（37） 
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表Ⅲ-３-６．参加しているもの                                                        （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 26.8 26.0 19.2 15.2 13.8 11.5 5.7 5.4 3.3 3.3 2.2 1.9 0.3 30.9

 東 京 1,125 27.4 27.4 18.2 15.6 14.1 11.6 5.5 4.4 3.4 3.5 2.3 2.5 0.3 31.3

 大 阪 675 25.8 23.7 20.9 14.5 13.2 11.4 6.1 7.1 3.3 3.0 2.1 0.9 0.4 30.2

 男 904 30.0 23.1 17.1 14.3 6.4 4.4 5.4 5.5 4.2 3.1 1.7 2.0 0.2 35.6

 女 896 23.5 28.9 21.3 16.2 21.2 18.6 6.0 5.4 2.5 3.5 2.8 1.8 0.4 26.1

 13～19歳 71 39.4 16.9 1.4 14.1 1.4 8.5 - 1.4 7.0 - 1.4 - - 35.2

 20 代 137 35.0 35.8 4.4 6.6 2.2 2.9 0.7 2.9 7.3 - 0.7 0.7 - 38.0

 30 代 186 25.8 23.7 11.8 17.2 8.1 2.2 3.2 4.8 7.5 2.2 0.5 0.5 0.5 36.6

男 40 代 170 31.2 22.9 20.0 15.9 17.6 4.7 5.3 4.7 4.1 1.8 1.8 1.2 - 35.3

 50 代 132 26.5 24.2 22.7 14.4 5.3 1.5 6.8 5.3 0.8 4.5 3.0 2.3 - 41.7

 60 代 152 25.7 17.1 27.6 15.1 1.3 7.2 8.6 6.6 - 5.3 2.6 2.0 0.7 30.9

 70～74歳 56 35.7 12.5 35.7 16.1 - 8.9 19.6 19.6 1.8 12.5 1.8 14.3 - 26.8

 13～19歳 68 26.5 29.4 4.4 13.2 1.5 10.3 - 1.5 4.4 - - 1.5 - 38.2

 20 代 133 20.3 47.4 5.3 7.5 6.0 6.0 0.8 1.5 7.5 0.8 2.3 0.8 1.5 31.6

 30 代 180 14.4 30.0 14.4 20.6 35.6 15.6 4.4 1.7 2.2 3.3 2.2 1.1 0.6 27.2

女 40 代 160 15.0 26.3 21.3 17.5 47.5 16.9 3.1 3.1 0.6 1.9 1.9 0.6 - 26.3

 50 代 130 29.2 30.0 33.1 16.9 23.8 21.5 6.9 6.9 2.3 4.6 4.6 2.3 - 20.8

 60 代 162 31.5 18.5 34.0 14.8 5.6 25.9 14.2 10.5 - 6.8 5.6 3.7 0.6 24.1

 70～74歳 63 42.9 17.5 36.5 23.8 1.6 42.9 12.7 17.5 1.6 6.3 - 3.2 - 14.3

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 

 

 

－２．自発的に参加している活動 
 

TOTAL でみると、「子育て」が 14％で最も高く、以下「スポーツ・文化・芸術振興」（12％）、「ま

ちづくり・地域活性化」（7％）、「防犯・防災」（7％）、「教育」（6％）が続いている。 

なお、「参加しているものはない」は 63％。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるのは「被災地・被災者支援」の 1 項目で、大阪より東京のほう

が高い。 

男女間でみると 3 項目に有意差がみられ、女性より男性のほうが高いのは「スポーツ・文化・芸

術振興」の 1 項目、男性より女性のほうが高いのは「子育て」「教育」の 2 項目。 
 

性・年代別にみて相対的に回答の高い活動をあげると以下のようになっている。 

「子育て」：女性 30 代（37％）、女性 40 代（28％）、男性 40 代（21％）、男性 30 代（20％） 

「スポーツ・文化・芸術振興」：男性満 13～19 歳（24％）、男性 20 代（19％） 

「まちづくり・地域活性化」：男性満 70～74 歳（20％）、男性 60 代（16％）、女性 60 代（15％） 

「防犯・防災」：男性満 70～74 歳（21％）、男性 60 代（13％）、女性 60 代（13％） 

「教育」：女性 30 代（14％）、女性 40 代（13％） 

「交通安全」：男性満 70～74 歳（11％） 
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図Ⅲ-３-６．自発的に参加している活動 

 

 

表Ⅲ-３-７．自発的に参加している活動（上位３）                           （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 子育て（14） スポーツ・文化・芸術振興（12） まちづくり・地域活性化（7） 

東京<N=1,125> 子育て（15） スポーツ・文化・芸術振興（12） 防犯・防災（7） 

大阪<N=675> 子育て（12） スポーツ・文化・芸術振興（12） まちづくり・地域活性化（9） 

男性<N=904> スポーツ・文化・芸術振興（16） 子育て（11） まちづくり・地域活性化（8） 

女性<N=896> 子育て（17） スポーツ・文化・芸術振興（8） 教育（7） 

男 13～19 歳<N=71> スポーツ・文化・芸術振興（24） 防犯・防災（3） － 

男 20 代<N=137> スポーツ・文化・芸術振興（19） 子育て（10） まちづくり・地域活性化（4） 

男 30 代<N=186> 子育て（20） スポーツ・文化・芸術振興（15） まちづくり・地域活性化／教育（各 4）

男 40 代<N=170> 子育て（21） スポーツ・文化・芸術振興（15） 防犯・防災（8） 

男 50 代<N=132> スポーツ・文化・芸術振興（14） 防犯・防災（8） 子育て（7） 

男 60 代<N=152> まちづくり・地域活性化（16） 防犯・防災（13） スポーツ・文化・芸術振興（10） 

男 70～74 歳<N=56> 防犯・防災（21） まちづくり・地域活性化（20） スポーツ・文化・芸術振興（18） 

女 13～19 歳<N=68> スポーツ・文化・芸術振興（9） まちづくり・地域活性化（3） － 

女 20 代<N=133> 子育て（11） スポーツ・文化・芸術振興（9） 教育（4） 

女 30 代<N=180> 子育て（37） 教育（14） まちづくり・地域活性化（6） 

女 40 代<N=160> 子育て（28） 教育（13） スポーツ・文化・芸術振興（7） 

女 50 代<N=130> 子育て（10） スポーツ・文化・芸術振興／教育（各 9） 

女 60 代<N=162> まちづくり・地域活性化（15） 防犯・防災（13） スポーツ・文化・芸術振興（9） 

女 70～74 歳<N=63> スポーツ・文化・芸術振興（18） まちづくり・地域活性化（13） 防犯・防災（11） 

TOTAL <N=1,800> （％）

子育て

スポーツ・文化・芸術振興

まちづくり・地域活性化

防犯・防災

教育

健康・医療

介護・福祉

交通安全

被災地・被災者支援

環境保護・地球温暖化対策

再生エネルギーの普及

国際交流・国際協力

生活支援

行政活動の監視・評価

人権擁護

消費者利益の保護

その他

参加しているものはない

13.9

11.8

7.1

6.6

5.5

3.6

3.2

2.7

1.7

1.3

0.7

0.7

0.6

0.2

0.2

0.1

0.2

63.1

0 20 40 60 80
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表Ⅲ-３-８．自発的に参加している活動                                                 （％） 
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力
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 13.9 11.8 7.1 6.6 5.5 3.6 3.2 2.7 1.7 1.3 0.7 0.7

