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Ⅰ．調査の概要 

 

１．調査の目的 

区民を対象として、現行長期総合計画の各施策に対する重要度や満足度、台東区の魅力、

新型コロナウイルス感染症の影響などについて調査し、長期総合計画の一部修正に活用す

る。 

 

２．調査方法 

【調査対象】 

台東区在住の満 18 歳以上の男女 1,698人 

【標本の抽出方法】 

アンケート調査会社のモニター登録者の利用 

【調査方法】 

  ウェブアンケート調査 

【調査期間】 

  令和３年 10月 26 日（火）～11月 15日（月） 

 

３．調査項目 

番号 設問文 

① 性別 

② 年代 

Q1 ご職業について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q2 世帯構成について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q3 世帯中の家族構成について当てはまるものを全て選んでください。（いくつでも） 

Q4 居住形態について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q5 居住地域について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q6 台東区での居住年数について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q7 国籍について当てはまるものを 1 つ選んでください。※外国人の皆様の意向や生活意識などを把握

させていただくためにお伺いします。 

Q8 総合的にみて台東区は住みやすい地域だと思いますか。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q9 現在の住環境について満足していますか。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q10 ■前問で「とても満足している」または「どちらかというと満足している」を選んだ方にお伺いし

ます■どのような点に満足していますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q11 ■Q9 で「どちらかというと不満である」または「不満である」を選んだ方にお伺いします■どのよ

うな点が不満ですか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q12 これからも台東区に住み続けたいと思いますか。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q13 台東区に住み続ける上で、「こうなればより良い」と考えることは何ですか。当てはまるものを 3 つ

まで選択してください。（3 つまで） 
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番号 設問文 

Q14 ■Q12 で「今すぐではないがいつかは転出したい」または「今すぐに転出したい、または転出予定

である」を選んだ方にお伺いします■台東区外への転出を希望する理由は何ですか。当てはまるも

のを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q15 台東区以外に住んだことがある方にお伺いします。転入された当時、なぜ台東区を転入先として選

びましたか。重視したものを 3 つまで選んでください。（3つまで） 

Q16 現在または過去の勤務先についてお伺いします。当てはまるものを 1 つ選択してください。※現在

働いている方は、現在の勤務先を、現在は働いておらず過去に働いていた方は、過去の勤務先をお

答えください。 

Q17 ■前問で「台東区内」を選んだ方にお伺いします■台東区内で就労した理由として当てはまるもの

を 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q18 ■Q16 で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■あなたは台東区内で

就労したいと思いますか。当てはまるものを 1 つだけ選んでください。 

Q19 ■Q16 で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■どのような労働条件

や労働環境があれば、台東区内へ転職あるいは新たに就労しやすいと感じますか。当てはまるもの

を 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q20 ■Q16 で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■台東区内で働く場

合、どのような業種につきたいと思いますか。（いくつでも） 

Q21 ■起業したいと考えている方にお伺いします■どのような環境があれば、台東区内で起業をしたい

と考えますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q22 コロナ禍において仕事に変化はありましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つ

まで） 

Q23 ■前問で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■コロナ禍において、収入に

変化はありましたか。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q24 ■Q22 で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■新型コロナウイルス感染症

収束後、あなたはどういった働き方をしたいですか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。

（3 つまで） 

Q25 コロナ禍において、あなたやあなたの周りにおいて困りごとはありますか。当てはまるものを 3 つ

まで選んでください。（3 つまで） 

Q26 ■前問で「困りごとがある」と回答した方にお伺いします■困りごとに対して、行政に対応して欲

しいことはありますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q27 ■Q25 で「町会や地域交流などの地域活動に関すること」を選んだ方にお伺いします■具体的にど

のようなことにお困りですか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q28 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、あなたは孤立感・孤独感を感じましたか。 

Q29 ■前問で「とても感じた」または「少し感じた」を選んだ方にお伺いします■どんな点に孤立感・

孤独感を感じましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q30 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、今現在または将来に向けて不安なことは何ですか。当

てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q31 新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、ご自身の行動範囲に変化はあると思います

か。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q32 新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、どの地域までなら訪れてもよいと思います

か。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q33 新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身の考え方や行動に変化が生じると思いますか。当てはま

るもの 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q34 新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身が旅行など観光に行く頻度に変化はあると思いますか。

当てはまるものを 1 つ選んでください。 
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番号 設問文 

Q35-1 台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの重要度について、当てはまるものを 1 つ選択

してください。【これまで取り組んできた分野の重要度】 

Q35-2 台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの満足度について、当てはまるものを 1 つ選択

してください。【これまで取り組んできた分野の満足度】 

Q35-3  台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。社会的にみて、コロナ収束後に各取り組みがどの程度重要になると思いますか。当て

はまるものを 1 つ選択してください。【コロナ収束後の重要度】 

Q36 新型コロナウイルス感染症拡大の波が繰り返されることが懸念される中で、今後の行政サービスと

して、あなたが重要だと考えるものについて、当てはまるものを 5 つまで選んでください。（5 つま

で） 

Q37 台東区の将来について、ご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入ください。 
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４．調査結果の見方 

・本報告書中の（n=＊（＊は自然数））は回答者数を表す。なお、（n=＊）の表記がない場

合は、n=1,698とする。 

・原則として、図表の単位は％とする。 

・回答割合（％）は、小数点以下第 2 位を四捨五入して算出しているため、属性ごとの回

答割合の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・回答割合（％）は、その設問の回答者数を分母として算出しているため、複数回答の場

合、選択肢ごとの回答割合を合計すると 100.0％を超えることがある。 

・属性別結果の表内のセルについて、オレンジ色は全体＋10ポイント以上、黄色は＋5ポ

イント以上、青色は－10ポイント以下、水色は－5ポイント以下を表す。 

・属性別結果の表について、グレー表記はベースが n=29以下のため参考値であることを

示す。 
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Ⅱ．調査の結果 

 

１．あなたご自身について 

① 性別 

 

 「男性」が半数を超え、「女性」を約４ポイント上回っている。 

 

 

 

② 年代 

 

 50代（28.4％）が最も多く、次いで 40代（25.1％）、30代（18.4％）の順となっている。 

 

 
 

 

 

 

  

52.1 47.9

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

男性 女性

0.1

2.5

8.4

9.2

9.2

11.7

13.4

15.1

13.3

8.2

4.0

3.4

1.5

0% 10% 20%

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上
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Q1.ご職業について当てはまるものを 1つ選んでください｡ 

 

 「会社員・公務員」が半数を超え最も多く、次いで「自営業・自由業」と「アルバイト・

パート」がそれぞれ 10.0％となっている。 

 

 

 

Q2.世帯構成について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「二人以上世帯」が 61.1％、「単身世帯（一人暮らし）」が 38.9％となっている。 

 

 

 

Q3.世帯中の家族構成について当てはまるものを全て選んでください。（いくつでも） 

 

 「配偶者・パートナーが世帯にいる」が 78.8％で最も多く、次いで「65歳以上の方が世帯

にいる」が 19.2％となっている。また、子供がいる世帯（「小学校入学前の子供が世帯にい

る」と「小・中学生の子供が世帯にいる」の合計）は 26.1％となっている。 

（n=1,038） 

 

 

 

57.2 10.0
2.7

5.8
1.1

10.0 3.2 8.71.2

0% 20% 40% 60% 80% 100% 会社員・公務員

自営業・自由業

会社経営者

家事専業

学生

アルバイト・パート

派遣社員

無職

その他 具体的に：
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Q4.居住形態について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「賃貸アパート・マンション」が 44.3％で最も多く、次いで「分譲マンション」が 31.0％、

「一戸建て持家」が 19.3％となっている。 

 

 

 

Q5.居住地域について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「1ブロック（南部地域）」が 28.9％で最も多く、次いで「4ブロック（西部地域）」が

22.2％、「2ブロック（浅草地域）」が 21.0％となっている。 

 

 

1．1ブロック（南部地域）柳橋 1・2丁目、浅草橋 1～5丁目、蔵前 1～4丁目、台東

1～4丁目、小島 1・2 丁目、鳥越 1・2丁目、三筋 1・2丁目、元浅草 1～4丁目、

寿 1～4丁目、駒形 1・2丁目 

2．2ブロック（浅草地域）松が谷 1～4丁目、西浅草 1～3丁目、雷門 1・2丁目、浅

草 1～6丁目、花川戸 1・2丁目 

3．3ブロック（北部地域）今戸 1・2丁目、浅草 7丁目、東浅草 1・2丁目、清川 1・

2 丁目、日本堤 1・2丁目、橋場 1・2丁目 

4．4ブロック（西部地域）千束 1～4丁目、竜泉 1～3丁目、三ノ輪 1・2丁目、入谷

1・2丁目、下谷 2・3 丁目、根岸 1～5丁目 

5．5ブロック（谷中地域）上野桜木 1・2丁目、谷中 1～7丁目、池之端 3・4丁目 

6．6ブロック（上野地域）上野 1～7丁目、秋葉原、東上野 1～6丁目、北上野 1・2

丁目、下谷 1丁目、池之端 1・2丁目、上野公園 

 

19.3 31.0 1.0 44.3

0.4
2.7

0.9
0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
一戸建て持家

分譲マンション

一戸建て借家

賃貸アパート・マンション

公営住宅

社宅等

同居・間借り

その他 具体的に：
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Q6.台東区での居住年数について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「21年以上」が 29.9％で最も多く、次いで「１～５年」が 27.4％となっている。 

 

 

 

 

Q7.国籍について当てはまるものを 1つ選んでください。※外国人の皆様の意向や生活意識

などを把握させていただくためにお伺いします。 

 

 「日本国籍」が 97.8％で、「外国籍」は 1.6％となっている。 

 

 

 

 

 

  

97.8 1.6 0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
日本国籍

外国籍

答えたくない
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２．台東区の住みやすさについて 

Q8.総合的にみて台東区は住みやすい地域だと思いますか。当てはまるものを 1つ選んでく

ださい。 

【全体】 

 住みやすい（「とても住みやすい」と「どちらかというと住みやすい」の合計）という回

答割合が 88.9％となっており、住みにくい（「どちらかというと住みにくい」と「とても住

みにくい」の合計）の 2.8％を大きく上回っている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は「とても住みやすい」と「どちらかというと住みやすい」が同程度である一方、男

性は「とても住みやすい」が「どちらかというと住みやすい」を 8.9ポイント上回っており、

男性は女性より台東区は住みやすいと感じている。 

 

② 年代別 

 20代前半は住みやすい（「とても住みやすい」と「どちらかというと住みやすい」の合計）

が 76.2％で、他の年代と比べ低い割合となっている。 

 

③ 居住地域別 

 3 ブロック（北部地域）は住みやすい（「とても住みやすい」と「どちらかというと住み

やすい」の合計）が 80.6％で、他の居住地域と比べ低い割合となっている。 

 

46.7 42.2 8.32.0 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100% とても住みやすい

どちらかというと住みやすい

どちらとも言えない

どちらかというと住みにくい

とても住みにくい
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ｎ

と

て

も

住

み

や

す

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

住

み

や

す

い

ど

ち

ら

と

も

言

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

う

と

住

み

に

く

い

と

て

も

住

み

に

く

い

1698 793 717 141 34 13

100.0 46.7 42.2 8.3 2.0 0.8

男性 884 438 359 63 19 5

100.0 49.5 40.6 7.1 2.1 0.6

女性 814 355 358 78 15 8

100.0 43.6 44.0 9.6 1.8 1.0

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 19 13 6 2 2

100.0 45.2 31.0 14.3 4.8 4.8

25～29歳 143 66 64 12 1 0

100.0 46.2 44.8 8.4 0.7 0.0

30～34歳 157 68 74 11 4 0

100.0 43.3 47.1 7.0 2.5 0.0

35～39歳 156 75 66 10 4 1

100.0 48.1 42.3 6.4 2.6 0.6

40～44歳 199 99 76 18 3 3

100.0 49.7 38.2 9.0 1.5 1.5

45～49歳 228 119 91 14 3 1

100.0 52.2 39.9 6.1 1.3 0.4

50～54歳 256 124 98 26 5 3

100.0 48.4 38.3 10.2 2.0 1.2

55～59歳 225 88 108 21 5 3

100.0 39.1 48.0 9.3 2.2 1.3

60～64歳 139 69 58 9 3 0

100.0 49.6 41.7 6.5 2.2 0.0

65～69歳 68 28 32 7 1 0

100.0 41.2 47.1 10.3 1.5 0.0

70～74歳 58 27 23 6 2 0

100.0 46.6 39.7 10.3 3.4 0.0

75歳以上 26 11 13 1 1 0

100.0 42.3 50.0 3.8 3.8 0.0

1ブロック（南部地域） 490 240 206 33 5 6

100.0 49.0 42.0 6.7 1.0 1.2

2ブロック（浅草地域） 357 186 140 25 6 0

100.0 52.1 39.2 7.0 1.7 0.0

3ブロック（北部地域） 175 59 82 24 6 4

100.0 33.7 46.9 13.7 3.4 2.3

4ブロック（西部地域） 377 166 174 29 7 1

100.0 44.0 46.2 7.7 1.9 0.3

5ブロック（谷中地域） 92 53 30 5 4 0

100.0 57.6 32.6 5.4 4.3 0.0

6ブロック（上野地域） 207 89 85 25 6 2

100.0 43.0 41.1 12.1 2.9 1.0

全体

性別

年代

居住地域別
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Q9.現在の住環境について満足していますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 満足している（「とても満足している」と「どちらかというと満足している」の合計）と

いう回答割合が 82.0％となっており、不満である（「どちらかというと不満である」と「不

満である」の合計）の 7.9％を大きく上回っている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は女性と比べ「とても満足している」が 6.1ポイント上回っており、男性は女性より

住環境に満足している。 

 

② 年代別 

 60 代前半は満足している（「とても満足している」と「どちらかというと満足している」

の合計）が 87.7％で、他の年代と比べ高い割合となっている。総じて年齢が高いほど、住

環境に満足している割合が高い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

 3 ブロック（北部地域）は満足している（「とても満足している」と「どちらかというと

満足している」の合計）が 67.4％で、他の居住地域と比べ低い割合となっている。 
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1698 621 771 172 98 36

100.0 36.6 45.4 10.1 5.8 2.1

男性 884 349 387 84 46 18

100.0 39.5 43.8 9.5 5.2 2.0

女性 814 272 384 88 52 18

100.0 33.4 47.2 10.8 6.4 2.2

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 19 15 5 2 1

100.0 45.2 35.7 11.9 4.8 2.4

25～29歳 143 49 68 19 7 0

100.0 34.3 47.6 13.3 4.9 0.0

30～34歳 157 53 73 16 14 1

100.0 33.8 46.5 10.2 8.9 0.6

35～39歳 156 54 78 11 6 7

100.0 34.6 50.0 7.1 3.8 4.5

40～44歳 199 66 91 20 14 8

100.0 33.2 45.7 10.1 7.0 4.0

45～49歳 228 99 92 21 12 4

100.0 43.4 40.4 9.2 5.3 1.8

50～54歳 256 95 110 28 15 8

100.0 37.1 43.0 10.9 5.9 3.1

55～59歳 225 76 100 30 15 4

100.0 33.8 44.4 13.3 6.7 1.8

60～64歳 139 54 68 9 8 0

100.0 38.8 48.9 6.5 5.8 0.0

65～69歳 68 22 36 7 2 1

100.0 32.4 52.9 10.3 2.9 1.5

70～74歳 58 24 25 4 3 2

100.0 41.4 43.1 6.9 5.2 3.4

75歳以上 26 10 14 2 0 0

100.0 38.5 53.8 7.7 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 490 192 224 41 24 9

100.0 39.2 45.7 8.4 4.9 1.8

2ブロック（浅草地域） 357 141 160 29 21 6

100.0 39.5 44.8 8.1 5.9 1.7

3ブロック（北部地域） 175 42 76 35 14 8

100.0 24.0 43.4 20.0 8.0 4.6

4ブロック（西部地域） 377 131 183 38 20 5

100.0 34.7 48.5 10.1 5.3 1.3

5ブロック（谷中地域） 92 38 39 9 6 0

100.0 41.3 42.4 9.8 6.5 0.0

6ブロック（上野地域） 207 77 89 20 13 8

100.0 37.2 43.0 9.7 6.3 3.9

全体

性別

年代

居住地域別
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Q10.■前問で「とても満足している」または「どちらかというと満足している」を選んだ方

にお伺いします■どのような点に満足していますか。当てはまるものを 3 つまで選んで

ください。（3つまで） 

【全体】 

 「交通の便が良い」が 63.9％で最も多く、次いで「勤務先・通学先が近い」（29.5％）、

「お祭りや観光スポットが充実している」（29.2％）、「商業施設が充実している」（25.8％）

となっている。 

（n=1,392） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ「交通の便が良い」が 5.2 ポイント上回り、一方、男性は女性と比べ

「お祭りや観光スポットが充実している」が多くなっている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、「勤務先・通学先が近い」については 50代以下では満足している

割合が高くなっている。また、「商業施設が充実している」については 40代以下では満足し
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ている割合が低く、50代以上では満足している割合が高い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

 居住地域別に満足している項目に違いがみられ、1ブロック（南部地域）は「交通の便が

良い」と「勤務先・通学先が近い」、2ブロック（浅草地域）は「お祭りや観光スポットが充

実している」、3 ブロック（北部地域）と 5 ブロック（谷中地域）は「騒音のない静かな環

境である」が他の居住地域と比べて多く、地域ごとの住環境の違いが表れている。 
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1392 21 136 7 59 91 198 411 47 359 23 407 124 118

100.0 1.5 9.8 0.5 4.2 6.5 14.2 29.5 3.4 25.8 1.7 29.2 8.9 8.5

男性 736 14 78 2 32 53 96 219 24 203 13 229 62 62

100.0 1.9 10.6 0.3 4.3 7.2 13.0 29.8 3.3 27.6 1.8 31.1 8.4 8.4

女性 656 7 58 5 27 38 102 192 23 156 10 178 62 56

100.0 1.1 8.8 0.8 4.1 5.8 15.5 29.3 3.5 23.8 1.5 27.1 9.5 8.5

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 34 0 6 0 0 6 6 12 0 7 0 5 3 3

100.0 0.0 17.6 0.0 0.0 17.6 17.6 35.3 0.0 20.6 0.0 14.7 8.8 8.8

25～29歳 117 2 11 0 4 3 21 39 2 33 2 30 8 12

100.0 1.7 9.4 0.0 3.4 2.6 17.9 33.3 1.7 28.2 1.7 25.6 6.8 10.3

30～34歳 126 1 14 0 6 12 17 44 2 25 4 31 11 24

100.0 0.8 11.1 0.0 4.8 9.5 13.5 34.9 1.6 19.8 3.2 24.6 8.7 19.0

35～39歳 132 1 7 0 11 4 23 37 9 35 1 33 7 13

100.0 0.8 5.3 0.0 8.3 3.0 17.4 28.0 6.8 26.5 0.8 25.0 5.3 9.8

40～44歳 157 5 18 2 4 10 19 54 5 30 1 39 10 10

100.0 3.2 11.5 1.3 2.5 6.4 12.1 34.4 3.2 19.1 0.6 24.8 6.4 6.4

45～49歳 191 3 17 1 10 11 31 64 3 38 0 47 17 14

100.0 1.6 8.9 0.5 5.2 5.8 16.2 33.5 1.6 19.9 0.0 24.6 8.9 7.3

50～54歳 205 2 9 2 12 9 30 63 7 50 3 73 11 18

100.0 1.0 4.4 1.0 5.9 4.4 14.6 30.7 3.4 24.4 1.5 35.6 5.4 8.8

55～59歳 176 3 15 1 5 9 19 62 6 63 3 65 17 11

100.0 1.7 8.5 0.6 2.8 5.1 10.8 35.2 3.4 35.8 1.7 36.9 9.7 6.3

60～64歳 122 3 20 0 3 13 18 25 1 38 5 36 14 8

100.0 2.5 16.4 0.0 2.5 10.7 14.8 20.5 0.8 31.1 4.1 29.5 11.5 6.6

65～69歳 58 0 9 0 3 5 6 8 4 18 1 24 13 3

100.0 0.0 15.5 0.0 5.2 8.6 10.3 13.8 6.9 31.0 1.7 41.4 22.4 5.2

70～74歳 49 1 8 1 1 9 4 2 4 16 3 16 9 1

100.0 2.0 16.3 2.0 2.0 18.4 8.2 4.1 8.2 32.7 6.1 32.7 18.4 2.0

75歳以上 24 0 2 0 0 0 4 1 4 6 0 8 4 1

100.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 16.7 4.2 16.7 25.0 0.0 33.3 16.7 4.2

1ブロック（南部地域） 416 6 55 1 9 28 51 167 8 98 4 104 32 36

100.0 1.4 13.2 0.2 2.2 6.7 12.3 40.1 1.9 23.6 1.0 25.0 7.7 8.7

2ブロック（浅草地域） 301 4 20 0 4 25 31 69 20 102 7 135 30 29

100.0 1.3 6.6 0.0 1.3 8.3 10.3 22.9 6.6 33.9 2.3 44.9 10.0 9.6

3ブロック（北部地域） 118 1 6 0 8 6 29 35 3 20 3 42 10 14

100.0 0.8 5.1 0.0 6.8 5.1 24.6 29.7 2.5 16.9 2.5 35.6 8.5 11.9

4ブロック（西部地域） 314 4 39 3 12 15 45 85 14 74 7 94 35 15

100.0 1.3 12.4 1.0 3.8 4.8 14.3 27.1 4.5 23.6 2.2 29.9 11.1 4.8

5ブロック（谷中地域） 77 0 10 1 11 1 26 11 1 11 0 8 6 6

100.0 0.0 13.0 1.3 14.3 1.3 33.8 14.3 1.3 14.3 0.0 10.4 7.8 7.8

6ブロック（上野地域） 166 6 6 2 15 16 16 44 1 54 2 24 11 18

100.0 3.6 3.6 1.2 9.0 9.6 9.6 26.5 0.6 32.5 1.2 14.5 6.6 10.8

全体

性別

年代

居住地域別
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1392 13 142 16 62 6 889 19 99 75 134 131 52 8

100.0 0.9 10.2 1.1 4.5 0.4 63.9 1.4 7.1 5.4 9.6 9.4 3.7 0.6

男性 736 9 70 8 30 2 452 12 53 52 64 57 23 5

100.0 1.2 9.5 1.1 4.1 0.3 61.4 1.6 7.2 7.1 8.7 7.7 3.1 0.7

女性 656 4 72 8 32 4 437 7 46 23 70 74 29 3

100.0 0.6 11.0 1.2 4.9 0.6 66.6 1.1 7.0 3.5 10.7 11.3 4.4 0.5

18～19歳 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 34 0 0 0 2 1 16 0 2 2 2 7 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 5.9 2.9 47.1 0.0 5.9 5.9 5.9 20.6 0.0 0.0

25～29歳 117 0 4 0 11 0 76 1 13 3 11 7 4 1

100.0 0.0 3.4 0.0 9.4 0.0 65.0 0.9 11.1 2.6 9.4 6.0 3.4 0.9

30～34歳 126 0 8 3 5 0 80 1 14 7 13 8 1 0

100.0 0.0 6.3 2.4 4.0 0.0 63.5 0.8 11.1 5.6 10.3 6.3 0.8 0.0

35～39歳 132 1 17 4 7 1 78 0 9 8 18 12 5 1

100.0 0.8 12.9 3.0 5.3 0.8 59.1 0.0 6.8 6.1 13.6 9.1 3.8 0.8

40～44歳 157 2 22 3 9 2 100 3 16 7 12 18 6 2

100.0 1.3 14.0 1.9 5.7 1.3 63.7 1.9 10.2 4.5 7.6 11.5 3.8 1.3

45～49歳 191 3 14 1 11 1 123 1 10 19 18 16 6 0

100.0 1.6 7.3 0.5 5.8 0.5 64.4 0.5 5.2 9.9 9.4 8.4 3.1 0.0

50～54歳 205 2 20 2 10 0 136 5 13 7 18 16 7 1

100.0 1.0 9.8 1.0 4.9 0.0 66.3 2.4 6.3 3.4 8.8 7.8 3.4 0.5

55～59歳 176 3 17 3 5 0 112 4 8 11 18 16 6 0

100.0 1.7 9.7 1.7 2.8 0.0 63.6 2.3 4.5 6.3 10.2 9.1 3.4 0.0

60～64歳 122 0 18 0 2 0 87 2 7 3 10 13 10 2

100.0 0.0 14.8 0.0 1.6 0.0 71.3 1.6 5.7 2.5 8.2 10.7 8.2 1.6

65～69歳 58 0 9 0 0 0 34 1 2 3 9 5 2 1

100.0 0.0 15.5 0.0 0.0 0.0 58.6 1.7 3.4 5.2 15.5 8.6 3.4 1.7

70～74歳 49 0 10 0 0 1 32 1 4 3 3 9 0 0

100.0 0.0 20.4 0.0 0.0 2.0 65.3 2.0 8.2 6.1 6.1 18.4 0.0 0.0

75歳以上 24 2 3 0 0 0 14 0 1 2 2 4 5 0

100.0 8.3 12.5 0.0 0.0 0.0 58.3 0.0 4.2 8.3 8.3 16.7 20.8 0.0

1ブロック（南部地域） 416 4 32 3 17 1 312 7 30 17 20 30 15 1

100.0 1.0 7.7 0.7 4.1 0.2 75.0 1.7 7.2 4.1 4.8 7.2 3.6 0.2

2ブロック（浅草地域） 301 4 20 1 12 0 170 3 33 19 24 33 12 1

100.0 1.3 6.6 0.3 4.0 0.0 56.5 1.0 11.0 6.3 8.0 11.0 4.0 0.3

3ブロック（北部地域） 118 1 11 2 9 0 51 2 6 8 16 19 1 1

100.0 0.8 9.3 1.7 7.6 0.0 43.2 1.7 5.1 6.8 13.6 16.1 0.8 0.8

4ブロック（西部地域） 314 2 36 9 19 3 191 3 13 21 29 30 15 3

100.0 0.6 11.5 2.9 6.1 1.0 60.8 1.0 4.1 6.7 9.2 9.6 4.8 1.0

5ブロック（谷中地域） 77 0 15 1 2 1 47 1 13 5 13 6 6 1

100.0 0.0 19.5 1.3 2.6 1.3 61.0 1.3 16.9 6.5 16.9 7.8 7.8 1.3

6ブロック（上野地域） 166 2 28 0 3 1 118 3 4 5 32 13 3 1

100.0 1.2 16.9 0.0 1.8 0.6 71.1 1.8 2.4 3.0 19.3 7.8 1.8 0.6

全体

性別

年代

居住地域別
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Q11.■Q9 で「どちらかというと不満である」または「不満である」を選んだ方にお伺いし

ます■どのような点が不満ですか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つま

で） 

【全体】 

 「住宅の家賃や広さなど条件が悪い」が 35.8％、次いで「騒音のない静かな環境ではな

い」が 32.1％となっているほか、「犯罪への不安がある」「自然豊かな環境ではない」「災害

への不安がある」がそれぞれ 20.9％となっている。 

（n=134） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ「住宅の家賃や広さなど条件が悪い」が 5.8ポイント上回り、一方、男

性は女性と比べ「騒音のない静かな環境ではない」が 7.3ポイント上回っている。また、「自

然豊かな環境ではない」は男性、「災害への不安がある」は女性の回答割合が高くなってい

る。 
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② 年代別 

全体の数が少ないため比較が困難である。 

 

③ 居住地域別 

全体の数が少ないため比較が困難である。 
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134 3 28 5 28 4 43 3 1 23 5 18 4 5

100.0 2.2 20.9 3.7 20.9 3.0 32.1 2.2 0.7 17.2 3.7 13.4 3.0 3.7

男性 64 2 13 1 16 3 23 1 1 9 3 7 1 3

100.0 3.1 20.3 1.6 25.0 4.7 35.9 1.6 1.6 14.1 4.7 10.9 1.6 4.7

女性 70 1 15 4 12 1 20 2 0 14 2 11 3 2

100.0 1.4 21.4 5.7 17.1 1.4 28.6 2.9 0.0 20.0 2.9 15.7 4.3 2.9

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

25～29歳 7 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

100.0 0.0 57.1 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 15 0 3 2 5 0 2 0 0 4 0 2 0 0

100.0 0.0 20.0 13.3 33.3 0.0 13.3 0.0 0.0 26.7 0.0 13.3 0.0 0.0

35～39歳 13 0 3 0 1 0 6 0 0 2 2 1 2 0

100.0 0.0 23.1 0.0 7.7 0.0 46.2 0.0 0.0 15.4 15.4 7.7 15.4 0.0

40～44歳 22 0 5 1 5 0 6 0 0 3 1 2 1 1

100.0 0.0 22.7 4.5 22.7 0.0 27.3 0.0 0.0 13.6 4.5 9.1 4.5 4.5

45～49歳 16 0 3 0 1 3 1 0 0 2 1 3 0 1

100.0 0.0 18.8 0.0 6.3 18.8 6.3 0.0 0.0 12.5 6.3 18.8 0.0 6.3

50～54歳 23 1 2 1 3 0 10 1 1 3 1 3 0 3

100.0 4.3 8.7 4.3 13.0 0.0 43.5 4.3 4.3 13.0 4.3 13.0 0.0 13.0

55～59歳 19 2 5 1 4 0 8 0 0 3 0 5 0 0

100.0 10.5 26.3 5.3 21.1 0.0 42.1 0.0 0.0 15.8 0.0 26.3 0.0 0.0

60～64歳 8 0 1 0 4 0 5 0 0 1 0 1 0 0

100.0 0.0 12.5 0.0 50.0 0.0 62.5 0.0 0.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0

65～69歳 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70～74歳 5 0 1 0 2 1 0 0 0 3 0 0 1 0

100.0 0.0 20.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 20.0 0.0

75歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 33 1 6 0 10 1 9 0 0 8 0 2 0 1

100.0 3.0 18.2 0.0 30.3 3.0 27.3 0.0 0.0 24.2 0.0 6.1 0.0 3.0

2ブロック（浅草地域） 27 1 2 2 6 0 12 0 0 2 4 8 2 0

100.0 3.7 7.4 7.4 22.2 0.0 44.4 0.0 0.0 7.4 14.8 29.6 7.4 0.0

3ブロック（北部地域） 22 0 12 0 3 0 6 2 0 5 0 2 0 2

100.0 0.0 54.5 0.0 13.6 0.0 27.3 9.1 0.0 22.7 0.0 9.1 0.0 9.1

4ブロック（西部地域） 25 0 4 2 4 1 6 0 0 6 0 2 2 0

100.0 0.0 16.0 8.0 16.0 4.0 24.0 0.0 0.0 24.0 0.0 8.0 8.0 0.0

5ブロック（谷中地域） 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

6ブロック（上野地域） 21 1 4 1 5 1 10 1 1 1 1 4 0 2

100.0 4.8 19.0 4.8 23.8 4.8 47.6 4.8 4.8 4.8 4.8 19.0 0.0 9.5

全体

性別

年代

居住地域別
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134 3 1 6 48 5 9 0 19 12 12 4 28 14

100.0 2.2 0.7 4.5 35.8 3.7 6.7 0.0 14.2 9.0 9.0 3.0 20.9 10.4

男性 64 2 0 0 21 3 3 0 12 5 6 1 11 5

100.0 3.1 0.0 0.0 32.8 4.7 4.7 0.0 18.8 7.8 9.4 1.6 17.2 7.8

女性 70 1 1 6 27 2 6 0 7 7 6 3 17 9

100.0 1.4 1.4 8.6 38.6 2.9 8.6 0.0 10.0 10.0 8.6 4.3 24.3 12.9

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 7 0 0 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1

100.0 0.0 0.0 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 42.9 0.0 0.0 14.3 0.0 14.3

30～34歳 15 1 1 3 8 0 0 0 3 2 2 0 3 0

100.0 6.7 6.7 20.0 53.3 0.0 0.0 0.0 20.0 13.3 13.3 0.0 20.0 0.0

35～39歳 13 0 0 2 7 0 0 0 1 1 2 0 3 1

100.0 0.0 0.0 15.4 53.8 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 15.4 0.0 23.1 7.7

40～44歳 22 1 0 0 8 1 1 0 3 2 1 1 6 3

100.0 4.5 0.0 0.0 36.4 4.5 4.5 0.0 13.6 9.1 4.5 4.5 27.3 13.6

45～49歳 16 1 0 0 4 1 2 0 1 1 4 0 3 1

100.0 6.3 0.0 0.0 25.0 6.3 12.5 0.0 6.3 6.3 25.0 0.0 18.8 6.3

50～54歳 23 0 0 0 7 1 3 0 2 1 1 2 3 4

100.0 0.0 0.0 0.0 30.4 4.3 13.0 0.0 8.7 4.3 4.3 8.7 13.0 17.4

55～59歳 19 0 0 0 8 0 1 0 3 3 0 0 5 2

100.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.0 5.3 0.0 15.8 15.8 0.0 0.0 26.3 10.5

60～64歳 8 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1

100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 37.5 12.5

65～69歳 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0

100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0

70～74歳 5 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0

75歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 33 1 0 0 17 1 1 0 3 3 2 1 7 5

100.0 3.0 0.0 0.0 51.5 3.0 3.0 0.0 9.1 9.1 6.1 3.0 21.2 15.2

2ブロック（浅草地域） 27 0 1 1 11 1 1 0 4 3 1 1 8 0

100.0 0.0 3.7 3.7 40.7 3.7 3.7 0.0 14.8 11.1 3.7 3.7 29.6 0.0

3ブロック（北部地域） 22 1 0 0 3 0 4 0 7 3 1 0 3 2

100.0 4.5 0.0 0.0 13.6 0.0 18.2 0.0 31.8 13.6 4.5 0.0 13.6 9.1

4ブロック（西部地域） 25 0 0 4 8 2 2 0 4 1 5 0 4 4

100.0 0.0 0.0 16.0 32.0 8.0 8.0 0.0 16.0 4.0 20.0 0.0 16.0 16.0

5ブロック（谷中地域） 6 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2 0

100.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 33.3 16.7 33.3 0.0

6ブロック（上野地域） 21 1 0 1 8 1 0 0 0 2 1 1 4 3

100.0 4.8 0.0 4.8 38.1 4.8 0.0 0.0 0.0 9.5 4.8 4.8 19.0 14.3

全体

性別

年代

居住地域別
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Q12.これからも台東区に住み続けたいと思いますか。当てはまるものを 1 つ選んでくださ

い。 

【全体】 

 住み続けたい（「ずっと住み続けたい」と「当分は住み続けたい」の合計）が 80.0％、

転出したい（「今すぐではないがいつかは転出したい」と「今すぐに転出したい、または

転出予定である」の合計）が 16.1％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は住み続けたい（「ずっと住み続けたい」と「当分は住み続けたい」の合計）が 84.2％

で、女性より 8.8ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

年齢が高いほど、住み続けたい（「ずっと住み続けたい」と「当分は住み続けたい」の合

計）という回答が多くなる傾向がみられる。特に、10代から 30代前半は「今すぐではない

がいつかは転出したい」が他の年代と比べ多い一方、60 代以上は「ずっと住み続けたい」

が他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

５ブロック（谷中地域）（84.8％）および２ブロック（浅草地域）（83.8％）、１ブロック

（南部地域）（80.0％）は、住み続けたい（「ずっと住み続けたい」と「当分は住み続けたい」

の合計）が 80％以上で他地域と比べ多い一方、３ブロック（北部地域）は「今すぐではない

がいつかは転出したい」が 20.6％で他の地域と比べ多くなっている。 
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1698 579 779 238 36 66

100.0 34.1 45.9 14.0 2.1 3.9

男性 884 341 403 100 14 26

100.0 38.6 45.6 11.3 1.6 2.9

女性 814 238 376 138 22 40

100.0 29.2 46.2 17.0 2.7 4.9

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 5 20 10 2 5

100.0 11.9 47.6 23.8 4.8 11.9

25～29歳 143 19 78 35 4 7

100.0 13.3 54.5 24.5 2.8 4.9

30～34歳 157 22 82 42 5 6

100.0 14.0 52.2 26.8 3.2 3.8

35～39歳 156 46 75 22 5 8

100.0 29.5 48.1 14.1 3.2 5.1

40～44歳 199 57 98 34 3 7

100.0 28.6 49.2 17.1 1.5 3.5

45～49歳 228 91 107 17 5 8

100.0 39.9 46.9 7.5 2.2 3.5

50～54歳 256 98 118 22 10 8

100.0 38.3 46.1 8.6 3.9 3.1

55～59歳 225 88 94 34 0 9

100.0 39.1 41.8 15.1 0.0 4.0

60～64歳 139 66 54 13 2 4

100.0 47.5 38.8 9.4 1.4 2.9

65～69歳 68 31 32 4 0 1

100.0 45.6 47.1 5.9 0.0 1.5

70～74歳 58 39 13 3 0 3

100.0 67.2 22.4 5.2 0.0 5.2

75歳以上 26 17 7 2 0 0

100.0 65.4 26.9 7.7 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 490 158 234 71 10 17

100.0 32.2 47.8 14.5 2.0 3.5

2ブロック（浅草地域） 357 152 147 43 4 11

100.0 42.6 41.2 12.0 1.1 3.1

3ブロック（北部地域） 175 45 82 36 6 6

100.0 25.7 46.9 20.6 3.4 3.4

4ブロック（西部地域） 377 125 176 48 6 22

100.0 33.2 46.7 12.7 1.6 5.8

5ブロック（谷中地域） 92 36 42 9 4 1

100.0 39.1 45.7 9.8 4.3 1.1

6ブロック（上野地域） 207 63 98 31 6 9

100.0 30.4 47.3 15.0 2.9 4.3

全体

性別

年代

居住地域別
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Q13.台東区に住み続ける上で、「こうなればより良い」と考えることは何ですか。当てはま

るものを 3つまで選択してください。（3つまで） 

【全体】 

 「犯罪に対して安全・安心が確保されること」が 28.2％で最も多く、次いで「災害に対し

て安全・安心が確保されること」が 24.3％、「家賃や広さなど住宅環境が良くなること」が

20.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位３項目のいずれも、女性は男性と比べ回答割合が高くなっており、特に、「犯

罪に対して安全・安心が確保されること」は 5.9ポイント、「家賃や広さなど住宅環境が良

くなること」は 6.8ポイントとそれぞれ男性を上回っている。 

 

② 年代別 

20 代から 30 代前半では、「家賃や広さなど住宅環境が良くなること」の回答割合が他の

年代と比べ高くなっている。 
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③ 居住地域別 

３ブロック（北部地域）では、「犯罪に対して安全・安心が確保されること」が他の地域

と比べ多くなっている。一方、同じ項目について５ブロック（谷中地域）では少ない。 
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1698 85 478 56 180 71 275 301 79 38 114 164 206