 東 京 1,125 14.9 11.8 6.2 7.4 5.5 3.7 2.9 3.1 2.2 1.5 0.8 0.8

 大 阪 675 12.1 11.7 8.6 5.3 5.5 3.3 3.7 1.9 0.9 0.9 0.6 0.4

 男 904 11.3 15.5 7.5 7.1 3.7 2.9 2.7 2.9 2.1 1.2 0.6 0.6

 女 896 16.5 8.0 6.7 6.1 7.4 4.2 3.8 2.5 1.3 1.3 0.9 0.8

 13～19歳 71 1.4 23.9 1.4 2.8 1.4 1.4 - 1.4 - 1.4 - -

 20 代 137 9.5 19.0 4.4 1.5 2.9 1.5 1.5 0.7 2.2 1.5 0.7 0.7

 30 代 186 19.9 15.1 4.3 2.2 4.3 3.2 3.2 1.6 1.6 1.1 - 1.1

男 40 代 170 20.6 14.7 6.5 8.2 7.1 2.4 2.4 3.5 3.5 0.6 1.2 0.6

 50 代 132 6.8 14.4 4.5 7.6 3.8 3.8 2.3 3.0 2.3 0.8 - -

 60 代 152 3.3 9.9 16.4 13.2 1.3 3.9 4.6 3.3 2.0 2.6 0.7 0.7

 70～74歳 56 3.6 17.9 19.6 21.4 1.8 3.6 3.6 10.7 1.8 - 1.8 -

 13～19歳 68 - 8.8 2.9 - 1.5 - - - 1.5 - - -

 20 代 133 11.3 9.0 0.8 1.5 3.8 2.3 0.8 1.5 0.8 1.5 1.5 -

 30 代 180 36.7 3.3 5.6 4.4 13.9 3.9 2.2 4.4 1.7 0.6 0.6 0.6

女 40 代 160 28.1 6.9 3.1 3.8 13.1 3.8 2.5 1.3 0.6 1.3 0.6 -

 50 代 130 10.0 9.2 7.7 8.5 9.2 5.4 6.2 3.1 2.3 1.5 - 1.5

 60 代 162 4.3 8.6 14.8 13.0 1.2 5.6 7.4 2.5 1.9 1.2 1.9 1.9

 70～74歳 63 3.2 17.5 12.7 11.1 - 9.5 7.9 3.2 - 4.8 1.6 1.6
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 ＴＯＴＡＬ 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 63.1   

 東 京 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3 62.5   

 大 阪 1.0 0.1 0.3 - - 64.1   

 男 0.8 0.4 0.1 0.1 - 62.4   

 女 0.4 - 0.2 0.1 0.3 63.8   

 13～19歳 - - - - - 73.2   

 20 代 - 0.7 - - - 67.9   

 30 代 0.5 0.5 0.5 - - 58.6   

男 40 代 0.6 0.6 - - - 57.1   

 50 代 1.5 - - - - 67.4   

 60 代 2.0 0.7 - 0.7 - 60.5   

 70～74歳 - - - - - 57.1   

 13～19歳 - - - - 1.5 85.3   

 20 代 - - - - 0.8 75.9   

 30 代 - - - - 0.6 52.2   

女 40 代 0.6 - - - - 61.9   

 50 代 0.8 - 1.5 - - 61.5   

 60 代 1.2 - - 0.6 - 63.0   

 70～74歳 - - - - - 60.3   

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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（４）交流が必要だと思う理由・ワケ、交流によりうまくいっているもの、 

交流によりもっと機能してほしいもの 

 

〔交流が必要だと思う理由・ワケ〕 
 

TOTAL でみると、「地域の防犯・治安の向上」が 65％で最も高く、以下「いざという時の助け

合い」（61％）、「災害時の対応」（52％）、「子どもを見守る地域の目としての役割」（48％）、「高齢

者に対するサポート（手助けなど）」（39％）が続いている。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるは「地域の防犯・治安の向上」「災害時の対応」「子どもを見守

る地域の目としての役割」「伝統文化・お祭りなどの継承や保存」「リサイクル活動やゴミの減量な

ど環境対策」の 5 項目で、5 項目とも大阪より東京のほうが高い。 

男女間には 7 項目で有意差がみられ、「地域の防犯、治安の向上」「いざという時の助け合い」「災

害時の対応」「子どもを見守る地域の目としての役割」「高齢者に対するサポート」「子育てに対する

サポート」の 6 項目は男性より女性、「スポーツ・趣味」は女性より男性のほうが高い。 
 

 

図Ⅲ-３-７．交流が必要だと思う理由・ワケ、交流によりうまくいっている・もっと機能してほしいもの 

 

TOTAL <N=1,800> （％）

地域の防犯・治安の向上

いざという時の助けあい

災害時の対応

子どもを見守る地域の目としての役割

高齢者に対するサポート（手助けなど）

住民同士の親睦、交流

地域や町の美化

伝統文化・お祭りなどの継承や保存

子育てに対するサポート（育児の悩み相談など）

リサイクル活動やゴミの減量など環境対策

スポーツ・趣味

生涯学習など学習機会の獲得

その他

特にない

64.9

61.1

52.1

47.8

38.3

35.3

30.7

30.1

29.8

24.6

15.6

12.6

0.0

14.5

32.4

24.9

16.4

29.0

16.3

27.7

25.9

28.3

15.9

22.7

18.3

10.2

0.0

28.2

33.6

37.9

41.6

28.4

30.8

16.9

22.4

15.9

23.8

19.5

14.2

16.1

0.0

26.2

0 20 40 60 80

交流が必要だと思う理由

交流によりうまくいっているもの

交流によりもっと機能してほしいもの
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〔交流によりうまくいっているもの〕 
 

TOTAL でみると、「地域の防犯・治安の向上」「子どもを見守る地域の目としての役割」「伝統文

化・お祭り等の継承や保存」「住民同士の親睦・交流」「地域や町の美化」がそれぞれ 25％以上で、

交流によりうまくいっているものの上位。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるのは「地域の防犯・治安の向上」「住民同士の親睦・交流」「地

域や町の美化」の 3 項目で、3 項目とも東京より大阪のほうが高い。 

男女間に有意差がみられるのは「地域の防犯・治安の向上」「子どもを見守る地域の目としての役

割」「子育てに対するサポート」の 3 項目で、3 項目とも男性より女性のほうが高い。 

 

 

 

〔交流によりもっと機能してほしいもの〕 
 

TOTAL でみると、「災害時の対応」が 42％で最も高く、「いざという時の助け合い」「地域の防

犯・治安の向上」「高齢者に対するサポート」がそれぞれ 30％台で続いている。 
 

東京・大阪間に有意差はみられないが、男女間には「スポーツ・趣味」で有意差がみられ、女性

より男性のほうが高い。 

 

 

 

表Ⅲ-３-９．交流が必要だと思う理由・ワケ                                                （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 64.9 61.1 52.1 47.8 38.3 35.3 30.7 30.1 29.8 24.6 15.6 12.6 - 14.5

 東 京 1,125 66.7 62.8 56.8 50.1 38.8 35.5 32.0 31.8 30.3 27.0 15.6 12.6 - 13.1

 大 阪 675 62.1 58.4 44.3 44.0 37.3 35.0 28.6 27.1 29.0 20.6 15.6 12.4 - 16.9

 男 904 61.8 55.6 48.5 43.7 34.5 34.7 29.6 28.2 25.6 23.3 18.9 12.3 - 16.2

 女 896 68.1 66.6 55.8 52.0 42.1 35.8 31.8 31.9 34.2 25.9 12.3 12.8 - 12.8

 13～19歳 71 33.8 38.0 22.5 18.3 15.5 23.9 18.3 14.1 11.3 14.1 19.7 11.3 - 36.6

 20 代 137 62.0 48.2 44.5 42.3 34.3 30.7 27.0 26.3 26.3 16.1 20.4 6.6 - 16.1

 30 代 186 61.3 58.6 49.5 48.9 30.1 33.3 25.3 26.9 30.1 19.9 14.0 10.8 - 18.3

男 40 代 170 65.9 65.9 57.1 55.3 38.2 41.2 33.5 34.7 33.5 27.1 24.1 18.2 - 13.5

 50 代 132 68.9 59.1 51.5 47.0 37.9 32.6 34.1 30.3 23.5 25.8 17.4 9.8 - 12.1

 60 代 152 64.5 55.9 55.9 40.1 42.8 39.5 34.9 30.9 23.0 30.9 19.7 14.5 - 11.8

 70～74歳 56 62.5 46.4 33.9 28.6 32.1 35.7 28.6 23.2 14.3 26.8 16.1 14.3 - 12.5

 13～19歳 68 44.1 55.9 44.1 33.8 30.9 35.3 29.4 38.2 26.5 26.5 25.0 14.7 - 25.0

 20 代 133 63.2 67.7 50.4 47.4 36.8 30.8 27.1 30.1 29.3 21.1 10.5 13.5 - 19.5

 30 代 180 74.4 72.8 60.6 63.9 46.7 36.1 34.4 37.2 50.6 25.0 10.6 14.4 - 12.2

女 40 代 160 71.9 71.9 60.0 61.3 40.6 35.6 31.9 31.3 36.3 21.3 11.9 9.4 - 9.4

 50 代 130 76.2 66.9 63.1 56.9 45.4 40.8 38.5 33.8 36.2 36.2 13.1 13.8 - 7.7

 60 代 162 67.9 60.5 51.2 45.1 44.4 34.6 30.9 27.2 25.9 24.1 10.5 12.3 - 10.5

 70～74歳 63 60.3 60.3 52.4 31.7 42.9 39.7 25.4 23.8 17.5 33.3 11.1 12.7 - 12.7

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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表Ⅲ-３-１０．交流によりうまくいっているもの                                            （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 32.4 29.0 28.3 27.7 25.9 24.9 22.7 18.3 16.4 16.3 15.9 10.2 - 28.2

 東 京 1,125 30.1 27.9 27.2 26.0 24.3 25.3 22.8 18.1 17.0 15.4 15.5 9.2 - 29.5

 大 阪 675 36.1 30.8 30.2 30.4 28.6 24.1 22.7 18.5 15.4 17.9 16.7 11.9 - 26.1

 男 904 28.2 25.3 27.0 26.0 24.2 23.3 22.6 19.0 15.8 15.7 13.5 9.2 - 32.4

 女 896 36.6 32.7 29.7 29.4 27.6 26.5 22.9 17.5 17.0 17.0 18.4 11.2 - 24.0

 13～19歳 71 22.5 18.3 19.7 22.5 19.7 18.3 16.9 21.1 14.1 15.5 12.7 7.0 - 42.3

 20 代 137 27.7 23.4 24.1 29.2 21.2 24.1 16.8 21.2 15.3 21.9 17.5 8.8 - 33.6

 30 代 186 23.1 26.9 25.8 19.9 21.0 24.7 18.8 12.9 15.6 12.9 12.9 9.1 - 37.1

男 40 代 170 31.8 31.8 30.0 30.0 24.1 28.2 21.8 21.2 15.9 16.5 20.6 12.4 - 31.2

 50 代 132 30.3 28.0 31.1 25.0 22.7 25.0 26.5 19.7 19.7 11.4 9.8 8.3 - 27.3

 60 代 152 28.9 21.7 26.3 27.0 29.6 17.1 27.0 17.8 13.2 17.8 9.2 7.9 - 30.9

 70～74歳 56 35.7 17.9 30.4 30.4 37.5 21.4 37.5 26.8 17.9 12.5 5.4 8.9 - 21.4

 13～19歳 68 30.9 27.9 30.9 26.5 22.1 32.4 20.6 25.0 26.5 14.7 16.2 13.2 - 35.3

 20 代 133 27.8 17.3 21.8 20.3 23.3 22.6 17.3 11.3 13.5 14.3 10.5 11.3 - 42.1

 30 代 180 33.9 30.0 33.3 26.1 24.4 26.1 21.7 16.1 14.4 11.7 25.0 10.0 - 27.8

女 40 代 160 44.4 50.0 25.6 31.9 23.1 31.9 17.5 17.5 15.6 16.9 28.1 10.0 - 17.5

 50 代 130 40.8 40.8 36.9 30.0 26.9 26.9 21.5 12.3 22.3 20.8 14.6 8.5 - 18.5

 60 代 162 34.6 29.0 30.9 35.8 37.7 23.5 32.1 22.8 17.3 17.9 15.4 14.8 - 17.3

 70～74歳 63 46.0 27.0 27.0 36.5 38.1 22.2 33.3 23.8 12.7 30.2 9.5 11.1 - 7.9

 