100.0 5.0 28.2 3.3 10.6 4.2 16.2 17.7 4.7 2.2 6.7 9.7 12.1

男性 884 57 224 32 81 48 137 166 46 28 62 95 115

100.0 6.4 25.3 3.6 9.2 5.4 15.5 18.8 5.2 3.2 7.0 10.7 13.0

女性 814 28 254 24 99 23 138 135 33 10 52 69 91

100.0 3.4 31.2 2.9 12.2 2.8 17.0 16.6 4.1 1.2 6.4 8.5 11.2

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 42 2 15 0 3 0 10 6 2 1 3 2 5

100.0 4.8 35.7 0.0 7.1 0.0 23.8 14.3 4.8 2.4 7.1 4.8 11.9

25～29歳 143 2 45 1 19 3 30 27 4 4 8 11 5

100.0 1.4 31.5 0.7 13.3 2.1 21.0 18.9 2.8 2.8 5.6 7.7 3.5

30～34歳 157 7 39 7 26 10 25 18 7 3 12 12 10

100.0 4.5 24.8 4.5 16.6 6.4 15.9 11.5 4.5 1.9 7.6 7.6 6.4

35～39歳 156 3 50 3 15 6 26 25 4 1 10 15 17

100.0 1.9 32.1 1.9 9.6 3.8 16.7 16.0 2.6 0.6 6.4 9.6 10.9

40～44歳 199 12 75 6 25 7 38 36 6 2 21 14 18

100.0 6.0 37.7 3.0 12.6 3.5 19.1 18.1 3.0 1.0 10.6 7.0 9.0

45～49歳 228 17 59 12 18 7 33 47 8 4 16 18 25

100.0 7.5 25.9 5.3 7.9 3.1 14.5 20.6 3.5 1.8 7.0 7.9 11.0

50～54歳 256 17 60 13 28 9 36 57 12 6 21 26 29

100.0 6.6 23.4 5.1 10.9 3.5 14.1 22.3 4.7 2.3 8.2 10.2 11.3

55～59歳 225 14 59 10 14 11 36 39 8 6 6 22 37

100.0 6.2 26.2 4.4 6.2 4.9 16.0 17.3 3.6 2.7 2.7 9.8 16.4

60～64歳 139 10 37 3 15 9 19 23 12 8 7 8 22

100.0 7.2 26.6 2.2 10.8 6.5 13.7 16.5 8.6 5.8 5.0 5.8 15.8

65～69歳 68 1 19 0 10 2 12 8 7 1 7 18 21

100.0 1.5 27.9 0.0 14.7 2.9 17.6 11.8 10.3 1.5 10.3 26.5 30.9

70～74歳 58 0 15 0 2 5 6 12 5 1 2 13 12

100.0 0.0 25.9 0.0 3.4 8.6 10.3 20.7 8.6 1.7 3.4 22.4 20.7

75歳以上 26 0 4 1 5 2 4 2 4 1 1 4 5

100.0 0.0 15.4 3.8 19.2 7.7 15.4 7.7 15.4 3.8 3.8 15.4 19.2

1ブロック（南部地域） 490 23 127 18 63 20 73 88 22 6 42 54 58

100.0 4.7 25.9 3.7 12.9 4.1 14.9 18.0 4.5 1.2 8.6 11.0 11.8

2ブロック（浅草地域） 357 22 100 10 35 15 64 44 17 8 22 32 50

100.0 6.2 28.0 2.8 9.8 4.2 17.9 12.3 4.8 2.2 6.2 9.0 14.0

3ブロック（北部地域） 175 6 59 6 19 13 30 35 7 4 6 20 18

100.0 3.4 33.7 3.4 10.9 7.4 17.1 20.0 4.0 2.3 3.4 11.4 10.3

4ブロック（西部地域） 377 19 114 10 38 13 63 81 17 13 21 34 48

100.0 5.0 30.2 2.7 10.1 3.4 16.7 21.5 4.5 3.4 5.6 9.0 12.7

5ブロック（谷中地域） 92 3 16 5 8 3 6 16 9 3 7 8 13

100.0 3.3 17.4 5.4 8.7 3.3 6.5 17.4 9.8 3.3 7.6 8.7 14.1

6ブロック（上野地域） 207 12 62 7 17 7 39 37 7 4 16 16 19

100.0 5.8 30.0 3.4 8.2 3.4 18.8 17.9 3.4 1.9 7.7 7.7 9.2

全体

性別

年代

居住地域別
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1698 74 140 344 148 157 55 242 26 128 223 412 53

100.0 4.4 8.2 20.3 8.7 9.2 3.2 14.3 1.5 7.5 13.1 24.3 3.1

男性 884 44 71 150 52 101 29 123 13 72 131 206 28

100.0 5.0 8.0 17.0 5.9 11.4 3.3 13.9 1.5 8.1 14.8 23.3 3.2

女性 814 30 69 194 96 56 26 119 13 56 92 206 25

100.0 3.7 8.5 23.8 11.8 6.9 3.2 14.6 1.6 6.9 11.3 25.3 3.1

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 0 0 11 5 2 1 6 0 4 5 10 1

100.0 0.0 0.0 26.2 11.9 4.8 2.4 14.3 0.0 9.5 11.9 23.8 2.4

25～29歳 143 3 4 47 26 6 3 20 1 5 18 25 2

100.0 2.1 2.8 32.9 18.2 4.2 2.1 14.0 0.7 3.5 12.6 17.5 1.4

30～34歳 157 6 3 48 32 8 11 28 0 14 19 35 2

100.0 3.8 1.9 30.6 20.4 5.1 7.0 17.8 0.0 8.9 12.1 22.3 1.3

35～39歳 156 3 11 36 39 12 13 22 5 15 15 23 5

100.0 1.9 7.1 23.1 25.0 7.7 8.3 14.1 3.2 9.6 9.6 14.7 3.2

40～44歳 199 6 8 44 17 18 7 20 3 16 21 52 7

100.0 3.0 4.0 22.1 8.5 9.0 3.5 10.1 1.5 8.0 10.6 26.1 3.5

45～49歳 228 9 12 42 10 26 6 35 4 18 44 51 5

100.0 3.9 5.3 18.4 4.4 11.4 2.6 15.4 1.8 7.9 19.3 22.4 2.2

50～54歳 256 14 24 45 6 31 8 32 5 17 30 66 11

100.0 5.5 9.4 17.6 2.3 12.1 3.1 12.5 2.0 6.6 11.7 25.8 4.3

55～59歳 225 13 25 41 5 22 2 34 2 15 35 64 11

100.0 5.8 11.1 18.2 2.2 9.8 0.9 15.1 0.9 6.7 15.6 28.4 4.9

60～64歳 139 7 23 12 5 15 1 23 2 14 17 38 7

100.0 5.0 16.5 8.6 3.6 10.8 0.7 16.5 1.4 10.1 12.2 27.3 5.0

65～69歳 68 3 14 13 2 6 2 5 0 6 7 15 1

100.0 4.4 20.6 19.1 2.9 8.8 2.9 7.4 0.0 8.8 10.3 22.1 1.5

70～74歳 58 8 11 4 0 6 1 12 2 2 10 26 1

100.0 13.8 19.0 6.9 0.0 10.3 1.7 20.7 3.4 3.4 17.2 44.8 1.7

75歳以上 26 2 5 1 1 5 0 5 2 2 2 7 0

100.0 7.7 19.2 3.8 3.8 19.2 0.0 19.2 7.7 7.7 7.7 26.9 0.0

1ブロック（南部地域） 490 16 29 112 50 29 17 58 6 39 63 122 16

100.0 3.3 5.9 22.9 10.2 5.9 3.5 11.8 1.2 8.0 12.9 24.9 3.3

2ブロック（浅草地域） 357 18 32 83 38 35 11 50 5 22 46 88 11

100.0 5.0 9.0 23.2 10.6 9.8 3.1 14.0 1.4 6.2 12.9 24.6 3.1

3ブロック（北部地域） 175 14 18 26 11 33 7 26 3 9 27 46 6

100.0 8.0 10.3 14.9 6.3 18.9 4.0 14.9 1.7 5.1 15.4 26.3 3.4

4ブロック（西部地域） 377 15 29 80 30 41 9 62 8 36 38 94 10

100.0 4.0 7.7 21.2 8.0 10.9 2.4 16.4 2.1 9.5 10.1 24.9 2.7

5ブロック（谷中地域） 92 2 14 10 8 9 4 10 2 9 14 20 4

100.0 2.2 15.2 10.9 8.7 9.8 4.3 10.9 2.2 9.8 15.2 21.7 4.3

6ブロック（上野地域） 207 9 18 33 11 10 7 36 2 13 35 42 6

100.0 4.3 8.7 15.9 5.3 4.8 3.4 17.4 1.0 6.3 16.9 20.3 2.9

全体

性別

年代

居住地域別
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Q14.■Q12で「今すぐではないがいつかは転出したい」または「今すぐに転出したい、また

は転出予定である」を選んだ方にお伺いします■台東区外への転出を希望する理由は何

ですか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「住宅の家賃や広さなど条件が悪い」が 27.7％で最も多く、次いで「騒音のない静かな

環境ではない」が 22.3％、「自然豊かな環境ではない」が 20.4％となっている。 

（n=274） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位３項目のうち、「騒音のない静かな環境ではない」は男性が女性と比べ 5.4ポ

イント上回っている。また、「犯罪への不安がある」「テレワークの拡大により都心にいる必

要がない」「商業施設が不十分である」についても男性の回答割合が女性を上回っている。

一方、「街並みなど景観が悪い」「家族や友人など知り合いが近くに住んでいない」は女性の

回答割合が多くなっている。 
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② 年代別 

20 代後半から 30 代前半では、「住宅の家賃や広さなど条件が悪い」が他の年代と比べ多

い。 

 

③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）と２ブロック（浅草地域）では、「住宅の家賃や広さなど条件が

悪い」が他の地域と比べ多くなっている。また、２ブロック（浅草地域）と６ブロック（上

野地域）は「騒音のない静かな環境ではない」、６ブロック（上野地域）と３ブロック（北

部地域）は「犯罪への不安がある」が他の地域と比べ多くなっている。 
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十

分
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274 30 7 7 42 5 56 8 61 9 7 26 11 1 10

100.0 10.9 2.6 2.6 15.3 1.8 20.4 2.9 22.3 3.3 2.6 9.5 4.0 0.4 3.6

男性 114 17 1 2 23 2 23 1 29 5 4 14 7 0 3

100.0 14.9 0.9 1.8 20.2 1.8 20.2 0.9 25.4 4.4 3.5 12.3 6.1 0.0 2.6

女性 160 13 6 5 19 3 33 7 32 4 3 12 4 1 7

100.0 8.1 3.8 3.1 11.9 1.9 20.6 4.4 20.0 2.5 1.9 7.5 2.5 0.6 4.4

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 12 1 1 0 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0

100.0 8.3 8.3 0.0 25.0 8.3 8.3 8.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 39 3 1 0 5 0 4 0 8 2 1 2 2 0 1

100.0 7.7 2.6 0.0 12.8 0.0 10.3 0.0 20.5 5.1 2.6 5.1 5.1 0.0 2.6

30～34歳 47 10 2 1 3 1 11 3 6 1 2 4 2 0 1

100.0 21.3 4.3 2.1 6.4 2.1 23.4 6.4 12.8 2.1 4.3 8.5 4.3 0.0 2.1

35～39歳 27 5 0 0 5 0 4 0 8 0 0 2 2 0 4

100.0 18.5 0.0 0.0 18.5 0.0 14.8 0.0 29.6 0.0 0.0 7.4 7.4 0.0 14.8

40～44歳 37 5 2 2 5 1 10 1 8 0 1 5 2 1 3

100.0 13.5 5.4 5.4 13.5 2.7 27.0 2.7 21.6 0.0 2.7 13.5 5.4 2.7 8.1

45～49歳 22 2 0 0 3 0 4 2 3 3 0 2 1 0 1

100.0 9.1 0.0 0.0 13.6 0.0 18.2 9.1 13.6 13.6 0.0 9.1 4.5 0.0 4.5

50～54歳 32 0 0 2 6 1 5 1 10 1 2 7 2 0 0

100.0 0.0 0.0 6.3 18.8 3.1 15.6 3.1 31.3 3.1 6.3 21.9 6.3 0.0 0.0

55～59歳 34 3 1 2 8 1 9 0 9 0 0 2 0 0 0

100.0 8.8 2.9 5.9 23.5 2.9 26.5 0.0 26.5 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0

60～64歳 15 0 0 0 2 0 5 0 6 0 0 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 33.3 0.0 40.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0

65～69歳 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70～74歳 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

75歳以上 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

100.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 81 11 3 2 11 1 19 2 14 2 1 10 2 0 3

100.0 13.6 3.7 2.5 13.6 1.2 23.5 2.5 17.3 2.5 1.2 12.3 2.5 0.0 3.7

2ブロック（浅草地域） 47 5 2 1 4 1 14 0 16 0 0 3 3 0 3

100.0 10.6 4.3 2.1 8.5 2.1 29.8 0.0 34.0 0.0 0.0 6.4 6.4 0.0 6.4

3ブロック（北部地域） 42 2 1 2 10 0 4 4 7 4 1 5 1 0 1

100.0 4.8 2.4 4.8 23.8 0.0 9.5 9.5 16.7 9.5 2.4 11.9 2.4 0.0 2.4

4ブロック（西部地域） 54 5 0 0 6 0 7 0 10 0 2 6 1 0 1

100.0 9.3 0.0 0.0 11.1 0.0 13.0 0.0 18.5 0.0 3.7 11.1 1.9 0.0 1.9

5ブロック（谷中地域） 13 3 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2

100.0 23.1 0.0 7.7 7.7 0.0 7.7 0.0 7.7 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 15.4

6ブロック（上野地域） 37 4 1 1 10 3 11 2 13 1 2 2 4 1 0

100.0 10.8 2.7 2.7 27.0 8.1 29.7 5.4 35.1 2.7 5.4 5.4 10.8 2.7 0.0

全体

性別

年代

居住地域別
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274 13 5 4 14 76 10 19 1 33 28 7 25 26 36

100.0 4.7 1.8 1.5 5.1 27.7 3.6 6.9 0.4 12.0 10.2 2.6 9.1 9.5 13.1

男性 114 5 2 2 4 33 2 8 0 9 10 3 6 10 14

100.0 4.4 1.8 1.8 3.5 28.9 1.8 7.0 0.0 7.9 8.8 2.6 5.3 8.8 12.3

女性 160 8 3 2 10 43 8 11 1 24 18 4 19 16 22

100.0 5.0 1.9 1.3 6.3 26.9 5.0 6.9 0.6 15.0 11.3 2.5 11.9 10.0 13.8

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 12 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 2 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 8.3 33.3 0.0 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 16.7 0.0 8.3

25～29歳 39 3 0 0 2 14 2 3 0 6 4 0 5 3 7

100.0 7.7 0.0 0.0 5.1 35.9 5.1 7.7 0.0 15.4 10.3 0.0 12.8 7.7 17.9

30～34歳 47 1 1 1 6 20 1 1 0 6 5 2 4 2 2

100.0 2.1 2.1 2.1 12.8 42.6 2.1 2.1 0.0 12.8 10.6 4.3 8.5 4.3 4.3

35～39歳 27 1 0 0 2 8 3 0 0 4 4 1 1 4 2

100.0 3.7 0.0 0.0 7.4 29.6 11.1 0.0 0.0 14.8 14.8 3.7 3.7 14.8 7.4

40～44歳 37 3 1 1 0 8 3 3 1 4 6 1 5 2 3

100.0 8.1 2.7 2.7 0.0 21.6 8.1 8.1 2.7 10.8 16.2 2.7 13.5 5.4 8.1

45～49歳 22 0 0 0 0 5 0 4 0 1 0 1 1 2 5

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 0.0 18.2 0.0 4.5 0.0 4.5 4.5 9.1 22.7

50～54歳 32 2 0 1 0 8 1 3 0 3 0 1 2 4 3

100.0 6.3 0.0 3.1 0.0 25.0 3.1 9.4 0.0 9.4 0.0 3.1 6.3 12.5 9.4

55～59歳 34 2 2 0 1 7 0 2 0 5 5 0 4 4 7

100.0 5.9 5.9 0.0 2.9 20.6 0.0 5.9 0.0 14.7 14.7 0.0 11.8 11.8 20.6

60～64歳 15 0 0 1 2 2 0 1 0 1 1 0 0 3 6

100.0 0.0 0.0 6.7 13.3 13.3 0.0 6.7 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 20.0 40.0

65～69歳 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 0.0

70～74歳 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0

100.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 33.3 33.3 0.0 0.0

75歳以上 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 81 3 1 0 4 28 2 2 0 6 8 2 9 9 14

100.0 3.7 1.2 0.0 4.9 34.6 2.5 2.5 0.0 7.4 9.9 2.5 11.1 11.1 17.3

2ブロック（浅草地域） 47 0 0 0 5 16 1 4 1 8 7 1 3 2 5

100.0 0.0 0.0 0.0 10.6 34.0 2.1 8.5 2.1 17.0 14.9 2.1 6.4 4.3 10.6

3ブロック（北部地域） 42 4 2 3 1 8 2 7 0 6 3 1 4 2 6

100.0 9.5 4.8 7.1 2.4 19.0 4.8 16.7 0.0 14.3 7.1 2.4 9.5 4.8 14.3

4ブロック（西部地域） 54 4 0 0 4 16 1 3 0 9 5 2 6 6 9

100.0 7.4 0.0 0.0 7.4 29.6 1.9 5.6 0.0 16.7 9.3 3.7 11.1 11.1 16.7

5ブロック（谷中地域） 13 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 5 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 15.4 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 38.5 0.0

6ブロック（上野地域） 37 2 2 1 0 6 4 1 0 4 4 1 3 2 2

100.0 5.4 5.4 2.7 0.0 16.2 10.8 2.7 0.0 10.8 10.8 2.7 8.1 5.4 5.4

全体

性別

年代

居住地域別
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Q15.台東区以外に住んだことがある方にお伺いします。転入された当時、なぜ台東区を転入

先として選びましたか。重視したものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「交通の便が良かったため」が 36.3％で最も多く、次いで「勤務先・通学先が近いため」

が 29.8％となっている。 

なお、「台東区以外に住んだことはない」は 17.8％である。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

性別による回答傾向に大きな違いはみられない。 

 

② 年代別 

20代後半から 30代前半は「勤務先・通学先が近いため」が他の年代と比べ多くなってい

る。 
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③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）は、「交通の便が良かったため」と「勤務先・通学先が近いため」

のいずれも他の地域と比べ多くなっている。 
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1698 18 33 17 39 51 61 506 13 117 12 76 28 67 13

100.0 1.1 1.9 1.0 2.3 3.0 3.6 29.8 0.8 6.9 0.7 4.5 1.6 3.9 0.8

男性 884 16 19 14 20 34 34 277 7 65 7 51 16 37 8

100.0 1.8 2.1 1.6 2.3 3.8 3.8 31.3 0.8 7.4 0.8 5.8 1.8 4.2 0.9

女性 814 2 14 3 19 17 27 229 6 52 5 25 12 30 5

100.0 0.2 1.7 0.4 2.3 2.1 3.3 28.1 0.7 6.4 0.6 3.1 1.5 3.7 0.6

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 1 2 3 0 2 2 11 1 2 1 1 2 0 0