表Ⅲ-３-１１．交流によりもっと機能してほしいもの                                          （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 41.6 37.9 33.6 30.8 28.4 23.8 22.4 19.5 16.9 16.1 15.9 14.2 - 26.2

 東 京 1,125 42.0 38.8 34.0 30.8 28.6 23.1 23.2 19.1 16.6 16.0 16.4 14.0 - 26.0

 大 阪 675 40.9 36.4 32.9 30.8 28.1 24.9 21.2 20.1 17.5 16.1 15.1 14.4 - 26.4

 男 904 39.4 37.2 32.9 31.0 29.1 23.2 21.8 19.1 18.6 16.4 17.4 15.8 - 27.7

 女 896 43.9 38.7 34.3 30.7 27.8 24.3 23.1 19.9 15.3 15.7 14.5 12.5 - 24.7

 13～19歳 71 18.3 23.9 21.1 16.9 14.1 12.7 16.9 15.5 14.1 9.9 12.7 19.7 - 43.7

 20 代 137 31.4 32.8 24.1 26.3 25.5 24.1 19.7 17.5 16.1 15.3 13.9 16.1 - 32.1

 30 代 186 40.3 34.9 37.1 25.8 31.7 27.4 19.4 17.7 18.8 19.9 17.2 21.0 - 24.7

男 40 代 170 41.2 37.1 34.1 35.9 32.9 27.1 25.9 24.1 20.0 17.6 21.2 15.3 - 26.5

 50 代 132 42.4 36.4 34.1 29.5 28.0 19.7 20.5 18.2 18.2 15.9 14.4 12.9 - 25.0

 60 代 152 48.7 44.7 34.9 41.4 33.6 21.7 27.6 19.7 19.7 15.8 21.1 12.5 - 26.3

 70～74歳 56 44.6 53.6 42.9 37.5 26.8 21.4 16.1 17.9 23.2 14.3 17.9 10.7 - 19.6

 13～19歳 68 23.5 20.6 23.5 22.1 16.2 10.3 26.5 22.1 16.2 8.8 8.8 7.4 - 42.6

 20 代 133 41.4 38.3 39.8 28.6 30.8 26.3 21.1 20.3 12.8 15.0 18.8 16.5 - 27.8

 30 代 180 52.8 43.9 38.9 27.8 40.0 27.2 23.3 20.0 19.4 16.1 15.0 13.3 - 20.0

女 40 代 160 41.3 33.8 33.8 26.3 25.6 19.4 23.8 18.8 9.4 13.1 16.3 10.6 - 25.6

 50 代 130 48.5 43.1 34.6 41.5 23.8 29.2 27.7 23.8 16.2 19.2 11.5 16.9 - 20.8

 60 代 162 45.1 40.7 32.1 34.6 25.9 26.5 20.4 19.8 16.0 16.7 14.2 6.8 - 21.0

 70～74歳 63 39.7 42.9 27.0 31.7 17.5 23.8 19.0 11.1 19.0 20.6 12.7 17.5 - 27.0

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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（５）コミュニティ別かかわり度合い・今後の重視度 

 

〔かかわり度合い〕 
 

TOTAL でみると、“かかわっている（かかわっている＋少しかかわっている）”は、「住んでいる

地域のコミュニティ」38％、「職場のコミュニティ」34％、「趣味やボランティア仲間のコミュニテ

ィ」31％、「インターネットを通じてのコミュニティ」13％。 
 

“かかわっている（かかわっている＋ややかかわっている）”でみると、東京・大阪間、男女間に

有意差がみられ、「住んでいる地域のコミュニティ」は東京より大阪、男性より女性、「職場のコミ

ュニティ」は女性より男性のほうが高い。 
 

 

図Ⅲ-３-８．かかわり度合い 

 

 

表Ⅲ-３-１２．かかわり度合い                                                          （％） 

  

Ｎ
 

住んでいる地域の 趣味やボランティア仲間の 職場の インターネットを通じての

  T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均

 ＴＯＴＡＬ 1,800 9.0 38.4 2.15 12.6 30.8 1.99 13.3 33.9 1.95 3.6 13.0 1.44

 東 京 1,125 8.4 36.2 2.12 13.2 31.6 2.02 13.3 34.0 1.96 3.3 13.1 1.45

 大 阪 675 9.9 42.1 2.21 11.6 29.5 1.94 13.2 33.8 1.94 4.0 12.9 1.42

 男 904 8.6 34.1 2.07 12.1 29.9 1.97 16.0 39.5 2.12 3.4 13.5 1.45

 女 896 9.4 42.7 2.24 13.1 31.8 2.01 10.5 28.3 1.78 3.7 12.5 1.43

 13～19歳 71 4.2 26.8 1.89 9.9 33.8 1.99 - - 1.00 2.8 16.9 1.58

 20 代 137 6.6 19.7 1.80 12.4 29.2 2.00 10.9 28.5 1.82 8.0 27.0 1.84

 30 代 186 5.4 26.3 1.94 10.8 24.7 1.87 22.6 55.4 2.54 3.2 17.7 1.55

男 40 代 170 6.5 38.2 2.11 12.4 35.9 2.06 23.5 54.7 2.53 4.1 12.4 1.46

 50 代 132 7.6 38.6 2.11 14.4 26.5 1.89 25.0 52.3 2.52 2.3 9.8 1.33

 60 代 152 15.1 43.4 2.32 9.2 29.6 1.95 5.9 28.3 1.82 1.3 3.3 1.15

 70～74歳 56 21.4 55.4 2.54 19.6 33.9 2.11 10.7 17.9 1.52 - 1.8 1.07

 13～19歳 68 4.4 29.4 1.93 7.4 25.0 1.96 - - 1.00 5.9 22.1 1.68

 20 代 133 3.0 22.6 1.80 15.8 27.8 1.95 15.0 41.4 2.10 12.0 29.3 1.93

 30 代 180 8.3 38.9 2.14 10.6 25.0 1.87 14.4 32.8 1.94 3.3 16.1 1.58

女 40 代 160 6.9 45.0 2.30 9.4 23.8 1.84 11.9 41.3 2.13 2.5 9.4 1.34

 50 代 130 13.1 51.5 2.49 12.3 37.7 2.12 10.0 30.8 1.83 0.8 7.7 1.28

 60 代 162 15.4 53.1 2.46 16.0 40.1 2.16 9.3 20.4 1.58 1.2 2.5 1.10

 70～74歳 63 14.3 60.3 2.52 23.8 54.0 2.48 1.6 1.6 1.10 - - 1.02

（注）T.B.=“かかわっている”、T.P.=“かかわっている＋少しかかわっている” 

網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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TOTAL <N=1,800> （％）

ａ）「住んでいる地域」のコミュニティに… 2.15

ｂ）「趣味の仲間やボランティア仲間」のコミュニティに… 1.99

ｃ）「職場」のコミュニティに… 1.95

ｄ）「インターネットを通じて」のコミュニティに… 1.44
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〔今後の重視度〕 
 

TOTAL でみると、“重視する（重視する＋やや重視する）”は、「住んでいる地域のコミュニティ」

が68％で最も高く、「趣味やボランティア仲間のコミュニティ」（57％）、「職場のコミュニティ」（41％）

が続いている。「インターネットを通じてのコミュニティ」は 16％。 
 

“重視する（重視する＋やや重視する）”でみると、男女間に有意差がみられ、「住んでいる地域

のコミュニティ」は男性より女性、「職場のコミュニティ」「インターネットを通じてのコミュニテ

ィ」は女性より男性ほうが高い。 

 

 

図Ⅲ-３-９．今後の重視度 

 

 

表Ⅲ-３-１３．今後の重視度                                                         （％） 

 
Ｎ

 
住んでいる地域の 趣味やボランティア仲間の 職場の インターネットを通じての

  T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均 T.B. T.P. 平均

 ＴＯＴＡＬ 1,800 15.3 67.5 2.72 16.5 56.6 2.58 12.2 40.7 2.09 3.2 15.5 1.64

 東 京 1,125 14.8 67.0 2.72 17.1 56.4 2.59 11.7 40.3 2.07 3.0 15.3 1.64

 大 阪 675 16.1 68.3 2.73 15.6 56.9 2.58 13.0 41.3 2.11 3.4 15.9 1.63

 男 904 15.9 64.8 2.68 17.6 57.1 2.59 15.6 47.3 2.29 3.8 17.9 1.69

 女 896 14.6 70.2 2.76 15.4 56.1 2.58 8.8 33.9 1.88 2.6 13.1 1.58

 13～19歳 71 9.9 45.1 2.25 16.9 53.5 2.42 - - 1.00 5.6 25.4 1.85

 20 代 137 10.9 49.6 2.40 22.6 56.9 2.62 10.2 35.0 1.96 9.5 33.6 2.07

 30 代 186 11.8 60.2 2.60 17.7 55.9 2.56 26.9 67.2 2.82 3.2 21.0 1.78

男 40 代 170 12.9 67.1 2.69 18.8 58.2 2.65 21.8 58.8 2.64 4.1 18.2 1.70

 50 代 132 13.6 73.5 2.78 12.9 52.3 2.51 16.7 62.9 2.69 1.5 11.4 1.60

 60 代 152 25.0 78.3 2.99 14.5 63.2 2.66 7.9 39.5 2.07 1.3 7.2 1.43

 70～74歳 56 39.3 78.6 3.09 21.4 57.1 2.66 10.7 21.4 1.59 - 3.6 1.21

 13～19歳 68 10.3 60.3 2.53 14.7 60.3 2.57 - - 1.01 8.8 23.5 1.97

 20 代 133 11.3 54.1 2.47 24.1 54.9 2.62 17.3 44.4 2.22 8.3 27.1 1.99

 30 代 180 11.1 68.3 2.71 13.9 55.0 2.57 13.3 40.6 2.06 2.2 17.8 1.78

女 40 代 160 12.5 72.5 2.76 8.1 47.5 2.40 7.5 50.0 2.19 - 8.8 1.45

 50 代 130 13.8 78.5 2.89 15.4 60.8 2.66 5.4 34.6 1.91 - 6.2 1.41

 60 代 162 21.0 75.3 2.92 15.4 58.6 2.61 7.4 26.5 1.70 1.2 5.6 1.26

 70～74歳 63 27.0 84.1 3.06 20.6 63.5 2.70 1.6 6.3 1.21 - 3.2 1.21

（注）T.B.=“重視する”、T.P.=“重視する＋やや重視する” 

網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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TOTAL <N=1,800> （％）

ａ）「住んでいる地域」のコミュニティに… 2.72

ｂ）「趣味の仲間やボランティア仲間」のコミュニティに… 2.58

ｃ）「職場」のコミュニティに… 2.09

ｄ）「インターネットを通じて」のコミュニティに… 1.64
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（６）大切に思っている人、今後関係を深めたいと思っている人 

 

〔大切に思っている人〕 
 

TOTAL でみると、「親」が 76％で最も高く、以下「兄弟・姉妹」（69％）、「子ども」（65％）、「配

偶者」（62％）、「学校や学生時代の友人・知人」（56％）が続いている。 
 

東京・大阪間に有意差はみられないが、男女間には 4 項目で有意差がみられ、「兄弟・姉妹」「学

校や学生時代の友人・知人」「隣近所の友人・知人」の 3 項目は男性より女性、「勤務先や仕事上の

友人・知人」は女性より男性のほうが高い。 

 

 

 

 

図Ⅲ-３-１０．大切に思っている人 

 

 

 

 

次ページに、大切に思っている人の上位 3 の表を掲げたが、1 位は、男女 20 代～40 代では「親」、

男女満 13～19 歳では「学校や学生時代の友人・知人」、男性 50 代以上では「配偶者」、女性 50 代

以上では「子ども」（男性 60 代も）。 

 

 

TOTAL <N=1,800> （％）
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配偶者

学校や学生時代の友人・知人

隣近所の友人・知人
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勤務先や仕事上の友人・知人

趣味・ボランティア活動を通じての友人・知人

町内会・自治会などを通じての友人・知人

インターネットを通じての友人・知人

その他

特にいない
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56.4

48.8

45.4

39.3

27.7
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表Ⅲ-３-１４．大切に思っている人（上位３）                              （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 親（76） 兄弟・姉妹（69） 子ども（65） 