100.0 2.4 4.8 7.1 0.0 4.8 4.8 26.2 2.4 4.8 2.4 2.4 4.8 0.0 0.0

25～29歳 143 0 3 2 5 1 4 58 1 12 0 5 1 7 0

100.0 0.0 2.1 1.4 3.5 0.7 2.8 40.6 0.7 8.4 0.0 3.5 0.7 4.9 0.0

30～34歳 157 2 2 0 3 6 4 69 2 9 1 6 2 11 0

100.0 1.3 1.3 0.0 1.9 3.8 2.5 43.9 1.3 5.7 0.6 3.8 1.3 7.0 0.0

35～39歳 156 0 2 2 3 3 10 46 1 12 1 6 2 9 2

100.0 0.0 1.3 1.3 1.9 1.9 6.4 29.5 0.6 7.7 0.6 3.8 1.3 5.8 1.3

40～44歳 199 4 4 2 6 6 2 63 3 12 2 4 1 3 1

100.0 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 31.7 1.5 6.0 1.0 2.0 0.5 1.5 0.5

45～49歳 228 4 6 3 10 3 13 64 0 12 0 8 3 8 2

100.0 1.8 2.6 1.3 4.4 1.3 5.7 28.1 0.0 5.3 0.0 3.5 1.3 3.5 0.9

50～54歳 256 2 2 2 6 9 12 70 1 14 3 18 4 13 3

100.0 0.8 0.8 0.8 2.3 3.5 4.7 27.3 0.4 5.5 1.2 7.0 1.6 5.1 1.2

55～59歳 225 2 4 1 2 6 5 69 2 13 0 11 2 6 3

100.0 0.9 1.8 0.4 0.9 2.7 2.2 30.7 0.9 5.8 0.0 4.9 0.9 2.7 1.3

60～64歳 139 1 7 2 3 6 8 30 1 11 3 5 3 5 1

100.0 0.7 5.0 1.4 2.2 4.3 5.8 21.6 0.7 7.9 2.2 3.6 2.2 3.6 0.7

65～69歳 68 0 0 0 0 3 1 13 0 7 0 7 2 3 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.5 19.1 0.0 10.3 0.0 10.3 2.9 4.4 0.0

70～74歳 58 2 0 0 1 4 0 10 0 10 1 5 4 1 0

100.0 3.4 0.0 0.0 1.7 6.9 0.0 17.2 0.0 17.2 1.7 8.6 6.9 1.7 0.0

75歳以上 26 0 1 0 0 2 0 2 1 3 0 0 2 1 1

100.0 0.0 3.8 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7 3.8 11.5 0.0 0.0 7.7 3.8 3.8

1ブロック（南部地域） 490 4 9 4 4 15 16 175 6 40 3 20 6 20 3

100.0 0.8 1.8 0.8 0.8 3.1 3.3 35.7 1.2 8.2 0.6 4.1 1.2 4.1 0.6

2ブロック（浅草地域） 357 4 2 1 6 10 7 89 0 23 5 23 4 20 4

100.0 1.1 0.6 0.3 1.7 2.8 2.0 24.9 0.0 6.4 1.4 6.4 1.1 5.6 1.1

3ブロック（北部地域） 175 1 1 1 9 7 6 54 0 10 0 11 3 7 1

100.0 0.6 0.6 0.6 5.1 4.0 3.4 30.9 0.0 5.7 0.0 6.3 1.7 4.0 0.6

4ブロック（西部地域） 377 2 11 5 4 10 19 110 4 20 1 16 7 9 3

100.0 0.5 2.9 1.3 1.1 2.7 5.0 29.2 1.1 5.3 0.3 4.2 1.9 2.4 0.8

5ブロック（谷中地域） 92 1 4 3 8 3 10 22 0 6 1 3 3 4 1

100.0 1.1 4.3 3.3 8.7 3.3 10.9 23.9 0.0 6.5 1.1 3.3 3.3 4.3 1.1

6ブロック（上野地域） 207 6 6 3 8 6 3 56 3 18 2 3 5 7 1

100.0 2.9 2.9 1.4 3.9 2.9 1.4 27.1 1.4 8.7 1.0 1.4 2.4 3.4 0.5

全体

性別

年代

居住地域別
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台

東

区

以

外

に

住

ん

だ

こ

と

は

な

い

1698 41 19 166 11 617 9 62 107 48 212 23 165 302

100.0 2.4 1.1 9.8 0.6 36.3 0.5 3.7 6.3 2.8 12.5 1.4 9.7 17.8

男性 884 22 10 69 8 313 8 44 68 26 97 8 73 162

100.0 2.5 1.1 7.8 0.9 35.4 0.9 5.0 7.7 2.9 11.0 0.9 8.3 18.3

女性 814 19 9 97 3 304 1 18 39 22 115 15 92 140

100.0 2.3 1.1 11.9 0.4 37.3 0.1 2.2 4.8 2.7 14.1 1.8 11.3 17.2

18～19歳 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 0 1 4 0 7 1 1 2 1 4 0 0 14

100.0 0.0 2.4 9.5 0.0 16.7 2.4 2.4 4.8 2.4 9.5 0.0 0.0 33.3

25～29歳 143 3 1 17 0 50 0 6 11 2 10 2 13 22

100.0 2.1 0.7 11.9 0.0 35.0 0.0 4.2 7.7 1.4 7.0 1.4 9.1 15.4

30～34歳 157 2 3 22 2 70 0 5 9 4 15 1 11 11

100.0 1.3 1.9 14.0 1.3 44.6 0.0 3.2 5.7 2.5 9.6 0.6 7.0 7.0

35～39歳 156 5 1 17 2 64 1 3 6 5 24 0 18 15

100.0 3.2 0.6 10.9 1.3 41.0 0.6 1.9 3.8 3.2 15.4 0.0 11.5 9.6

40～44歳 199 3 3 22 0 82 2 15 13 4 29 3 19 31

100.0 1.5 1.5 11.1 0.0 41.2 1.0 7.5 6.5 2.0 14.6 1.5 9.5 15.6

45～49歳 228 5 3 26 3 89 1 6 22 2 28 6 20 32

100.0 2.2 1.3 11.4 1.3 39.0 0.4 2.6 9.6 0.9 12.3 2.6 8.8 14.0

50～54歳 256 7 2 23 0 89 2 9 16 12 33 4 20 47

100.0 2.7 0.8 9.0 0.0 34.8 0.8 3.5 6.3 4.7 12.9 1.6 7.8 18.4

55～59歳 225 4 1 16 3 69 1 6 12 5 28 1 24 51

100.0 1.8 0.4 7.1 1.3 30.7 0.4 2.7 5.3 2.2 12.4 0.4 10.7 22.7

60～64歳 139 6 2 11 0 49 0 8 9 6 19 2 16 32

100.0 4.3 1.4 7.9 0.0 35.3 0.0 5.8 6.5 4.3 13.7 1.4 11.5 23.0

65～69歳 68 4 1 4 0 23 0 1 3 4 13 1 13 16

100.0 5.9 1.5 5.9 0.0 33.8 0.0 1.5 4.4 5.9 19.1 1.5 19.1 23.5

70～74歳 58 1 0 3 1 17 0 2 2 3 5 1 7 21

100.0 1.7 0.0 5.2 1.7 29.3 0.0 3.4 3.4 5.2 8.6 1.7 12.1 36.2

75歳以上 26 1 1 1 0 7 1 0 2 0 4 2 4 10

100.0 3.8 3.8 3.8 0.0 26.9 3.8 0.0 7.7 0.0 15.4 7.7 15.4 38.5

1ブロック（南部地域） 490 10 5 40 0 216 2 18 22 3 55 9 44 76

100.0 2.0 1.0 8.2 0.0 44.1 0.4 3.7 4.5 0.6 11.2 1.8 9.0 15.5

2ブロック（浅草地域） 357 3 2 27 1 111 3 14 19 6 57 4 38 82

100.0 0.8 0.6 7.6 0.3 31.1 0.8 3.9 5.3 1.7 16.0 1.1 10.6 23.0

3ブロック（北部地域） 175 6 4 23 1 48 0 6 13 5 17 0 20 34

100.0 3.4 2.3 13.1 0.6 27.4 0.0 3.4 7.4 2.9 9.7 0.0 11.4 19.4

4ブロック（西部地域） 377 9 6 56 6 129 3 13 33 13 48 3 42 58

100.0 2.4 1.6 14.9 1.6 34.2 0.8 3.4 8.8 3.4 12.7 0.8 11.1 15.4

5ブロック（谷中地域） 92 6 1 5 2 31 0 7 5 5 15 3 5 14

100.0 6.5 1.1 5.4 2.2 33.7 0.0 7.6 5.4 5.4 16.3 3.3 5.4 15.2

6ブロック（上野地域） 207 7 1 15 1 82 1 4 15 16 20 4 16 38

100.0 3.4 0.5 7.2 0.5 39.6 0.5 1.9 7.2 7.7 9.7 1.9 7.7 18.4

全体

性別

年代

居住地域別
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３．就労に関する希望について 

Q16.現在または過去の勤務先についてお伺いします。当てはまるものを 1 つ選択してくだ

さい。※現在働いている方は、現在の勤務先を、現在は働いておらず過去に働いていた方

は、過去の勤務先をお答えください。 

【全体】 

 「台東区内」が 23.7％、「台東区外」が 69.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

性別による回答傾向に大きな違いはみられないが、女性は現在または過去も「就労してい

ない」が 9.6％となっている。 

 

② 年代別 

20代後半から 30代は「台東区外」が他の年代と比べ多く、一方、50代後半以上は「台東

区内」が他の年代と比べ多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）と５ブロック（谷中地域）は「台東区外」が他の地域と比べて多

く、一方、２ブロック（浅草地域）と３ブロック（北部地域）は「台東区内」が他の地域と

比べ多くなっている。 
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1698 402 1176 120

100.0 23.7 69.3 7.1

男性 884 228 614 42

100.0 25.8 69.5 4.8

女性 814 174 562 78

100.0 21.4 69.0 9.6

18～19歳 1 0 0 1

100.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 42 10 23 9

100.0 23.8 54.8 21.4

25～29歳 143 15 121 7

100.0 10.5 84.6 4.9

30～34歳 157 25 129 3

100.0 15.9 82.2 1.9

35～39歳 156 19 130 7

100.0 12.2 83.3 4.5

40～44歳 199 41 150 8

100.0 20.6 75.4 4.0

45～49歳 228 60 158 10

100.0 26.3 69.3 4.4

50～54歳 256 66 172 18

100.0 25.8 67.2 7.0

55～59歳 225 72 138 15

100.0 32.0 61.3 6.7

60～64歳 139 47 75 17

100.0 33.8 54.0 12.2

65～69歳 68 18 45 5

100.0 26.5 66.2 7.4

70～74歳 58 20 27 11

100.0 34.5 46.6 19.0

75歳以上 26 9 8 9

100.0 34.6 30.8 34.6

1ブロック（南部地域） 490 88 374 28

100.0 18.0 76.3 5.7

2ブロック（浅草地域） 357 106 225 26

100.0 29.7 63.0 7.3

3ブロック（北部地域） 175 51 109 15

100.0 29.1 62.3 8.6

4ブロック（西部地域） 377 92 258 27

100.0 24.4 68.4 7.2

5ブロック（谷中地域） 92 14 70 8

100.0 15.2 76.1 8.7

6ブロック（上野地域） 207 51 140 16

100.0 24.6 67.6 7.7

全体

性別

年代

居住地域別
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Q17.■前問で「台東区内」を選んだ方にお伺いします■台東区内で就労した理由として当て

はまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「通勤が便利だから」が 36.1％で最も多く、次いで「配属先の事業所が台東区にあるか

ら」が 30.6％、「家業を営んでいるから」が 25.4％となっている。 

（n=402） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ「通勤が便利だから」が 10.4ポイント上回り、一方、男性は「家業を

営んでいるから」が 19.4 ポイント、「配属先の事業所が台東区にあるから」が 5.3 ポイン

ト、それぞれ女性より上回っている。 

 

② 年代別 

40代は「通勤が便利だから」が他の年代と比べ多く、60代以上は「家業を営んでいるか

ら」が他の年代と比べ多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）は「家業を営んでいるから」、２ブロック（浅草地域）は「通勤

が便利だから」、４ブロック（西部地域）は「配属先の事業所が台東区にあるから」が他の

地域と比べ多くなっている。 
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402 123 66 102 16 4 145 25 30

100.0 30.6 16.4 25.4 4.0 1.0 36.1 6.2 7.5

男性 228 75 31 77 8 2 72 8 14

100.0 32.9 13.6 33.8 3.5 0.9 31.6 3.5 6.1

女性 174 48 35 25 8 2 73 17 16

100.0 27.6 20.1 14.4 4.6 1.1 42.0 9.8 9.2

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 10 6 2 0 1 2 2 1 0

100.0 60.0 20.0 0.0 10.0 20.0 20.0 10.0 0.0

25～29歳 15 10 3 1 0 0 5 0 1

100.0 66.7 20.0 6.7 0.0 0.0 33.3 0.0 6.7

30～34歳 25 10 6 2 1 0 13 1 1

100.0 40.0 24.0 8.0 4.0 0.0 52.0 4.0 4.0

35～39歳 19 4 6 1 0 0 5 4 2

100.0 21.1 31.6 5.3 0.0 0.0 26.3 21.1 10.5

40～44歳 41 11 3 10 2 0 18 3 0

100.0 26.8 7.3 24.4 4.9 0.0 43.9 7.3 0.0

45～49歳 60 18 14 11 5 0 30 3 1

100.0 30.0 23.3 18.3 8.3 0.0 50.0 5.0 1.7

50～54歳 66 21 6 18 2 1 25 8 5

100.0 31.8 9.1 27.3 3.0 1.5 37.9 12.1 7.6

55～59歳 72 24 7 21 2 0 17 0 10

100.0 33.3 9.7 29.2 2.8 0.0 23.6 0.0 13.9

60～64歳 47 11 7 19 1 0 14 1 3

100.0 23.4 14.9 40.4 2.1 0.0 29.8 2.1 6.4

65～69歳 18 3 2 6 1 0 6 0 5

100.0 16.7 11.1 33.3 5.6 0.0 33.3 0.0 27.8

70～74歳 20 3 7 7 1 0 6 3 2

100.0 15.0 35.0 35.0 5.0 0.0 30.0 15.0 10.0

75歳以上 9 2 3 6 0 1 4 1 0

100.0 22.2 33.3 66.7 0.0 11.1 44.4 11.1 0.0

1ブロック（南部地域） 88 30 17 30 4 2 29 4 7

100.0 34.1 19.3 34.1 4.5 2.3 33.0 4.5 8.0

2ブロック（浅草地域） 106 29 16 27 3 0 45 7 6

100.0 27.4 15.1 25.5 2.8 0.0 42.5 6.6 5.7

3ブロック（北部地域） 51 14 8 9 2 0 20 4 3

100.0 27.5 15.7 17.6 3.9 0.0 39.2 7.8 5.9

4ブロック（西部地域） 92 34 17 20 7 2 31 6 8

100.0 37.0 18.5 21.7 7.6 2.2 33.7 6.5 8.7

5ブロック（谷中地域） 14 2 2 5 0 0 3 2 2

100.0 14.3 14.3 35.7 0.0 0.0 21.4 14.3 14.3

6ブロック（上野地域） 51 14 6 11 0 0 17 2 4

100.0 27.5 11.8 21.6 0.0 0.0 33.3 3.9 7.8

全体

性別

年代

居住地域別



35 

Q18.■Q16で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■あなたは

台東区内で就労したいと思いますか。当てはまるものを 1つだけ選んでください。 

【全体】 

  「区内での就労にこだわらない」が 59.0％で最も多くなっている。区内での就労を

「希望する」は 19.6％で、一方「まったく希望しない」は 11.8％となっている。 

（n=1,296） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は「区内での就労にこだわらない」と区内での就労を「希望する」のどちらも女性よ

り多くなっている。一方、女性は区内での就労を「まったく希望しない」が男性と比べ 6.3

ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

40 代後半と 60 代前半は区内での就労を「希望する」が他の年代と比べ多く、一方 20 代

は区内での就労を「まったく希望しない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1296 254 153 765 124

100.0 19.6 11.8 59.0 9.6

男性 656 141 57 407 51

100.0 21.5 8.7 62.0 7.8

女性 640 113 96 358 73

100.0 17.7 15.0 55.9 11.4

18～19歳 1 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 32 2 7 18 5

100.0 6.3 21.9 56.3 15.6

25～29歳 128 19 22 80 7

100.0 14.8 17.2 62.5 5.5

30～34歳 132 26 16 84 6

100.0 19.7 12.1 63.6 4.5

35～39歳 137 27 16 87 7

100.0 19.7 11.7 63.5 5.1

40～44歳 158 28 14 98 18

100.0 17.7 8.9 62.0 11.4

45～49歳 168 45 11 95 17

100.0 26.8 6.5 56.5 10.1

50～54歳 190 43 18 113 16

100.0 22.6 9.5 59.5 8.4

55～59歳 153 29 15 93 16

100.0 19.0 9.8 60.8 10.5

60～64歳 92 25 14 41 12

100.0 27.2 15.2 44.6 13.0

65～69歳 50 5 6 33 6

100.0 10.0 12.0 66.0 12.0

70～74歳 38 5 5 17 11

100.0 13.2 13.2 44.7 28.9

75歳以上 17 0 9 5 3

100.0 0.0 52.9 29.4 17.6

1ブロック（南部地域） 402 88 47 238 29

100.0 21.9 11.7 59.2 7.2

2ブロック（浅草地域） 251 55 33 138 25

100.0 21.9 13.1 55.0 10.0

3ブロック（北部地域） 124 18 16 76 14

100.0 14.5 12.9 61.3 11.3

4ブロック（西部地域） 285 60 30 172 23

100.0 21.1 10.5 60.4 8.1

5ブロック（谷中地域） 78 10 10 46 12

100.0 12.8 12.8 59.0 15.4

6ブロック（上野地域） 156 23 17 95 21

100.0 14.7 10.9 60.9 13.5

全体

性別

年代

居住地域別
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Q19.■Q16で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■どのよう

な労働条件や労働環境があれば、台東区内へ転職あるいは新たに就労しやすいと感じま

すか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「希望する内容の職があること」が 65.9％で最も多く、次いで「給与や福利厚生などの

待遇が良いこと」が 48.4％、「ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業が多いこと」が

23.2％となっている。 

（n=1,296） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「希望する内容の職があること」は男女ともに最も多いが、「給与

や福利厚生などの待遇が良いこと」は男性、「ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業が

多いこと」は女性がそれぞれ多くなっている。加えて、女性は「出産・子育て・介護支援な

どに手厚い企業が多いこと」が男性と比べ 11.8ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

20代、30代では「出産・子育て・介護支援などに手厚い企業が多いこと」や「ワーク・

ライフ・バランスに取り組む企業が多いこと」が他の年代と比べ多くなっている。い傾向が

みられる。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1296 854 91 123 627 170 301 191 71 21 131

100.0 65.9 7.0 9.5 48.4 13.1 23.2 14.7 5.5 1.6 10.1

男性 656 433 44 69 339 48 137 94 40 11 54

100.0 66.0 6.7 10.5 51.7 7.3 20.9 14.3 6.1 1.7 8.2

女性 640 421 47 54 288 122 164 97 31 10 77

100.0 65.8 7.3 8.4 45.0 19.1 25.6 15.2 4.8 1.6 12.0

18～19歳 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 32 17 1 2 9 5 10 4 1 0 6

100.0 53.1 3.1 6.3 28.1 15.6 31.3 12.5 3.1 0.0 18.8

25～29歳 128 86 9 8 74 33 35 22 4 0 6

100.0 67.2 7.0 6.3 57.8 25.8 27.3 17.2 3.1 0.0 4.7

30～34歳 132 77 10 7 82 35 44 26 5 1 9

100.0 58.3 7.6 5.3 62.1 26.5 33.3 19.7 3.8 0.8 6.8

35～39歳 137 91 10 6 68 40 36 26 9 2 7

100.0 66.4 7.3 4.4 49.6 29.2 26.3 19.0 6.6 1.5 5.1

40～44歳 158 112 13 19 82 28 42 18 3 4 6

100.0 70.9 8.2 12.0 51.9 17.7 26.6 11.4 1.9 2.5 3.8

45～49歳 168 124 11 17 92 11 39 30 14 1 10

100.0 73.8 6.5 10.1 54.8 6.5 23.2 17.9 8.3 0.6 6.0

50～54歳 190 127 11 20 92 12 38 27 12 4 19

100.0 66.8 5.8 10.5 48.4 6.3 20.0 14.2 6.3 2.1 10.0

55～59歳 153 106 14 19 69 2 25 19 6 4 18

100.0 69.3 9.2 12.4 45.1 1.3 16.3 12.4 3.9 2.6 11.8

60～64歳 92 58 7 9 32 2 18 9 7 2 19

100.0 63.0 7.6 9.8 34.8 2.2 19.6 9.8 7.6 2.2 20.7

65～69歳 50 31 3 13 13 1 5 5 7 1 9

100.0 62.0 6.0 26.0 26.0 2.0 10.0 10.0 14.0 2.0 18.0

70～74歳 38 20 1 3 10 1 6 3 2 1 13

100.0 52.6 2.6 7.9 26.3 2.6 15.8 7.9 5.3 2.6 34.2

75歳以上 17 4 1 0 3 0 2 2 1 1 9

100.0 23.5 5.9 0.0 17.6 0.0 11.8 11.8 5.9 5.9 52.9

1ブロック（南部地域） 402 263 32 40 196 55 109 78 17 4 31

100.0 65.4 8.0 10.0 48.8 13.7 27.1 19.4 4.2 1.0 7.7

2ブロック（浅草地域） 251 174 12 17 116 37 46 33 17 5 33

100.0 69.3 4.8 6.8 46.2 14.7 18.3 13.1 6.8 2.0 13.1

3ブロック（北部地域） 124 88 7 8 65 15 26 12 6 5 8

100.0 71.0 5.6 6.5 52.4 12.1 21.0 9.7 4.8 4.0 6.5

4ブロック（西部地域） 285 180 27 36 141 34 59 39 20 4 28

100.0 63.2 9.5 12.6 49.5 11.9 20.7 13.7 7.0 1.4 9.8

5ブロック（谷中地域） 78 47 8 11 35 10 19 13 6 1 10

100.0 60.3 10.3 14.1 44.9 12.8 24.4 16.7 7.7 1.3 12.8

6ブロック（上野地域） 156 102 5 11 74 19 42 16 5 2 21

100.0 65.4 3.2 7.1 47.4 12.2 26.9 10.3 3.2 1.3 13.5

全体

性別

年代

居住地域別
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Q20.■Q16で「台東区外」または「就労していない」を選んだ方にお伺いします■台東区内

で働く場合、どのような業種につきたいと思いますか。（いくつでも） 

【全体】 

「サービス業」が 44.4％で最も多く、次いで「製造業」が 22.9％、「その他」が 22.7％

となっている。「その他」の内容としては、情報関連や医療関連などが挙げられているほか、

職種としては事務職の希望が多い。 

（n=1,165） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は女性と比べ「サービス業」と「製造業」が多く、一方、女性は男性と比べ「伝統工

芸」が 6.3ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

30代後半は「サービス業」と「製造業」、30代前半は「その他」がそれぞれ他の年代と比

べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

５ブロック（谷中地域）は「サービス業」「小売業」「伝統工芸」が他の地域と比べ多くなっ

ている。 
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1165 73 517 138 267 181 163 165 264

100.0 6.3 44.4 11.8 22.9 15.5 14.0 14.2 22.7

男性 602 33 285 59 159 91 87 67 126

100.0 5.5 47.3 9.8 26.4 15.1 14.5 11.1 20.9

女性 563 40 232 79 108 90 76 98 138

100.0 7.1 41.2 14.0 19.2 16.0 13.5 17.4 24.5

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 26 2 12 2 3 3 2 2 8

100.0 7.7 46.2 7.7 11.5 11.5 7.7 7.7 30.8

25～29歳 122 11 57 20 29 19 18 13 23

100.0 9.0 46.7 16.4 23.8 15.6 14.8 10.7 18.9

30～34歳 123 5 54 11 32 15 18 13 35

100.0 4.1 43.9 8.9 26.0 12.2 14.6 10.6 28.5

35～39歳 130 8 66 11 38 20 20 20 20

100.0 6.2 50.8 8.5 29.2 15.4 15.4 15.4 15.4

40～44歳 152 6 66 23 39 18 20 21 38

100.0 3.9 43.4 15.1 25.7 11.8 13.2 13.8 25.0

45～49歳 158 12 71 16 38 22 20 26 37

100.0 7.6 44.9 10.1 24.1 13.9 12.7 16.5 23.4

50～54歳 171 11 71 15 33 32 23 19 40

100.0 6.4 41.5 8.8 19.3 18.7 13.5 11.1 23.4

55～59歳 135 11 55 22 28 23 22 24 33

100.0 8.1 40.7 16.3 20.7 17.0 16.3 17.8 24.4

60～64歳 73 3 32 10 13 13 11 13 17

100.0 4.1 43.8 13.7 17.8 17.8 15.1 17.8 23.3

65～69歳 41 3 15 6 9 12 5 5 8

100.0 7.3 36.6 14.6 22.0 29.3 12.2 12.2 19.5

70～74歳 25 1 14 2 4 2 3 7 4

100.0 4.0 56.0 8.0 16.0 8.0 12.0 28.0 16.0

75歳以上 8 0 3 0 1 2 1 2 1

100.0 0.0 37.5 0.0 12.5 25.0 12.5 25.0 12.5

1ブロック（南部地域） 371 16 155 39 86 61 58 50 93

100.0 4.3 41.8 10.5 23.2 16.4 15.6 13.5 25.1

2ブロック（浅草地域） 218 19 99 27 49 31 25 38 46

100.0 8.7 45.4 12.4 22.5 14.2 11.5 17.4 21.1

3ブロック（北部地域） 116 11 49 13 26 18 20 18 27

100.0 9.5 42.2 11.2 22.4 15.5 17.2 15.5 23.3

4ブロック（西部地域） 257 15 120 44 65 38 40 33 53

100.0 5.8 46.7 17.1 25.3 14.8 15.6 12.8 20.6

5ブロック（谷中地域） 68 6 34 6 13 17 7 14 15

100.0 8.8 50.0 8.8 19.1 25.0 10.3 20.6 22.1

6ブロック（上野地域） 135 6 60 9 28 16 13 12 30

100.0 4.4 44.4 6.7 20.7 11.9 9.6 8.9 22.2

全体

性別

年代

居住地域別
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Q21.■起業したいと考えている方にお伺いします■どのような環境があれば、台東区内で

起業をしたいと考えますか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「家賃や広さなど環境が良いこと」（18.1％）、「事業所の開設や移転にあたって財政的な

支援があること」（17.4％）、「起業にあたって相談窓口があること」（17.0％）が上位となっ

ている。 

なお、「起業したいとは考えていない」が 63.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

「起業したいとは考えていない」以外の上位３項目について、いずれの項目も男性は女性

と比べ多くなっている。一方、女性は「起業したいとは考えていない」が 69.0％で男性と

比べ多くなっている。 

 

② 年代別 

「起業したいとは考えていない」以外の上位３項目のうち、20 代後半は「家賃や広さな

ど環境が良いこと」、40代前半は「事業所の開設や移転にあたって財政的な支援があること」

がそれぞれ他の年代と比べ多くなっている。また、20代前半と 70代以上は「起業したいと

は考えていない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 289 192 295 308 107 82 16 1074

100.0 17.0 11.3 17.4 18.1 6.3 4.8 0.9 63.3

男性 884 163 113 177 172 64 57 10 512

100.0 18.4 12.8 20.0 19.5 7.2 6.4 1.1 57.9

女性 814 126 79 118 136 43 25 6 562

100.0 15.5 9.7 14.5 16.7 5.3 3.1 0.7 69.0

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 42 2 3 5 9 3 1 0 29

100.0 4.8 7.1 11.9 21.4 7.1 2.4 0.0 69.0

25～29歳 143 29 18 31 39 8 5 0 84

100.0 20.3 12.6 21.7 27.3 5.6 3.5 0.0 58.7

30～34歳 157 30 14 28 33 17 13 0 89

100.0 19.1 8.9 17.8 21.0 10.8 8.3 0.0 56.7

35～39歳 156 31 19 30 30 9 11 1 96

100.0 19.9 12.2 19.2 19.2 5.8 7.1 0.6 61.5

40～44歳 199 38 35 47 43 16 12 2 110

100.0 19.1 17.6 23.6 21.6 8.0 6.0 1.0 55.3

45～49歳 228 46 28 42 37 16 8 2 143

100.0 20.2 12.3 18.4 16.2 7.0 3.5 0.9 62.7

50～54歳 256 46 30 42 44 13 17 2 162

100.0 18.0 11.7 16.4 17.2 5.1 6.6 0.8 63.3

55～59歳 225 32 24 33 34 13 5 5 152

100.0 14.2 10.7 14.7 15.1 5.8 2.2 2.2 67.6

60～64歳 139 23 14 18 25 7 3 2 91

100.0 16.5 10.1 12.9 18.0 5.0 2.2 1.4 65.5

65～69歳 68 8 3 13 9 2 2 1 46

100.0 11.8 4.4 19.1 13.2 2.9 2.9 1.5 67.6

70～74歳 58 2 3 5 2 2 3 0 50

100.0 3.4 5.2 8.6 3.4 3.4 5.2 0.0 86.2

75歳以上 26 2 1 1 3 1 2 1 21

100.0 7.7 3.8 3.8 11.5 3.8 7.7 3.8 80.8

1ブロック（南部地域） 490 98 58 85 88 34 36 5 303

100.0 20.0 11.8 17.3 18.0 6.9 7.3 1.0 61.8

2ブロック（浅草地域） 357 51 32 55 58 14 12 1 245

100.0 14.3 9.0 15.4 16.2 3.9 3.4 0.3 68.6

3ブロック（北部地域） 175 32 19 36 30 15 6 0 109

100.0 18.3 10.9 20.6 17.1 8.6 3.4 0.0 62.3

4ブロック（西部地域） 377 62 48 75 78 26 16 4 233

100.0 16.4 12.7 19.9 20.7 6.9 4.2 1.1 61.8

5ブロック（谷中地域） 92 17 11 15 18 8 5 2 54

100.0 18.5 12.0 16.3 19.6 8.7 5.4 2.2 58.7

6ブロック（上野地域） 207 29 24 29 36 10 7 4 130

100.0 14.0 11.6 14.0 17.4 4.8 3.4 1.9 62.8

全体

性別

年代

居住地域別
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４．新型コロナウイルス感染症の影響について 

Q22.コロナ禍において仕事に変化はありましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでくだ

さい。（3つまで） 

【全体】 

「テレワークをするようになった」が 35.0％で最も多く、次いで「WEB会議を活用するよ

うになった」が 30.4％となっている。一方、「特に変化はない」が 28.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位２項目について、男性は女性と比べ５ポイント以上上回っている。 

 

② 年代別 

全体の上位２項目について、20 代後半から 40 代前半は他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

全体の上位２項目について、１ブロック（南部地域）は他の地域と比べ多くなっている。

一方、２ブロック（浅草地域）は「仕事量が減った」、４ブロック（西部地域）は「特に変

化はない」が他の地域と比べ多くなっている。 
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1698 595 516 278 289 88 26 61 27 481 191

100.0 35.0 30.4 16.4 17.0 5.2 1.5 3.6 1.6 28.3 11.2

男性 884 331 305 157 156 51 11 22 13 252 75

100.0 37.4 34.5 17.8 17.6 5.8 1.2 2.5 1.5 28.5 8.5

女性 814 264 211 121 133 37 15 39 14 229 116

100.0 32.4 25.9 14.9 16.3 4.5 1.8 4.8 1.7 28.1 14.3

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 42 7 5 1 5 3 0 0 1 16 10

100.0 16.7 11.9 2.4 11.9 7.1 0.0 0.0 2.4 38.1 23.8

25～29歳 143 74 56 35 17 8 2 15 1 33 4

100.0 51.7 39.2 24.5 11.9 5.6 1.4 10.5 0.7 23.1 2.8

30～34歳 157 92 73 39 25 12 2 8 1 25 6

100.0 58.6 46.5 24.8 15.9 7.6 1.3 5.1 0.6 15.9 3.8

35～39歳 156 67 60 27 30 10 3 5 1 40 8

100.0 42.9 38.5 17.3 19.2 6.4 1.9 3.2 0.6 25.6 5.1

40～44歳 199 84 71 42 29 10 3 10 2 57 13

100.0 42.2 35.7 21.1 14.6 5.0 1.5 5.0 1.0 28.6 6.5

45～49歳 228 74 67 28 39 11 3 9 2 78 11

100.0 32.5 29.4 12.3 17.1 4.8 1.3 3.9 0.9 34.2 4.8

50～54歳 256 82 81 49 44 18 1 5 9 75 26

100.0 32.0 31.6 19.1 17.2 7.0 0.4 2.0 3.5 29.3 10.2

55～59歳 225 63 54 24 59 9 6 5 5 70 25

100.0 28.0 24.0 10.7 26.2 4.0 2.7 2.2 2.2 31.1 11.1

60～64歳 139 39 37 24 19 6 2 4 2 41 22

100.0 28.1 26.6 17.3 13.7 4.3 1.4 2.9 1.4 29.5 15.8

65～69歳 68 11 10 8 11 0 1 0 1 25 18

100.0 16.2 14.7 11.8 16.2 0.0 1.5 0.0 1.5 36.8 26.5

70～74歳 58 1 1 1 8 1 2 0 2 17 30

100.0 1.7 1.7 1.7 13.8 1.7 3.4 0.0 3.4 29.3 51.7

75歳以上 26 1 1 0 3 0 1 0 0 4 17

100.0 3.8 3.8 0.0 11.5 0.0 3.8 0.0 0.0 15.4 65.4

1ブロック（南部地域） 490 215 177 89 69 29 12 18 10 118 43

100.0 43.9 36.1 18.2 14.1 5.9 2.4 3.7 2.0 24.1 8.8

2ブロック（浅草地域） 357 107 95 56 86 14 4 8 10 99 57

100.0 30.0 26.6 15.7 24.1 3.9 1.1 2.2 2.8 27.7 16.0

3ブロック（北部地域） 175 52 44 25 38 10 4 7 2 50 19

100.0 29.7 25.1 14.3 21.7 5.7 2.3 4.0 1.1 28.6 10.9

4ブロック（西部地域） 377 126 107 58 49 25 4 20 4 126 39

100.0 33.4 28.4 15.4 13.0 6.6 1.1 5.3 1.1 33.4 10.3

5ブロック（谷中地域） 92 33 25 17 18 3 1 0 1 25 9

100.0 35.9 27.2 18.5 19.6 3.3 1.1 0.0 1.1 27.2 9.8

6ブロック（上野地域） 207 62 68 33 29 7 1 8 0 63 24

100.0 30.0 32.9 15.9 14.0 3.4 0.5 3.9 0.0 30.4 11.6

全体

性別

年代

居住地域別
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Q23.■前問で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■コロナ禍におい

て、収入に変化はありましたか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 「特に変わらない」が 62.6％で最も多くなっている。一方、収入が「減った」は 29.1％

となっている。 

（n=1,507） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

性別による回答傾向に大きな違いはみられない。 

  

② 年代別 

20代後半から 30代は「特に変わらない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

５ブロック（谷中地域）は「特に変わらない」、２ブロック（浅草地域）は収入が「減っ

た」がそれぞれ他の地域と比べ多くなっている。 

 

 

29.1 2.7 62.6 5.2 0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
減った 収入がなくなった

特に変わらない 増えた

その他：
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1507 439 41 943 79 5

100.0 29.1 2.7 62.6 5.2 0.3

男性 809 232 19 517 40 1

100.0 28.7 2.3 63.9 4.9 0.1

女性 698 207 22 426 39 4

100.0 29.7 3.2 61.0 5.6 0.6

18～19歳 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 32 8 1 19 2 2

100.0 25.0 3.1 59.4 6.3 6.3

25～29歳 139 33 3 92 10 1

100.0 23.7 2.2 66.2 7.2 0.7

30～34歳 151 32 5 102 12 0

100.0 21.2 3.3 67.5 7.9 0.0

35～39歳 148 36 3 102 7 0

100.0 24.3 2.0 68.9 4.7 0.0

40～44歳 186 54 4 109 18 1

100.0 29.0 2.2 58.6 9.7 0.5

45～49歳 217 64 5 137 11 0

100.0 29.5 2.3 63.1 5.1 0.0

50～54歳 230 73 10 140 6 1

100.0 31.7 4.3 60.9 2.6 0.4

55～59歳 200 71 5 116 8 0

100.0 35.5 2.5 58.0 4.0 0.0

60～64歳 117 37 3 75 2 0

100.0 31.6 2.6 64.1 1.7 0.0

65～69歳 50 17 0 32 1 0

100.0 34.0 0.0 64.0 2.0 0.0

70～74歳 28 9 2 15 2 0

100.0 32.1 7.1 53.6 7.1 0.0

75歳以上 9 5 0 4 0 0

100.0 55.6 0.0 44.4 0.0 0.0

1ブロック（南部地域） 447 136 13 275 22 1

100.0 30.4 2.9 61.5 4.9 0.2

2ブロック（浅草地域） 300 107 11 174 7 1

100.0 35.7 3.7 58.0 2.3 0.3

3ブロック（北部地域） 156 44 3 97 12 0

100.0 28.2 1.9 62.2 7.7 0.0

4ブロック（西部地域） 338 85 8 216 27 2

100.0 25.1 2.4 63.9 8.0 0.6

5ブロック（谷中地域） 83 22 1 60 0 0

100.0 26.5 1.2 72.3 0.0 0.0

6ブロック（上野地域） 183 45 5 121 11 1

100.0 24.6 2.7 66.1 6.0 0.5

全体

性別

年代

居住地域別
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Q24.■Q22で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■新型コロナウイ

ルス感染症収束後、あなたはどういった働き方をしたいですか。当てはまるものを 3つま

で選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「テレワークの実施」が 41.5％で最も多くなっている。一方、「変化の必要はない」が約

32.1％となっている。 

（n=1,507） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ「テレワークの実施」や「生活実態にあわせた時差出勤」が５ポイント

以上上回っている。一方、男性は女性と比べ「変化の必要はない」が多くなっている。 

 

② 年代別 

20代後半から 30代は、働き方の変化に関する希望について、いずれの項目も他の年代と

比べ多くなっている。一方、40 代後半以上は「変化の必要はない」が他の年代と比べ多く

なっている。 

 

③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）では「テレワークの実施」と「WEB 会議の積極的な活用」、５ブ