東京<N=1,125> 親（76） 兄弟・姉妹（70） 子ども（65） 

大阪<N=675> 親（75） 兄弟・姉妹（69） 子ども（65） 

男性<N=904> 親（75） 兄弟・姉妹（67） 配偶者（64） 

女性<N=896> 親（76） 兄弟・姉妹（72） 子ども（67） 

男 13～19 歳<N=71> 学生時代の友人・知人（86） 親（82） 兄弟・姉妹（68） 

男 20 代<N=137> 親（86） 兄弟・姉妹（74） 学生時代の友人・知人（72） 

男 30 代<N=186> 親（88） 兄弟・姉妹（69） 
子ども／勤務先の友人・知人 

（各 62）

男 40 代<N=170> 親（85） 子ども／配偶者（各 71） 

男 50 代<N=132> 配偶者（95） 子ども（92） 親（78） 

男 60 代<N=152> 子ども／配偶者（各 90） 兄弟・姉妹（65） 

男 70～74 歳<N=56> 配偶者（86） 子ども（84） 兄弟・姉妹（75） 

女 13～19 歳<N=68> 学生時代の友人・知人（91） 親（82） 兄弟・姉妹（68） 

女 20 代<N=133> 親（96） 学生時代の友人・知人（78） 兄弟・姉妹（72） 

女 30 代<N=180> 親（94） 兄弟・姉妹（73） 学生時代の友人・知人（66） 

女 40 代<N=160> 親（91） 子ども（79） 兄弟・姉妹（74） 

女 50 代<N=130> 子ども（95） 配偶者（85） 親（77） 

女 60 代<N=162> 子ども（90） 兄弟・姉妹／隣近所の友人・知人（各 71） 

女 70～74 歳<N=63> 子ども（98） 隣近所の友人・知人（78） 配偶者（75） 

 

表Ⅲ-３-１５．大切に思っている人                                                （％） 
 

 

Ｎ
 

親
 

兄
弟

・
姉
妹

 

子
ど

も
 

配
偶

者
 

の
友

人
・知

人
 

学
校

や
学

生
時

代
 

友
人

・知
人

 

隣
近

所
の

 

親
 

戚
 

の
友

人
・知

人
 

勤
務
先

や
仕

事
上

 

の
友

人
・知

人
 

ア
活

動
を

通
じ

て
 

趣
味

・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

 

の
友

人
・知

人
 

な
ど

を
通

じ
て

 

町
内

会
・自
治

会
 

友
人

・知
人

 

を
通

じ
て

の
 

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
 

そ
の
他

 

特
に

い
な

い
 

 ＴＯＴＡＬ 1,800 75.6 69.4 65.1 61.7 56.4 48.8 45.4 39.3 27.7 14.9 3.9 0.2 1.7

 東 京 1,125 76.0 69.6 65.1 61.9 57.6 48.0 46.5 39.8 29.2 14.5 4.1 0.4 1.9

 大 阪 675 74.8 69.0 65.2 61.3 54.5 50.1 43.6 38.4 25.2 15.7 3.6 - 1.5

 男 904 75.1 66.8 63.1 63.6 52.7 40.2 45.5 45.4 27.0 13.8 4.8 0.1 2.7

 女 896 76.0 72.0 67.2 59.7 60.3 57.5 45.3 33.1 28.3 16.1 3.0 0.3 0.8

 13～19歳 71 81.7 67.6 2.8 1.4 85.9 46.5 32.4 2.8 28.2 - 7.0 - 4.2

 20 代 137 86.1 73.7 19.7 23.4 71.5 31.4 40.9 38.7 24.1 5.8 10.2 - 4.4

 30 代 186 87.6 68.8 61.8 60.2 52.2 31.2 42.5 61.8 19.4 8.1 6.5 0.5 2.7

男 40 代 170 85.3 62.4 71.2 71.2 48.8 36.5 43.5 52.4 34.1 14.7 5.3 - 4.1

 50 代 132 78.0 61.4 92.4 94.7 46.2 44.7 48.5 57.6 22.0 17.4 0.8 - -

 60 代 152 48.0 64.5 89.5 89.5 38.2 47.4 50.0 36.8 30.3 23.7 1.3 - 0.7

 70～74歳 56 33.9 75.0 83.9 85.7 32.1 64.3 69.6 33.9 39.3 32.1 - - 3.6

 13～19歳 68 82.4 67.6 4.4 4.4 91.2 42.6 41.2 7.4 30.9 4.4 7.4 - -

 20 代 133 95.5 72.2 19.5 23.3 78.2 34.6 39.1 46.6 22.6 5.3 9.0 0.8 2.3

 30 代 180 93.9 73.3 63.9 63.3 65.6 52.2 44.4 40.0 22.8 11.1 3.9 - 1.7

女 40 代 160 91.3 74.4 78.8 71.9 60.0 59.4 38.8 39.4 19.4 10.6 0.6 - -

 50 代 130 76.9 72.3 95.4 85.4 60.0 66.9 48.5 33.1 33.8 23.1 1.5 - -

 60 代 162 42.6 71.0 90.1 70.4 35.8 71.0 51.9 26.5 37.7 25.9 - 1.2 0.6

 70～74歳 63 22.2 68.3 98.4 74.6 38.1 77.8 58.7 14.3 41.3 39.7 - - -

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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〔今後関係を深めたいと思っている人〕 
 

TOTAL でみると、「子ども」「親」「配偶者」「兄弟・姉妹」「学校や学生時代の友人・知人」がそ

れぞれ 40％台で上位。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるのは「学校や学生時代の友人・知人」で、大阪より東京のほう

が高い。 
 

男女間に有意差がみられるのは 5 項目で、女性より男性のほうが高いのは「勤務先や仕事上の友

人・知人」、男性より女性のほうが高いのは「子ども」「兄弟・姉妹」「学校や学生時代の友人・知人」

「隣近所の友人・知人」。 

なお、「特にいない」も男女間に有意差がみられ、女性（10％）より男性（14％）のほうが高い。 

 

 

 

図Ⅲ-３-１１．今後関係を深めたいと思っている人 

 

 

 

 

次ページに、今後関係を深めたいと思っている人の上位 3 の表を掲げたが、1 位は、男女満 13～

19 歳・20 代では「学校や学生時代の友人・知人」、男女 30 代・40 代では「親」、男性 50 代・満

70～74 歳と女性 50 代以上では「子ども」、男性 60 代では「配偶者」。 

 

TOTAL <N=1,800> （％）

子ども

親

配偶者

兄弟・姉妹

学校や学生時代の友人・知人

隣近所の友人・知人

親 戚

勤務先や仕事上の友人・知人

趣味・ボランティア活動を通じての友人・知人

町内会・自治会などを通じての友人・知人
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表Ⅲ-３-１６．今後関係を深めたいと思っている人（上位３）                    （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 子ども（48） 親（45） 配偶者（44） 