ロック（谷中地域）では「生活実態にあわせた時差出勤」が他の地域と比べ多くなっている。 
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1507 625 400 336 384 339 10 484

100.0 41.5 26.5 22.3 25.5 22.5 0.7 32.1

男性 809 313 229 170 187 176 4 278

100.0 38.7 28.3 21.0 23.1 21.8 0.5 34.4

女性 698 312 171 166 197 163 6 206

100.0 44.7 24.5 23.8 28.2 23.4 0.9 29.5

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 32 12 5 5 9 11 0 9

100.0 37.5 15.6 15.6 28.1 34.4 0.0 28.1

25～29歳 139 79 45 47 40 40 1 22

100.0 56.8 32.4 33.8 28.8 28.8 0.7 15.8

30～34歳 151 90 61 44 43 41 0 26

100.0 59.6 40.4 29.1 28.5 27.2 0.0 17.2

35～39歳 148 80 56 43 41 37 1 34

100.0 54.1 37.8 29.1 27.7 25.0 0.7 23.0

40～44歳 186 84 61 42 52 42 2 57

100.0 45.2 32.8 22.6 28.0 22.6 1.1 30.6

45～49歳 217 81 41 43 56 50 0 85

100.0 37.3 18.9 19.8 25.8 23.0 0.0 39.2

50～54歳 230 88 53 50 61 54 1 76

100.0 38.3 23.0 21.7 26.5 23.5 0.4 33.0

55～59歳 200 60 40 37 45 35 1 77

100.0 30.0 20.0 18.5 22.5 17.5 0.5 38.5

60～64歳 117 39 29 18 22 19 1 46

100.0 33.3 24.8 15.4 18.8 16.2 0.9 39.3

65～69歳 50 11 7 5 13 6 1 24

100.0 22.0 14.0 10.0 26.0 12.0 2.0 48.0

70～74歳 28 0 1 2 1 3 1 23

100.0 0.0 3.6 7.1 3.6 10.7 3.6 82.1

75歳以上 9 1 1 0 1 1 1 5

100.0 11.1 11.1 0.0 11.1 11.1 11.1 55.6

1ブロック（南部地域） 447 221 142 101 112 114 4 124

100.0 49.4 31.8 22.6 25.1 25.5 0.9 27.7

2ブロック（浅草地域） 300 107 74 67 76 57 2 111

100.0 35.7 24.7 22.3 25.3 19.0 0.7 37.0

3ブロック（北部地域） 156 56 28 43 33 36 1 57

100.0 35.9 17.9 27.6 21.2 23.1 0.6 36.5

4ブロック（西部地域） 338 135 81 74 92 86 3 103

100.0 39.9 24.0 21.9 27.2 25.4 0.9 30.5

5ブロック（谷中地域） 83 37 23 18 33 16 0 18

100.0 44.6 27.7 21.7 39.8 19.3 0.0 21.7

6ブロック（上野地域） 183 69 52 33 38 30 0 71

100.0 37.7 28.4 18.0 20.8 16.4 0.0 38.8

全体

性別

年代

居住地域別
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Q25.コロナ禍において、あなたやあなたの周りにおいて困りごとはありますか。当てはまる

ものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

困りごととして、「収入・経済状況に関すること」が 32.2％で最も多く、次いで「身体

やこころの状態に関すること」が 24.9％となっている。一方、「特になし」が 41.9％と

なっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ「身体やこころの状態に関すること」が 5.2 ポイント上回っているほ

か、「子育てに関すること」も男性より 6.0ポイント上回っている。一方、男性は女性と比

べ「町会や地域交流などの地域活動に関すること」が多くなっている。 

 

② 年代別 

20代後半と 50代後半は「収入・経済状況に関すること」、30代は「子育てに関すること」

や「就労・雇用に関すること」、70代以上は「町会や地域交流などの地域活動に関すること」

がそれぞれ他の年代と比べ多くなっている。また、年齢が高いほど、困りごとは「特になし」

が多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 260 547 189 108 142 423 30 30 712

100.0 15.3 32.2 11.1 6.4 8.4 24.9 1.8 1.8 41.9

男性 884 136 282 73 67 95 198 19 8 379

100.0 15.4 31.9 8.3 7.6 10.7 22.4 2.1 0.9 42.9

女性 814 124 265 116 41 47 225 11 22 333

100.0 15.2 32.6 14.3 5.0 5.8 27.6 1.4 2.7 40.9

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 42 5 14 2 2 1 12 1 2 18

100.0 11.9 33.3 4.8 4.8 2.4 28.6 2.4 4.8 42.9

25～29歳 143 16 55 23 2 9 40 2 0 53

100.0 11.2 38.5 16.1 1.4 6.3 28.0 1.4 0.0 37.1

30～34歳 157 35 49 36 8 8 44 1 2 57

100.0 22.3 31.2 22.9 5.1 5.1 28.0 0.6 1.3 36.3

35～39歳 156 36 47 49 5 13 38 3 3 53

100.0 23.1 30.1 31.4 3.2 8.3 24.4 1.9 1.9 34.0

40～44歳 199 38 58 31 10 23 51 9 4 72

100.0 19.1 29.1 15.6 5.0 11.6 25.6 4.5 2.0 36.2

45～49歳 228 31 75 15 18 18 64 2 2 96

100.0 13.6 32.9 6.6 7.9 7.9 28.1 0.9 0.9 42.1

50～54歳 256 39 82 16 24 15 72 6 3 113

100.0 15.2 32.0 6.3 9.4 5.9 28.1 2.3 1.2 44.1

55～59歳 225 29 87 3 20 16 56 2 6 103

100.0 12.9 38.7 1.3 8.9 7.1 24.9 0.9 2.7 45.8

60～64歳 139 25 42 9 9 18 20 2 3 63

100.0 18.0 30.2 6.5 6.5 12.9 14.4 1.4 2.2 45.3

65～69歳 68 3 21 4 7 5 11 0 3 36

100.0 4.4 30.9 5.9 10.3 7.4 16.2 0.0 4.4 52.9

70～74歳 58 2 11 0 2 12 12 0 0 34

100.0 3.4 19.0 0.0 3.4 20.7 20.7 0.0 0.0 58.6

75歳以上 26 1 6 1 1 4 3 2 2 13

100.0 3.8 23.1 3.8 3.8 15.4 11.5 7.7 7.7 50.0

1ブロック（南部地域） 490 81 142 54 31 39 128 10 9 204

100.0 16.5 29.0 11.0 6.3 8.0 26.1 2.0 1.8 41.6

2ブロック（浅草地域） 357 50 131 41 20 36 81 7 5 151

100.0 14.0 36.7 11.5 5.6 10.1 22.7 2.0 1.4 42.3

3ブロック（北部地域） 175 32 67 18 8 12 53 4 4 67

100.0 18.3 38.3 10.3 4.6 6.9 30.3 2.3 2.3 38.3

4ブロック（西部地域） 377 52 120 44 26 29 100 5 6 158

100.0 13.8 31.8 11.7 6.9 7.7 26.5 1.3 1.6 41.9

5ブロック（谷中地域） 92 15 22 18 8 8 18 4 0 37

100.0 16.3 23.9 19.6 8.7 8.7 19.6 4.3 0.0 40.2

6ブロック（上野地域） 207 30 65 14 15 18 43 0 6 95

100.0 14.5 31.4 6.8 7.2 8.7 20.8 0.0 2.9 45.9

全体

性別

年代

居住地域別
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Q26.■前問で「困りごとがある」と回答した方にお伺いします■困りごとに対して、行政に

対応して欲しいことはありますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つま

で） 

【全体】 

「各種給付金・助成金の支給」が 60.9％で最も多く、次いで「就労・雇用支援の充実」

が 33.5％となっている。 

（n=986） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 男性は女性と比べ「就労・雇用支援の充実」や「地域活動における感染症対策への支援」

「介護サービスの充実」がそれぞれ５ポイント以上多く、一方、女性は男性と比べ「子育て

支援の充実」が 7.4ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

20代後半から 30代は「子育て支援の充実」、60代は「地域活動における感染症対策への

支援」や「介護サービスの充実」がそれぞれ他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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986 330 600 213 145 180 184 195 33

100.0 33.5 60.9 21.6 14.7 18.3 18.7 19.8 3.3

男性 505 183 307 91 88 107 85 106 14

100.0 36.2 60.8 18.0 17.4 21.2 16.8 21.0 2.8

女性 481 147 293 122 57 73 99 89 19

100.0 30.6 60.9 25.4 11.9 15.2 20.6 18.5 4.0

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 24 6 17 3 2 4 4 2 1

100.0 25.0 70.8 12.5 8.3 16.7 16.7 8.3 4.2

25～29歳 90 23 58 30 10 12 13 15 1

100.0 25.6 64.4 33.3 11.1 13.3 14.4 16.7 1.1

30～34歳 100 35 66 44 10 14 15 17 1

100.0 35.0 66.0 44.0 10.0 14.0 15.0 17.0 1.0

35～39歳 103 27 56 46 12 19 19 19 3

100.0 26.2 54.4 44.7 11.7 18.4 18.4 18.4 2.9

40～44歳 127 48 76 37 10 26 24 23 5

100.0 37.8 59.8 29.1 7.9 20.5 18.9 18.1 3.9

45～49歳 132 49 78 24 21 25 20 37 4

100.0 37.1 59.1 18.2 15.9 18.9 15.2 28.0 3.0

50～54歳 143 55 84 11 22 21 29 33 7

100.0 38.5 58.7 7.7 15.4 14.7 20.3 23.1 4.9

55～59歳 122 41 79 4 25 23 22 28 4

100.0 33.6 64.8 3.3 20.5 18.9 18.0 23.0 3.3

60～64歳 76 28 46 8 15 22 19 10 3

100.0 36.8 60.5 10.5 19.7 28.9 25.0 13.2 3.9

65～69歳 32 8 21 6 9 3 6 2 3

100.0 25.0 65.6 18.8 28.1 9.4 18.8 6.3 9.4

70～74歳 24 7 11 0 6 7 7 4 0

100.0 29.2 45.8 0.0 25.0 29.2 29.2 16.7 0.0

75歳以上 13 3 8 0 3 4 6 5 1

100.0 23.1 61.5 0.0 23.1 30.8 46.2 38.5 7.7

1ブロック（南部地域） 286 103 160 59 45 55 52 70 9

100.0 36.0 55.9 20.6 15.7 19.2 18.2 24.5 3.1

2ブロック（浅草地域） 206 59 137 46 25 44 44 40 6

100.0 28.6 66.5 22.3 12.1 21.4 21.4 19.4 2.9

3ブロック（北部地域） 108 39 76 21 15 21 22 21 2

100.0 36.1 70.4 19.4 13.9 19.4 20.4 19.4 1.9

4ブロック（西部地域） 219 76 133 51 34 36 38 41 7

100.0 34.7 60.7 23.3 15.5 16.4 17.4 18.7 3.2

5ブロック（谷中地域） 55 18 25 15 7 6 15 7 1

100.0 32.7 45.5 27.3 12.7 10.9 27.3 12.7 1.8

6ブロック（上野地域） 112 35 69 21 19 18 13 16 8

100.0 31.3 61.6 18.8 17.0 16.1 11.6 14.3 7.1

全体

性別

年代

居住地域別
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Q27.■Q25で「町会や地域交流などの地域活動に関すること」を選んだ方にお伺いします■

具体的にどのようなことにお困りですか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3

つまで） 

【全体】 

「お祭りや旅行会など交流事業の減少」が 72.5％で最も多く、次いで「コミュニケー

ションの機会の減少」が 52.8％、「趣味・サークル活動の減少」が 32.4％となっている。 

（n=142） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位３項目について、性別による回答傾向の違いはみられないが、「地域の清掃、

防犯活動の減少」については男性が女性を 18.9ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の数が少ないため比較が困難である。 

 

③ 居住地域別 

 全体の数が少ないため比較が困難である。 
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142 75 103 27 20 46 16 8

100.0 52.8 72.5 19.0 14.1 32.4 11.3 5.6

男性 95 51 67 24 14 32 15 2

100.0 53.7 70.5 25.3 14.7 33.7 15.8 2.1

女性 47 24 36 3 6 14 1 6

100.0 51.1 76.6 6.4 12.8 29.8 2.1 12.8

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 9 4 5 2 3 4 0 1

100.0 44.4 55.6 22.2 33.3 44.4 0.0 11.1

30～34歳 8 4 3 4 1 4 0 0

100.0 50.0 37.5 50.0 12.5 50.0 0.0 0.0

35～39歳 13 9 9 3 3 2 0 1

100.0 69.2 69.2 23.1 23.1 15.4 0.0 7.7

40～44歳 23 13 19 4 4 7 1 1

100.0 56.5 82.6 17.4 17.4 30.4 4.3 4.3

45～49歳 18 5 10 3 3 3 2 3

100.0 27.8 55.6 16.7 16.7 16.7 11.1 16.7

50～54歳 15 7 9 3 2 5 3 1

100.0 46.7 60.0 20.0 13.3 33.3 20.0 6.7

55～59歳 16 11 14 1 1 7 4 1

100.0 68.8 87.5 6.3 6.3 43.8 25.0 6.3

60～64歳 18 9 13 4 2 6 3 0

100.0 50.0 72.2 22.2 11.1 33.3 16.7 0.0

65～69歳 5 3 5 0 0 3 0 0

100.0 60.0 100.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0

70～74歳 12 7 11 2 1 4 2 0

100.0 58.3 91.7 16.7 8.3 33.3 16.7 0.0

75歳以上 4 3 4 1 0 1 1 0

100.0 75.0 100.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0

1ブロック（南部地域） 39 19 26 10 4 13 5 4

100.0 48.7 66.7 25.6 10.3 33.3 12.8 10.3

2ブロック（浅草地域） 36 20 28 4 3 16 3 1

100.0 55.6 77.8 11.1 8.3 44.4 8.3 2.8

3ブロック（北部地域） 12 6 10 1 1 4 2 1

100.0 50.0 83.3 8.3 8.3 33.3 16.7 8.3

4ブロック（西部地域） 29 16 24 6 7 8 4 0

100.0 55.2 82.8 20.7 24.1 27.6 13.8 0.0

5ブロック（谷中地域） 8 5 6 3 2 1 1 0

100.0 62.5 75.0 37.5 25.0 12.5 12.5 0.0

6ブロック（上野地域） 18 9 9 3 3 4 1 2

100.0 50.0 50.0 16.7 16.7 22.2 5.6 11.1

全体

性別

年代

居住地域別
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Q28.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、あなたは孤立感・孤独感を感じましたか。 

【全体】 

 孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の合計）が 37.9％、感じ

ない（「あまり感じない」と「感じない」の合計）が 57.5％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ、孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の合計）

が 7.9ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

20 代から 40 代前半は、孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の

合計）が他の年代と比べ多くなっている。一方、年代が高いほど、孤立感・孤独感を感じな

い（「あまり感じない」と「感じない」の合計）が多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 158 485 580 395 80

100.0 9.3 28.6 34.2 23.3 4.7

男性 884 76 225 319 220 44

100.0 8.6 25.5 36.1 24.9 5.0

女性 814 82 260 261 175 36

100.0 10.1 31.9 32.1 21.5 4.4

18～19歳 1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 42 6 13 11 6 6

100.0 14.3 31.0 26.2 14.3 14.3

25～29歳 143 20 55 40 22 6

100.0 14.0 38.5 28.0 15.4 4.2

30～34歳 157 20 52 53 20 12

100.0 12.7 33.1 33.8 12.7 7.6

35～39歳 156 16 61 46 29 4

100.0 10.3 39.1 29.5 18.6 2.6

40～44歳 199 25 60 49 55 10

100.0 12.6 30.2 24.6 27.6 5.0

45～49歳 228 23 43 93 52 17

100.0 10.1 18.9 40.8 22.8 7.5

50～54歳 256 22 72 91 65 6

100.0 8.6 28.1 35.5 25.4 2.3

55～59歳 225 10 64 87 53 11

100.0 4.4 28.4 38.7 23.6 4.9

60～64歳 139 8 25 59 44 3

100.0 5.8 18.0 42.4 31.7 2.2

65～69歳 68 4 25 16 20 3

100.0 5.9 36.8 23.5 29.4 4.4

70～74歳 58 4 9 21 22 2

100.0 6.9 15.5 36.2 37.9 3.4

75歳以上 26 0 6 14 6 0

100.0 0.0 23.1 53.8 23.1 0.0

1ブロック（南部地域） 490 49 159 158 103 21

100.0 10.0 32.4 32.2 21.0 4.3

2ブロック（浅草地域） 357 33 96 123 90 15

100.0 9.2 26.9 34.5 25.2 4.2

3ブロック（北部地域） 175 14 43 63 44 11

100.0 8.0 24.6 36.0 25.1 6.3

4ブロック（西部地域） 377 40 111 115 95 16

100.0 10.6 29.4 30.5 25.2 4.2

5ブロック（谷中地域） 92 6 24 41 17 4

100.0 6.5 26.1 44.6 18.5 4.3

6ブロック（上野地域） 207 16 52 80 46 13

100.0 7.7 25.1 38.6 22.2 6.3

全体

性別

年代

居住地域別
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Q29.■前問で「とても感じた」または「少し感じた」を選んだ方にお伺いします■どんな点

に孤立感・孤独感を感じましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つま

で） 

【全体】 

「友人等と会えなくなった」が 69.1％で最も多く、次いで「家族と会えなくなった」が

43.4％、「自宅に閉じこもるようになった」が 27.1％となっている。 

（n=643） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「家族と会えなくなった」と「自宅に閉じこもるようになった」

について、女性は男性と比べ 5ポイント以上上回っている。一方、男性は女性と比べ「ホッ

とできるような居場所がない」が 7.8ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、「家族と会えなくなった」は年代が低いほど多い傾向がみられる。

一方、「自宅に閉じこもるようになった」は 50代後半以上で多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

１ブロック（南部地域）と５ブロック（谷中地域）では「職場へ出勤しなくなった」、３

ブロック（北部地域）は「ホッとできるような居場所がない」がそれぞれ他の地域と比べ多

くなっている。 
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643 279 444 158 47 138 37 38 174 15