東京<N=1,125> 子ども（49） 親（46） 配偶者（46） 

大阪<N=675> 子ども（47） 兄弟・姉妹（43） 親（43） 

男性<N=904> 子ども（45） 配偶者（45） 親（43） 

女性<N=896> 子ども（51） 兄弟・姉妹（49） 隣近所の友人・知人（47） 

男 13～19 歳<N=71> 学生時代の友人・知人（73） 親（37） 隣近所の友人・知人（35） 

男 20 代<N=137> 学生時代の友人・知人（57） 親（47） 兄弟・姉妹（35） 

男 30 代<N=186> 親（54） 子ども（52） 仕事上の友人・知人（49） 

男 40 代<N=170> 親（48） 配偶者（45） 子ども（44） 

男 50 代<N=132> 子ども（61） 配偶者（60） 親（47） 

男 60 代<N=152> 配偶者（61） 子ども（59） 兄弟・姉妹（46） 

男 70～74 歳<N=56> 子ども（70） 配偶者（68） 親戚（59） 

女 13～19 歳<N=68> 学生時代の友人・知人（77） 親（49） 兄弟・姉妹（41） 

女 20 代<N=133> 学生時代の友人・知人（62） 親（54） 仕事上の友人・知人（47） 

女 30 代<N=180> 親（58） 子ども（50） 学生時代の友人・知人（49） 

女 40 代<N=160> 親（57） 子ども（55） 配偶者（50） 

女 50 代<N=130> 子ども（73） 配偶者（59） 隣近所の友人・知人（55） 

女 60 代<N=162> 子ども（70） 隣近所の友人・知人（62） 兄弟・姉妹（59） 

女 70～74 歳<N=63> 子ども（81） 隣近所の友人・知人（67） 兄弟・姉妹（65） 

 

表Ⅲ-３-１７．今後関係を深めたいと思っている人                                      （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 48.2 45.2 44.3 44.0 41.6 39.7 32.1 31.0 27.2 16.5 4.4 0.2 12.1

 東 京 1,125 49.2 46.3 45.9 44.4 43.8 38.7 32.9 31.0 28.7 15.6 4.4 0.1 12.3

 大 阪 675 46.7 43.3 41.6 43.4 37.8 41.3 30.7 31.0 24.6 18.1 4.4 0.3 11.7

 男 904 45.1 43.4 44.8 39.4 37.1 32.3 32.0 34.3 27.5 16.5 5.4 0.2 14.3

 女 896 51.3 47.0 43.8 48.7 46.1 47.1 32.1 27.7 26.8 16.5 3.5 0.1 9.8

 13～19歳 71 2.8 36.6 1.4 33.8 73.2 35.2 15.5 8.5 28.2 2.8 8.5 - 14.1

 20 代 137 18.2 46.7 21.9 35.0 56.9 24.8 30.7 34.3 26.3 8.0 9.5 - 15.3

 30 代 186 51.6 54.3 47.3 43.0 35.5 30.1 32.8 48.9 21.5 11.8 8.6 0.5 11.3

男 40 代 170 44.1 48.2 44.7 35.3 33.5 27.6 27.6 40.0 32.4 17.6 4.1 - 18.8

 50 代 132 61.4 47.0 59.8 34.1 30.3 28.8 31.8 29.5 21.2 18.9 2.3 - 18.9

 60 代 152 59.2 28.3 61.2 46.1 20.4 41.4 34.9 29.6 31.6 25.7 2.0 0.7 10.5

 70～74歳 56 69.6 25.0 67.9 51.8 19.6 51.8 58.9 25.0 39.3 35.7 1.8 - 7.1

 13～19歳 68 2.9 48.5 4.4 41.2 76.5 26.5 23.5 8.8 25.0 4.4 8.8 - 7.4

 20 代 133 15.8 54.1 17.3 39.8 62.4 21.8 24.1 47.4 25.6 7.5 12.8 - 11.3

 30 代 180 50.0 58.3 45.6 43.9 48.9 47.2 31.1 31.1 19.4 13.9 3.9 - 13.3

女 40 代 160 55.0 56.9 50.0 47.5 41.3 47.5 28.1 32.5 21.3 10.0 0.6 - 11.9

 50 代 130 73.1 48.5 59.2 48.5 46.2 54.6 36.2 25.4 30.0 24.6 - - 5.4

 60 代 162 69.8 30.9 55.6 59.3 27.8 62.3 38.9 21.0 35.2 25.3 - 0.6 7.4

 70～74歳 63 81.0 11.1 58.7 65.1 30.2 66.7 46.0 6.3 38.1 33.3 - - 9.5

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 
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（７）よりどころ 

 

TOTAL でみると、「子ども」が最も高く 56％、以下「友人（幼なじみを除く）」（54％）、「配偶

者」（51％）、「親」（45％）、「兄弟・姉妹」（34％）、「趣味」（30％）が続いている。 
 

東京・大阪間に有意差がみられるのは「孫」「お寺や教会など」の 2 項目で、2 項目とも東京より

大阪のほうが高い。 
 

男女間には 12 項目で有意差がみられ、女性より男性のほうが高いのは「配偶者」「趣味・スポー

ツの集まり」「職場」の 3 項目、「子ども」「友人（幼なじみを除く）」「親」「兄弟・姉妹」「幼なじ

み」「ペット」「孫」「自然」「近所・地元」の 9 項目は男性より女性のほうが高い。 

 

 

 

図Ⅲ-３-１２．よりどころ 
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TOTAL、東京・大阪、男女、性・年齢別での上位 3 をみたのが下表。 
 

1 位は男性が「配偶者」であるのに対し、女性は「友人（幼なじみを除く）」で、女性の上位 3 に

「配偶者」は入っていない。 
 

性・年齢別の 1 位は、男女 20 代以下では「友人（幼なじみを除く）」、男性 30 代以上では「配偶

者」、女性 30 代では「親」、女性 40 代以上では「子ども」。 

 

 

表Ⅲ-３-１８．よりどころ（上位３）                                   （注）（ ）内数字は％ 

TOTAL<N=1,800> 子ども（56） 友人（幼なじみ除く）（54） 配偶者（51） 

東京<N=1,125> 子ども（56） 友人（幼なじみ除く）（54） 配偶者（51） 

大阪<N=675> 子ども（57） 友人（幼なじみ除く）（54） 配偶者（50） 

男性<N=904> 配偶者（54） 子ども（52） 友人（幼なじみ除く）（43） 

女性<N=896> 友人（幼なじみ除く）（65） 子ども（61） 親（50） 

男 13～19 歳<N=71> 友人（幼なじみ除く）（70） 親（58） 兄弟・姉妹（35） 

男 20 代<N=137> 友人（幼なじみ除く）（66） 親（48） 趣味（35） 

男 30 代<N=186> 配偶者（47） 子ども（47） 親（45） 

男 40 代<N=170> 配偶者（62） 子ども（62） 親（43） 

男 50 代<N=132> 配偶者（83） 子ども（78） 友人（幼なじみ除く）（39） 

男 60 代<N=152> 配偶者（81） 子ども（77） 兄弟・姉妹（40） 

男 70～74 歳<N=56> 配偶者（79） 子ども（77） 孫（50） 

女 13～19 歳<N=68> 友人（幼なじみ除く）（75） 親（54） 兄弟・姉妹（40） 

女 20 代<N=133> 友人（幼なじみ除く）（82） 親（73） 兄弟・姉妹（40） 

女 30 代<N=180> 親（67） 友人（幼なじみ除く）（67） 子ども（59） 

女 40 代<N=160> 子ども（72） 友人（幼なじみ除く）（68） 親（56） 

女 50 代<N=130> 子ども（87） 配偶者（69） 友人（幼なじみ除く）（59） 

女 60 代<N=162> 子ども（79） 配偶者（61） 友人（幼なじみ除く）（54） 

女 70～74 歳<N=63> 子ども（94） 孫（64） 配偶者（62） 
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表Ⅲ-３-１９．よりどころ                                                       （％） 
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 ＴＯＴＡＬ 1,800 56.2 53.8 50.8 44.6 34.4 29.6 18.5 16.8 15.1 14.7 14.3 13.3 12.9

 東 京 1,125 55.9 53.5 51.2 46.1 35.6 30.6 19.7 16.8 15.1 15.3 14.3 12.0 12.9

 大 阪 675 56.7 54.2 50.1 41.9 32.4 27.9 16.4 16.7 15.0 13.6 14.2 15.6 12.9

 男 904 52.0 42.7 54.2 38.8 28.2 30.1 20.8 13.7 12.4 14.3 13.2 11.2 14.8

 女 896 60.5 65.0 47.3 50.3 40.6 29.0 16.2 19.9 17.7 15.1 15.4 15.5 10.9

 13～19歳 71 - 70.4 - 57.7 35.2 23.9 19.7 22.5 12.7 7.0 1.4 - 2.8

 20 代 137 10.9 65.7 13.9 48.2 28.5 35.0 21.9 21.2 13.9 10.9 5.1 - 8.8

 30 代 186 46.8 37.6 47.3 45.2 24.7 29.0 17.2 12.9 8.1 8.6 5.4 - 19.9

男 40 代 170 61.8 36.5 62.4 42.9 21.2 31.8 22.4 11.2 11.2 12.4 8.8 0.6 20.0

 50 代 132 78.0 38.6 83.3 35.6 18.2 29.5 17.4 11.4 20.5 9.8 20.5 9.1 18.9

 60 代 152 77.0 31.6 80.9 21.7 40.1 28.9 19.7 9.2 11.8 25.0 24.3 39.5 11.2

 70～74歳 56 76.8 26.8 78.6 12.5 42.9 28.6 37.5 12.5 8.9 37.5 39.3 50.0 12.5

 13～19歳 68 - 75.0 - 54.4 39.7 33.8 19.1 26.5 13.2 8.8 4.4 - 1.5

 20 代 133 15.0 82.0 16.5 72.9 39.8 33.8 11.3 31.6 21.8 9.0 4.5 - 15.0

 30 代 180 59.4 66.7 51.7 67.2 37.2 20.0 12.8 21.1 13.9 12.8 8.3 1.1 16.1

女 40 代 160 71.9 67.5 51.9 56.3 35.0 21.3 11.9 19.4 16.9 8.8 11.3 1.3 15.0

 50 代 130 86.9 58.5 68.5 46.2 33.1 30.8 18.5 16.2 23.1 18.5 22.3 17.7 8.5

 60 代 162 79.0 54.3 60.5 24.7 51.2 35.8 21.0 13.0 18.5 22.2 22.2 44.4 6.8

 70～74歳 63 93.7 47.6 61.9 9.5 55.6 38.1 27.0 11.1 14.3 31.7 49.2 63.5 3.2
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 ＴＯＴＡＬ 12.4 10.1 7.8 7.3 5.1 5.0 4.4 3.8 3.1 3.1 2.6 0.1 3.1

 東 京 13.1 10.7 8.4 8.2 5.1 4.8 4.4 4.3 2.9 2.9 1.7 0.1 3.2

 大 阪 11.3 9.2 7.0 5.9 5.2 5.3 4.4 3.0 3.3 3.4 4.0 - 3.0

 男 10.4 8.4 7.4 7.5 4.4 5.1 4.2 3.5 3.4 3.1 1.9 0.1 3.8

 女 14.4 11.8 8.3 7.1 5.8 4.9 4.6 4.0 2.7 3.1 3.2 - 2.5

 13～19歳 5.6 8.5 8.5 7.0 8.5 - 9.9 28.2 1.4 - - 1.4 8.5

 20 代 9.5 6.6 24.1 4.4 12.4 1.5 5.1 7.3 2.2 0.7 - - 5.8

 30 代 8.1 3.2 9.1 4.8 4.8 2.2 4.3 0.5 1.1 1.6 1.1 - 4.8

男 40 代 7.6 8.8 5.9 5.9 4.1 4.7 3.5 0.6 4.7 2.4 2.9 - 4.1

 50 代 12.9 8.3 - 8.3 0.8 5.3 1.5 - 1.5 2.3 1.5 - 1.5

 60 代 13.2 11.2 0.7 9.9 - 13.8 3.3 - 4.6 7.2 2.6 - 0.7

 70～74歳 21.4 21.4 - 21.4 - 7.1 5.4 - 14.3 10.7 7.1 - 1.8

 13～19歳 7.4 8.8 16.2 4.4 16.2 - 17.6 27.9 - - 1.5 - 5.9

 20 代 15.0 8.3 27.1 6.0 15.0 1.5 5.3 11.3 3.0 0.8 1.5 - 1.5

 30 代 10.0 9.4 9.4 6.1 8.3 3.3 3.9 - 1.1 1.7 2.2 - 2.8

女 40 代 11.9 11.3 4.4 5.0 3.1 5.6 2.5 1.3 1.9 0.6 3.1 - 3.1

 50 代 16.9 11.5 0.8 8.5 0.8 6.2 4.6 - 1.5 3.8 2.3 - 1.5

 60 代 16.7 16.0 0.6 11.1 - 8.6 1.9 - 4.9 4.9 4.9 - 2.5

 70～74歳 28.6 20.6 1.6 7.9 - 7.9 3.2 - 7.9 15.9 9.5 - -

（注）網掛け部分は、東京・大阪間、男・女間に信頼度 95％水準で有意差があることを示す。 