100.0 43.4 69.1 24.6 7.3 21.5 5.8 5.9 27.1 2.3

男性 301 114 205 79 20 77 17 19 73 6

100.0 37.9 68.1 26.2 6.6 25.6 5.6 6.3 24.3 2.0

女性 342 165 239 79 27 61 20 19 101 9

100.0 48.2 69.9 23.1 7.9 17.8 5.8 5.6 29.5 2.6

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 19 10 16 3 0 3 0 0 5 1

100.0 52.6 84.2 15.8 0.0 15.8 0.0 0.0 26.3 5.3

25～29歳 75 41 56 20 4 12 6 5 21 0

100.0 54.7 74.7 26.7 5.3 16.0 8.0 6.7 28.0 0.0

30～34歳 72 36 52 29 2 17 4 6 15 0

100.0 50.0 72.2 40.3 2.8 23.6 5.6 8.3 20.8 0.0

35～39歳 77 37 51 18 5 14 1 3 16 1

100.0 48.1 66.2 23.4 6.5 18.2 1.3 3.9 20.8 1.3

40～44歳 85 38 56 21 7 18 6 4 16 3

100.0 44.7 65.9 24.7 8.2 21.2 7.1 4.7 18.8 3.5

45～49歳 66 34 48 16 6 23 7 5 9 0

100.0 51.5 72.7 24.2 9.1 34.8 10.6 7.6 13.6 0.0

50～54歳 94 29 54 23 11 20 8 8 28 4

100.0 30.9 57.4 24.5 11.7 21.3 8.5 8.5 29.8 4.3

55～59歳 74 28 52 14 5 17 4 4 29 2

100.0 37.8 70.3 18.9 6.8 23.0 5.4 5.4 39.2 2.7

60～64歳 33 10 23 5 5 7 1 1 13 1

100.0 30.3 69.7 15.2 15.2 21.2 3.0 3.0 39.4 3.0

65～69歳 29 9 23 7 1 4 0 2 12 1

100.0 31.0 79.3 24.1 3.4 13.8 0.0 6.9 41.4 3.4

70～74歳 13 3 10 2 1 2 0 0 5 1

100.0 23.1 76.9 15.4 7.7 15.4 0.0 0.0 38.5 7.7

75歳以上 6 4 3 0 0 1 0 0 5 1

100.0 66.7 50.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 83.3 16.7

1ブロック（南部地域） 208 90 142 65 15 32 13 11 51 7

100.0 43.3 68.3 31.3 7.2 15.4 6.3 5.3 24.5 3.4

2ブロック（浅草地域） 129 60 86 26 11 30 9 9 40 1

100.0 46.5 66.7 20.2 8.5 23.3 7.0 7.0 31.0 0.8

3ブロック（北部地域） 57 19 41 14 4 18 4 5 13 2

100.0 33.3 71.9 24.6 7.0 31.6 7.0 8.8 22.8 3.5

4ブロック（西部地域） 151 69 104 33 12 38 7 8 45 4

100.0 45.7 68.9 21.9 7.9 25.2 4.6 5.3 29.8 2.6

5ブロック（谷中地域） 30 13 22 11 0 8 1 1 7 0

100.0 43.3 73.3 36.7 0.0 26.7 3.3 3.3 23.3 0.0

6ブロック（上野地域） 68 28 49 9 5 12 3 4 18 1

100.0 41.2 72.1 13.2 7.4 17.6 4.4 5.9 26.5 1.5

全体

性別

年代

居住地域別
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Q30.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、今現在または将来に向けて不安なことは

何ですか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「自分や家族の健康」が 50.8％で最も多く、次いで「自分や家族の仕事・収入」が 44.5％

となっている。一方、「特に不安はない」が 22.1％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

現在または将来不安なことについて、いずれの項目も女性は男性と比べ多くなっている。

一方、男性は「特に不安はない」が女性を 6.0ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の上位２項目のうち、「自分や家族の健康」については 60代後半以上で多くなってい

る。一方、30代は「子供の教育」が他の年代と比べ多くなっているほか、20 代から 30代前

半と 60代後半以上は「友人等との交流機会の減少」が多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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特

に

不

安

は

な

い

1698 862 755 214 504 20 376

100.0 50.8 44.5 12.6 29.7 1.2 22.1

男性 884 420 370 89 250 13 221

100.0 47.5 41.9 10.1 28.3 1.5 25.0

女性 814 442 385 125 254 7 155

100.0 54.3 47.3 15.4 31.2 0.9 19.0

18～19歳 1 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 42 11 18 2 15 0 11

100.0 26.2 42.9 4.8 35.7 0.0 26.2

25～29歳 143 70 79 22 43 1 25

100.0 49.0 55.2 15.4 30.1 0.7 17.5

30～34歳 157 79 69 40 64 1 28

100.0 50.3 43.9 25.5 40.8 0.6 17.8

35～39歳 156 75 78 42 46 2 29

100.0 48.1 50.0 26.9 29.5 1.3 18.6

40～44歳 199 105 83 36 53 2 39

100.0 52.8 41.7 18.1 26.6 1.0 19.6

45～49歳 228 117 110 26 55 1 59

100.0 51.3 48.2 11.4 24.1 0.4 25.9

50～54歳 256 128 125 25 59 6 60

100.0 50.0 48.8 9.8 23.0 2.3 23.4

55～59歳 225 114 106 10 56 2 54

100.0 50.7 47.1 4.4 24.9 0.9 24.0

60～64歳 139 69 55 6 43 3 37

100.0 49.6 39.6 4.3 30.9 2.2 26.6

65～69歳 68 38 20 2 28 1 17

100.0 55.9 29.4 2.9 41.2 1.5 25.0

70～74歳 58 37 9 1 30 1 13

100.0 63.8 15.5 1.7 51.7 1.7 22.4

75歳以上 26 19 3 2 11 0 4

100.0 73.1 11.5 7.7 42.3 0.0 15.4

1ブロック（南部地域） 490 264 210 59 144 6 99

100.0 53.9 42.9 12.0 29.4 1.2 20.2

2ブロック（浅草地域） 357 187 159 44 106 5 76

100.0 52.4 44.5 12.3 29.7 1.4 21.3

3ブロック（北部地域） 175 89 88 16 54 2 37

100.0 50.9 50.3 9.1 30.9 1.1 21.1

4ブロック（西部地域） 377 187 175 53 121 0 89

100.0 49.6 46.4 14.1 32.1 0.0 23.6

5ブロック（谷中地域） 92 39 40 16 30 0 23

100.0 42.4 43.5 17.4 32.6 0.0 25.0

6ブロック（上野地域） 207 96 83 26 49 7 52

100.0 46.4 40.1 12.6 23.7 3.4 25.1

全体

性別

年代

居住地域別
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Q31.新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、ご自身の行動範囲に変化はある

と思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

「特に変化はない」が 36.9％で最も多く、次いで「やや広くなる」が 24.9％となってい

る。また、狭くなる（「狭くなる」と「やや狭くなる」の合計）は 25.1％、広くなる（「やや

広くなる」と「広くなる」の合計）は 38.0％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ「やや広くなる」が 6.6ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

60代後半は「やや狭くなる」が多い一方、70代以上は「やや広くなる」が他の年代と比

べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 128 299 627 422 222

100.0 7.5 17.6 36.9 24.9 13.1

男性 884 65 169 339 192 119

100.0 7.4 19.1 38.3 21.7 13.5

女性 814 63 130 288 230 103

100.0 7.7 16.0 35.4 28.3 12.7

18～19歳 1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 42 3 7 11 14 7

100.0 7.1 16.7 26.2 33.3 16.7

25～29歳 143 12 24 53 40 14

100.0 8.4 16.8 37.1 28.0 9.8

30～34歳 157 12 35 53 38 19

100.0 7.6 22.3 33.8 24.2 12.1

35～39歳 156 11 29 47 47 22

100.0 7.1 18.6 30.1 30.1 14.1

40～44歳 199 23 31 73 42 30

100.0 11.6 15.6 36.7 21.1 15.1

45～49歳 228 16 42 97 45 28

100.0 7.0 18.4 42.5 19.7 12.3

50～54歳 256 18 37 102 68 31

100.0 7.0 14.5 39.8 26.6 12.1

55～59歳 225 13 43 86 54 29

100.0 5.8 19.1 38.2 24.0 12.9

60～64歳 139 10 25 53 26 25

100.0 7.2 18.0 38.1 18.7 18.0

65～69歳 68 4 17 22 17 8

100.0 5.9 25.0 32.4 25.0 11.8

70～74歳 58 3 8 21 21 5

100.0 5.2 13.8 36.2 36.2 8.6

75歳以上 26 3 1 9 9 4

100.0 11.5 3.8 34.6 34.6 15.4

1ブロック（南部地域） 490 34 103 178 117 58

100.0 6.9 21.0 36.3 23.9 11.8

2ブロック（浅草地域） 357 27 60 128 84 58

100.0 7.6 16.8 35.9 23.5 16.2

3ブロック（北部地域） 175 10 25 73 40 27

100.0 5.7 14.3 41.7 22.9 15.4

4ブロック（西部地域） 377 30 62 138 111 36

100.0 8.0 16.4 36.6 29.4 9.5

5ブロック（谷中地域） 92 9 17 28 27 11

100.0 9.8 18.5 30.4 29.3 12.0

6ブロック（上野地域） 207 18 32 82 43 32

100.0 8.7 15.5 39.6 20.8 15.5

全体

性別

年代

居住地域別
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Q32.新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、どの地域までなら訪れてもよい

と思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

「感染者の多い場所は避けるが、それ以外は気にしない」が 61.4％で最も多く、次いで

「関東圏まで」が 17.4％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

性別による回答傾向に大きな違いはみられない。 

 

② 年代別 

70 代以上では「感染者の多い場所は避けるが、それ以外は気にしない」が他の年代と比

べ少なく、「関東圏まで」が多い傾向がみられる。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 84 229 296 1042 47

100.0 4.9 13.5 17.4 61.4 2.8

男性 884 47 119 155 532 31

100.0 5.3 13.5 17.5 60.2 3.5

女性 814 37 110 141 510 16

100.0 4.5 13.5 17.3 62.7 2.0

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 0 7 12 23 0

100.0 0.0 16.7 28.6 54.8 0.0

25～29歳 143 2 23 22 95 1

100.0 1.4 16.1 15.4 66.4 0.7

30～34歳 157 7 25 33 90 2

100.0 4.5 15.9 21.0 57.3 1.3

35～39歳 156 5 17 29 103 2

100.0 3.2 10.9 18.6 66.0 1.3

40～44歳 199 13 25 31 122 8

100.0 6.5 12.6 15.6 61.3 4.0

45～49歳 228 11 37 41 133 6

100.0 4.8 16.2 18.0 58.3 2.6

50～54歳 256 14 35 47 155 5

100.0 5.5 13.7 18.4 60.5 2.0

55～59歳 225 13 26 32 144 10

100.0 5.8 11.6 14.2 64.0 4.4

60～64歳 139 9 10 17 95 8

100.0 6.5 7.2 12.2 68.3 5.8

65～69歳 68 3 11 12 37 5

100.0 4.4 16.2 17.6 54.4 7.4

70～74歳 58 2 10 15 31 0

100.0 3.4 17.2 25.9 53.4 0.0

75歳以上 26 5 2 5 14 0

100.0 19.2 7.7 19.2 53.8 0.0

1ブロック（南部地域） 490 24 60 78 314 14

100.0 4.9 12.2 15.9 64.1 2.9

2ブロック（浅草地域） 357 18 45 58 224 12

100.0 5.0 12.6 16.2 62.7 3.4

3ブロック（北部地域） 175 5 27 38 101 4

100.0 2.9 15.4 21.7 57.7 2.3

4ブロック（西部地域） 377 20 56 84 212 5

100.0 5.3 14.9 22.3 56.2 1.3

5ブロック（谷中地域） 92 3 13 13 58 5

100.0 3.3 14.1 14.1 63.0 5.4

6ブロック（上野地域） 207 14 28 25 133 7

100.0 6.8 13.5 12.1 64.3 3.4

全体

性別

年代

居住地域別
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Q33.新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身の考え方や行動に変化が生じると思います

か。当てはまるもの 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

「健康への関心が高まる」が 37.3％で最も多く、次いで「家族の重要度が増す」が 33.3％

となっている。一方、「特に意識や行動は変わらない」が 26.8％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「家族の重要度が増す」については女性が男性と比べ多くなって

いる。一方、男性は女性と比べ「特に意識や行動は変わらない」が多くなっている。 

 

② 年代別 

20代、30代は「家族の重要度が増す」と「友人等の重要度が増す」が他の年代と比べ多

くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 566 385 264 184 633 108 117 342 113 16 455

100.0 33.3 22.7 15.5 10.8 37.3 6.4 6.9 20.1 6.7 0.9 26.8

男性 884 274 192 141 91 319 61 56 165 57 8 256

100.0 31.0 21.7 16.0 10.3 36.1 6.9 6.3 18.7 6.4 0.9 29.0

女性 814 292 193 123 93 314 47 61 177 56 8 199

100.0 35.9 23.7 15.1 11.4 38.6 5.8 7.5 21.7 6.9 1.0 24.4

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 42 20 19 5 0 8 2 4 7 6 0 9

100.0 47.6 45.2 11.9 0.0 19.0 4.8 9.5 16.7 14.3 0.0 21.4

25～29歳 143 69 47 16 17 56 8 20 25 8 1 27

100.0 48.3 32.9 11.2 11.9 39.2 5.6 14.0 17.5 5.6 0.7 18.9

30～34歳 157 71 51 28 9 62 16 6 29 7 0 31

100.0 45.2 32.5 17.8 5.7 39.5 10.2 3.8 18.5 4.5 0.0 19.7

35～39歳 156 61 42 33 19 56 5 13 48 7 1 31

100.0 39.1 26.9 21.2 12.2 35.9 3.2 8.3 30.8 4.5 0.6 19.9

40～44歳 199 64 47 34 23 63 11 7 39 11 1 60

100.0 32.2 23.6 17.1 11.6 31.7 5.5 3.5 19.6 5.5 0.5 30.2

45～49歳 228 80 44 33 24 68 12 15 50 12 0 73

100.0 35.1 19.3 14.5 10.5 29.8 5.3 6.6 21.9 5.3 0.0 32.0

50～54歳 256 58 39 41 32 111 19 19 45 10 4 76

100.0 22.7 15.2 16.0 12.5 43.4 7.4 7.4 17.6 3.9 1.6 29.7

55～59歳 225 57 38 29 23 91 14 12 47 26 6 63

100.0 25.3 16.9 12.9 10.2 40.4 6.2 5.3 20.9 11.6 2.7 28.0

60～64歳 139 42 23 16 23 60 11 7 25 10 2 42

100.0 30.2 16.5 11.5 16.5 43.2 7.9 5.0 18.0 7.2 1.4 30.2

65～69歳 68 21 17 12 6 28 4 6 12 7 1 18

100.0 30.9 25.0 17.6 8.8 41.2 5.9 8.8 17.6 10.3 1.5 26.5

70～74歳 58 15 16 10 3 19 3 5 7 5 0 19

100.0 25.9 27.6 17.2 5.2 32.8 5.2 8.6 12.1 8.6 0.0 32.8

75歳以上 26 8 2 7 5 11 3 3 8 4 0 5

100.0 30.8 7.7 26.9 19.2 42.3 11.5 11.5 30.8 15.4 0.0 19.2

1ブロック（南部地域） 490 158 115 80 45 194 19 37 106 32 5 126

100.0 32.2 23.5 16.3 9.2 39.6 3.9 7.6 21.6 6.5 1.0 25.7

2ブロック（浅草地域） 357 130 85 53 39 132 26 20 77 21 5 92

100.0 36.4 23.8 14.8 10.9 37.0 7.3 5.6 21.6 5.9 1.4 25.8

3ブロック（北部地域） 175 54 36 35 21 67 15 12 39 14 1 43

100.0 30.9 20.6 20.0 12.0 38.3 8.6 6.9 22.3 8.0 0.6 24.6

4ブロック（西部地域） 377 131 94 49 52 135 23 34 72 31 2 100

100.0 34.7 24.9 13.0 13.8 35.8 6.1 9.0 19.1 8.2 0.5 26.5

5ブロック（谷中地域） 92 25 13 16 14 34 10 6 19 5 1 24

100.0 27.2 14.1 17.4 15.2 37.0 10.9 6.5 20.7 5.4 1.1 26.1

6ブロック（上野地域） 207 68 42 31 13 71 15 8 29 10 2 70

100.0 32.9 20.3 15.0 6.3 34.3 7.2 3.9 14.0 4.8 1.0 33.8

全体

性別

年代

居住地域別
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Q34.新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身が旅行など観光に行く頻度に変化はあると

思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）は 52.7％、減る（「やや減ると

思う」と「減ると思う」の合計）は 11.6％となっている。また、「特に変わらない」が 35.6％

で最も多く、次いで「やや増えると思う」が 31.4％となっている。 

 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ、増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）が多くなっ

ている。一方、男性は女性と比べ「特に変わらない」が多くなっている。 

 

② 年代別 

20代から 30代、70代以上は、増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）

が他の年代と比べ多くなっている。 

 

③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 362 534 605 122 75

100.0 21.3 31.4 35.6 7.2 4.4

男性 884 190 258 341 57 38

100.0 21.5 29.2 38.6 6.4 4.3

女性 814 172 276 264 65 37

100.0 21.1 33.9 32.4 8.0 4.5

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 17 9 11 2 3

100.0 40.5 21.4 26.2 4.8 7.1

25～29歳 143 33 58 35 14 3

100.0 23.1 40.6 24.5 9.8 2.1

30～34歳 157 39 52 48 14 4

100.0 24.8 33.1 30.6 8.9 2.5

35～39歳 156 39 60 43 10 4

100.0 25.0 38.5 27.6 6.4 2.6

40～44歳 199 44 60 70 14 11

100.0 22.1 30.2 35.2 7.0 5.5

45～49歳 228 38 66 98 16 10

100.0 16.7 28.9 43.0 7.0 4.4

50～54歳 256 48 73 99 19 17

100.0 18.8 28.5 38.7 7.4 6.6

55～59歳 225 41 56 96 20 12

100.0 18.2 24.9 42.7 8.9 5.3

60～64歳 139 28 48 55 6 2

100.0 20.1 34.5 39.6 4.3 1.4

65～69歳 68 15 19 25 6 3

100.0 22.1 27.9 36.8 8.8 4.4

70～74歳 58 14 20 18 1 5

100.0 24.1 34.5 31.0 1.7 8.6

75歳以上 26 6 12 7 0 1

100.0 23.1 46.2 26.9 0.0 3.8

1ブロック（南部地域） 490 108 161 158 40 23

100.0 22.0 32.9 32.2 8.2 4.7

2ブロック（浅草地域） 357 79 106 134 24 14

100.0 22.1 29.7 37.5 6.7 3.9

3ブロック（北部地域） 175 43 53 60 14 5

100.0 24.6 30.3 34.3 8.0 2.9

4ブロック（西部地域） 377 64 125 141 27 20

100.0 17.0 33.2 37.4 7.2 5.3

5ブロック（谷中地域） 92 21 34 28 6 3

100.0 22.8 37.0 30.4 6.5 3.3

6ブロック（上野地域） 207 47 55 84 11 10

100.0 22.7 26.6 40.6 5.3 4.8

全体

性別

年代

居住地域別
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５．台東区が実施する施策の重要度、満足度等について 

Q35-1.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの重要度について、当

てはまるものを 1つ選択してください。【これまで取り組んできた分野の重要度】 

【全体】 

各項目の重要度を比較すると、「重要である」と「比較的重要である」を合わせた≪重要

である≫は、「10.防災防犯分野」（75.6％）、「4.健康分野」（68.1％）、「5.福祉分野」（65.6％）

などが特に高くなっている。 
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1.子育て分野

2.教育分野

3.生涯学習分野

4.健康分野

5.福祉分野

6.文化分野

7.産業分野

8.観光分野

9.まちづくり分野

10.防災防犯分野

11.環境分野

12.パートナーシップの促進

13.区政運営
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Q35-2.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの満足度について、当

てはまるものを 1つ選択してください。【これまで取り組んできた分野の満足度】 

【全体】 

各項目の満足度を比較すると、「満足である」と「比較的満足である」を合わせた≪満足

である≫は、「8.観光分野」（32.1％）、「6.文化分野」（29.5％）、「4.健康分野」（26.1％）な

どが高くなっている。 
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11.環境分野

12.パートナーシップの促進

13.区政運営
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■重要度と満足度の比較 

 各分野の比較を分かりやすくするため、横軸を重要度、縦軸を満足度とした散布図を下の

表に示している。項目間の相対的な評価を行うために、「重要である」「満足である」を 2、

「比較的重要である」「比較的満足である」を 1、「普通」を 0、「あまり重要ではない」「あ

まり満足ではない」を-1、「重要ではない」「満足ではない」を-2 とした上で、重要度と満

足度の平均値（それぞれ 0.75、0.12）を基準に 4つの領域に分けて分析を行った。 

 「優先的課題領域」は、重要度が高いが満足度は低いため、優先的に取り組む必要性が高

い領域といえる。同様に、満足度が高く重要度も高い領域を「ニーズ充足領域」、満足度が

低く重要度も低い領域を「選択的課題領域」、満足度が高く重要度が低い領域を「現状維持

領域」としている。 

 優先的課題領域には、「10.防災防犯分野」「5.福祉分野」「11.環境分野」などがある。 
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Q35-3.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。社会的にみて、コロナ収束後に各取り組みがどの程度重要に

なると思いますか。当てはまるものを 1つ選択してください。【コロナ収束後の重要度】 

【全体】 

新型コロナウイルス感染症収束後の各項目の重要度を比較すると、「重要である」と「比

較的重要である」を合わせた≪重要である≫は、「4.健康分野」（63.2％）、「10.防災防犯分

野」（61.6％）などが特に高くなっている。 
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10.防災防犯分野

11.環境分野

12.パートナーシップの促進

13.区政運営
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■これまでの重要度とコロナ収束後の重要度の比較 

 各分野の比較を分かりやすくするため、重要度と満足度の比較と同様に、散布図を下の表

に示している。項目間の相対的な評価を行うために、「重要である」を 2、「比較的重要であ

る」を 1、「普通」を 0、「あまり重要ではない」を-1、「重要ではない」を-2とした上で、こ

れまでの重要度とコロナ収束後の重要度の平均値（それぞれ 0.75、0.67）を基準に 4 つの

領域に分けて分析を行った。 

これまでもコロナ収束後も重要度が高い領域には、「10.防災防犯分野」「4.健康分野」

が挙げられる。 

 コロナ収束後に重要度が低くなる領域には、「11.環境分野」などが挙げられる。 

一方、コロナ収束後に重要度が高まる領域には「1.子育て分野」「2.教育分野」が挙げ

られる。 

 これまでもコロナ収束後も重要度が低い領域には「12.パートナーシップの促進」など

が挙げられる。 
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６．今後の行政サービスについて 

Q36.新型コロナウイルス感染症拡大の波が繰り返されることが懸念される中で、今後の行

政サービスとして、あなたが重要だと考えるものについて、当てはまるものを 5つまで選

んでください。（5つまで） 

【全体】 

「収入の減少により、生活が困難になった方への支援」（34.8％）、「介護・障害福祉サー

ビスの提供」（32.6％）、「キャッシュレス決済やオンライン手続きの導入など行政のデジタ

ル化の推進」（30.9％）が上位となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「収入の減少により、生活が困難になった方への支援」について、

女性は男性より 5.8 ポイント上回っている。また、女性は「虐待や DV（ドメスティック・

バイオレンス）等の相談支援体制の強化」も男性より 8.9ポイント上回っている。一方、男

性は「ICTを活用した地域での健康づくりや健康に関する普及啓発活動の推進」が女性より

5.1ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

50代後半以上で年齢が高いほど、「介護・障害福祉サービスの提供」と「地域医療提供体

制の維持・確保」が多い傾向がみられる。 

 

20.0

11.7

18.3

22.4

32.6

27.1

10.0

12.3

29.5

34.8

16.7

30.9

13.0

3.8

18.6

14.5

8.5

11.0

1.4

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

ICTを活用した地域での健康づくりや健康に関する普及啓発活動の推進

ICTを活用した子育て相談環境の充実や交流機会の提供

虐待やDV（ドメスティック・バイオレンス）等の相談支援体制の強化

ひとり親世帯の生活の安定を図るための支援

介護・障害福祉サービスの提供

地域医療提供体制の維持・確保

ICTを活用した学習環境の充実

事業者の資金繰りや販路の開拓など、経営基盤の強化に向けた支援

雇用・就業支援

収入の減少により、生活が困難になった方への支援

非常時における行政機能の維持及び業務継続性の確保

キャッシュレス決済やオンライン手続きの導入など行政のデジタル化の推進

イベントや公共施設における感染症対策の徹底

ICTを活用した情報発信の充実など、文化に親しむ機会の提供

商店街等における消費の喚起

国内旅行者向けの観光プロモーション

国内観光客の受入環境整備及び受入の促進

海外観光客の受入環境整備及び受入の促進

その他：
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③ 居住地域別 

居住地域別による回答傾向に大きな違いはみられない。 
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1698 339 198 310 380 553 461 169 209 501 591

100.0 20.0 11.7 18.3 22.4 32.6 27.1 10.0 12.3 29.5 34.8

男性 884 198 102 124 181 296 234 87 133 242 283

100.0 22.4 11.5 14.0 20.5 33.5 26.5 9.8 15.0 27.4 32.0

女性 814 141 96 186 199 257 227 82 76 259 308

100.0 17.3 11.8 22.9 24.4 31.6 27.9 10.1 9.3 31.8 37.8

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 7 5 11 12 9 6 1 4 10 15

100.0 16.7 11.9 26.2 28.6 21.4 14.3 2.4 9.5 23.8 35.7

25～29歳 143 23 24 33 38 30 21 14 12 49 58

100.0 16.1 16.8 23.1 26.6 21.0 14.7 9.8 8.4 34.3 40.6

30～34歳 157 32 29 38 32 27 36 26 16 47 61

100.0 20.4 18.5 24.2 20.4 17.2 22.9 16.6 10.2 29.9 38.9

35～39歳 156 27 32 36 33 26 29 21 13 43 48

100.0 17.3 20.5 23.1 21.2 16.7 18.6 13.5 8.3 27.6 30.8

40～44歳 199 37 21 40 40 50 51 19 27 69 66

100.0 18.6 10.6 20.1 20.1 25.1 25.6 9.5 13.6 34.7 33.2

45～49歳 228 39 21 34 48 68 53 21 14 87 72

100.0 17.1 9.2 14.9 21.1 29.8 23.2 9.2 6.1 38.2 31.6

50～54歳 256 47 24 47 55 92 83 26 40 72 79

100.0 18.4 9.4 18.4 21.5 35.9 32.4 10.2 15.6 28.1 30.9

55～59歳 225 49 16 27 49 105 65 15 32 69 77

100.0 21.8 7.1 12.0 21.8 46.7 28.9 6.7 14.2 30.7 34.2

60～64歳 139 37 14 21 26 55 49 14 25 31 53

100.0 26.6 10.1 15.1 18.7 39.6 35.3 10.1 18.0 22.3 38.1

65～69歳 68 19 5 10 18 44 30 3 10 12 29

100.0 27.9 7.4 14.7 26.5 64.7 44.1 4.4 14.7 17.6 42.6

70～74歳 58 14 5 9 22 33 28 7 9 8 23

100.0 24.1 8.6 15.5 37.9 56.9 48.3 12.1 15.5 13.8 39.7

75歳以上 26 8 2 4 7 14 10 1 7 4 10

100.0 30.8 7.7 15.4 26.9 53.8 38.5 3.8 26.9 15.4 38.5

1ブロック（南部地域） 490 107 70 95 112 150 137 57 52 149 146

100.0 21.8 14.3 19.4 22.9 30.6 28.0 11.6 10.6 30.4 29.8

2ブロック（浅草地域） 357 62 30 55 81 117 105 28 45 105 136

100.0 17.4 8.4 15.4 22.7 32.8 29.4 7.8 12.6 29.4 38.1

3ブロック（北部地域） 175 30 17 34 41 66 43 23 21 54 67

100.0 17.1 9.7 19.4 23.4 37.7 24.6 13.1 12.0 30.9 38.3

4ブロック（西部地域） 377 78 45 68 86 124 104 34 54 115 144

100.0 20.7 11.9 18.0 22.8 32.9 27.6 9.0 14.3 30.5 38.2

5ブロック（谷中地域） 92 18 13 19 14 31 26 11 12 21 29

100.0 19.6 14.1 20.7 15.2 33.7 28.3 12.0 13.0 22.8 31.5

6ブロック（上野地域） 207 44 23 39 46 65 46 16 25 57 69

100.0 21.3 11.1 18.8 22.2 31.4 22.2 7.7 12.1 27.5 33.3

全体

性別

年代

居住地域別
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1698 284 524 220 65 315 246 144 186 24

100.0 16.7 30.9 13.0 3.8 18.6 14.5 8.5 11.0 1.4

男性 884 146 272 93 41 170 124 83 104 16

100.0 16.5 30.8 10.5 4.6 19.2 14.0 9.4 11.8 1.8

女性 814 138 252 127 24 145 122 61 82 8

100.0 17.0 31.0 15.6 2.9 17.8 15.0 7.5 10.1 1.0

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 42 1 10 5 1 7 6 1 6 0

100.0 2.4 23.8 11.9 2.4 16.7 14.3 2.4 14.3 0.0

25～29歳 143 15 48 16 7 30 28 18 17 0

100.0 10.5 33.6 11.2 4.9 21.0 19.6 12.6 11.9 0.0

30～34歳 157 24 71 24 4 29 23 12 16 3

100.0 15.3 45.2 15.3 2.5 18.5 14.6 7.6 10.2 1.9

35～39歳 156 22 52 20 7 24 25 11 19 3

100.0 14.1 33.3 12.8 4.5 15.4 16.0 7.1 12.2 1.9

40～44歳 199 32 67 27 8 38 28 14 24 1

100.0 16.1 33.7 13.6 4.0 19.1 14.1 7.0 12.1 0.5

45～49歳 228 38 72 28 6 45 34 20 25 6

100.0 16.7 31.6 12.3 2.6 19.7 14.9 8.8 11.0 2.6

50～54歳 256 41 66 28 7 48 32 30 30 4

100.0 16.0 25.8 10.9 2.7 18.8 12.5 11.7 11.7 1.6

55～59歳 225 38 70 33 9 43 32 24 25 2

100.0 16.9 31.1 14.7 4.0 19.1 14.2 10.7 11.1 0.9

60～64歳 139 31 36 17 9 19 18 6 10 3

100.0 22.3 25.9 12.2 6.5 13.7 12.9 4.3 7.2 2.2

65～69歳 68 18 13 6 3 13 6 3 6 2

100.0 26.5 19.1 8.8 4.4 19.1 8.8 4.4 8.8 2.9

70～74歳 58 17 14 7 3 15 4 3 6 0

100.0 29.3 24.1 12.1 5.2 25.9 6.9 5.2 10.3 0.0

75歳以上 26 7 4 9 1 4 10 2 2 0

100.0 26.9 15.4 34.6 3.8 15.4 38.5 7.7 7.7 0.0

1ブロック（南部地域） 490 82 167 51 28 91 66 41 44 6

100.0 16.7 34.1 10.4 5.7 18.6 13.5 8.4 9.0 1.2

2ブロック（浅草地域） 357 72 111 57 14 75 55 40 50 5

100.0 20.2 31.1 16.0 3.9 21.0 15.4 11.2 14.0 1.4

3ブロック（北部地域） 175 22 51 22 4 32 36 18 14 3

100.0 12.6 29.1 12.6 2.3 18.3 20.6 10.3 8.0 1.7

4ブロック（西部地域） 377 62 116 57 14 72 55 28 40 1

100.0 16.4 30.8 15.1 3.7 19.1 14.6 7.4 10.6 0.3

5ブロック（谷中地域） 92 20 24 12 1 16 13 6 7 2

100.0 21.7 26.1 13.0 1.1 17.4 14.1 6.5 7.6 2.2

6ブロック（上野地域） 207 26 55 21 4 29 21 11 31 7

100.0 12.6 26.6 10.1 1.9 14.0 10.1 5.3 15.0 3.4

全体

性別

年代

居住地域別
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７．台東区の将来について（自由記入） 

Q37. 台東区の将来について、ご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 台東区の将来に関して、563件の意見が寄せられた。現行長期総合計画の分野に沿った分

類ごとの主な意見は次の通り。 

 

①全般（47件） 

・若い人が住みやすい街を目指してほしい。 

・高齢者人口が増加しており、若い人たちの定住対策をもっと促進してほしい。具体的には、

分譲マンション購入時に一部金額の補助する等。 

・もっと若い世代の居住が必要。年寄りばかりだと街が発展しない。 

・子育て世帯が増加するような台東区になって欲しい。 

・若い人に台東区に住み続けてもらえるようにすべき。土地も高い。家賃も高い。高くて家

は買えない。これでは若い人は出ていってしまう。とてもじゃないが、台東区で結婚して

子育てする気持ちにはなれないだろう。 

・若い人が生き生きと活躍できる台東区。そういう方向性を行政と共に作りたい。 

・住宅費がかなり上がってきている人気地区になるので、若い人が比較的余裕を持って暮ら

せるように補助金を出してほしい。また、高齢社会による空き家も増えているため、区で

買取り、若者に格安販売などしてこれから社会を担う人に対して住みやすい住環境など

の提供をしてほしい。 

・若い方からお年寄りまで、幅広い方達が過ごしやすく、手厚いサポートがある区にしてほ

しい。 

・老若男女が住みやすい町にしてほしい。 

・目先の利益だけを追う近視眼的な街づくりではなく、台東区ならではの強みや資産（歴

史・文化・風土など）を大切にしてもらいたいです。 

・観光、インバウンドに依存しないまちづくり。 

・これまで通り、観光重視で、明るく楽しいイメージを持つ地域として、推進して行って欲

しい。 

・古いものを守りつつ新しいことを取り入れてほしい。 

・観光事業充実と地域住民の住みやすさのバランスをとる。 

・台東区の歴史を遺しつつ、現代の価値観に合う変化を遂げて欲しい。 

・住みやすい街づくりをしてもらいたい。 

・住みやすい街だと思います。これからも犯罪の少ない街づくり、人が暮らしやすい街づく

りを期待します。 

・台東区は都会であり、エリアによっては緑豊かで庶民的な下町の雰囲気をあわせ持つ珍し

い区であると思います。これからも台東区が住みやすく、素敵な街になることを願ってい
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ます。 

・雑多なものが混在する台東区の魅力を損なわないような綺麗になりすぎない街づくりを

望みたい。 

 

②子育て（28件） 

・子供が生き生きと暮らせる街にして欲しい。 

・子育て世代の支援と教育に力を入れて欲しい。 

・子供にもっと優しい区政であってほしい。 

・安心して子供が産める子育てしやすい街になって欲しい。 

・子育て世帯への現金給付をお願いします。 

・子育てしやすい区になって欲しいなと思う。 

・保育園幼稚園の待機児童を解消して欲しい。 

・子育て世代へのサービスをもっと手厚くしてほしい。 

・もっと子供が遊べる場所を増やしてほしい。 

・児童福祉の充実。児童養護施設、里親支援。子ども食堂の普及とそれに伴う職員の雇用の

拡大。児童虐待ゼロを目指す。一人親の支援の充実などを期待しています。 

・子育てにおいて、子供 3人いると手当が出るが今後初めて出産する人、高齢出産に向けて

のケアもしっかりして欲しいです。また、2LDK 以上の家賃相場が高く、これからも住み

続けるのが難しいと感じています。住環境の整備も整えてずっと住みたい街になること

を期待しています。 

 

③教育・生涯学習（９件） 

・科学分野の教育を充実させてほしい。 

・小学校が選べないため、転居が視野に入っている。 

・コロナ禍、区の学校教育は完全に機能していなかった。未だ安心できる対策が示されてい

ない。 

・スポーツの出来る場所の増加。 

・図書館の時間帯長くしてほしい。 

 

④健康・福祉（49件） 

・医療施設を充実させてほしい。 

・南部地域に入院できる大規模医療機関が少ない。 

・高齢者向けのストレッチ教室などの運動する機会を多く作って欲しいです。 

・コロナによる収入減少の補填や収入減少による自殺者の減少やメンタル面のケアが必要

だとおもいます。 

・自分自身や家族も高齢となり医療体制に不安を感じています。 
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・福祉に力を入れて欲しい。福祉で働く人の賃金をあげて欲しい。 

・高齢者に対するサービスを充実してほしい。 

・高齢者の孤立を防ぐため、集いの場の充実。 

・高齢者が増えていると思います。高齢者の住宅、シルバーピアのシステムはとても良いと

思いますが、個数が少ないのでどんどんふやしてほしいです。また、その応募資格など、

見直しをお願いしたいです。 

・一人暮らしの高齢者が借りられる賃貸住宅が必要になる。 

・我が家と同じように療育を受けていた方は、台東区ではこの先障害のある子にとってあま

り福祉サービスがよく無いからと他区へ引っ越してしまいました。今後もっと力を入れ

てほしいです。 

・若者の支援をもっと厚くしてほしい。 

・世代問わず、一人暮らしへの支援が欲しい。子育てや高齢者を優遇しているが、該当しな

い人で支援が必要な人への政策が見えない。 

・ホームレスの居住施設の充実。最近特にホームレスが増えています。 

・ホームレスへのコロナワクチン啓蒙は、良い取組だったと思う。ホームレスはいない方が

良いが、いるからには福祉等の対策が必要かと。 

・区内にはホームレスが多く、公園で寝泊まりしている人もいるので子供達が遊べなくなっ

ているのでそういう方達が泊まれる場所があればいいと思う。 

・生活困窮者への福祉の対応を強化してほしい。 

 

⑤文化（25件） 

・伝統を守っていけるように。 

・文化的施設も多く、歴史もあるので、もっと売り出してほしい。（車のナンバープレート

で上野や浅草があってもいいと思う。） 

・古き良きところの保存は是非して欲しいと思います。お祭りなどの伝統行事が今後どうな

るか心配ですので、継続できる環境を保って欲しいと思います。 

・昔からの特徴のある文化を活かした町づくり。 

・古き良き文化をいつまでも大切にしながら、裏側を近代化してほしい。 

・歴史を守りつつ発展してほしい。 

・感染対策に気をつけて、お祭りや季節行事が日常に戻ってくるよう願っています。 

・文化的なまちづくりを続けて欲しい。 

・深い歴史文化を持った伝統的なエリアなのでそれを大切に守ってほしい。 

 

⑥産業（29件） 

・日本一の繁華街だった頃の活気を取り戻して欲しい。 

・アメ横などのマーケットはあるが一般的なスーパーマーケットが少なすぎて買い物に
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困っている。他区まで毎回通っているくらい。気軽な買い物ができるスーパーを作って欲

しい。 

・新しいマンションが続々建設されているわりに、スーパーなどの買い物できる場所が限ら

れている気がする。 

・中小企業が多く集まる地区なので、雇用など事業を継続していく為の支援が大事だと思い

ます。 

・都心に近いので雇用が充実して暮らしやすい街になって欲しい。 

・年配の人でも働ける場所をたくさん提供して欲しい。 

・IT企業の誘致。 

・伝統工芸の育成と維持に力を入れて頂きたいです。 

・コロナ禍で困窮する自営業者に対する救済制度を確立してほしい。台東区には多くの歴史

ある老舗の店舗もあるのだから。あまりにも観光業に依存するのは危険。 

 

⑦観光（35件） 

・観光を重視してほしい。 

・コロナ禍以前の様な観光客が多く訪れる活気ある町に戻って欲しい。 

・観光地が多いのでこれからまた外国人で賑わう台東区になって欲しいです。 

・海外からよりも国内からの旅行客誘致の方が好ましい。 

・民泊も無くなって今は嬉しいが、また、住んでるマンションでも民泊する人たちが戻って

くるかと思うと嫌だなと思う。 

・観光に依存しない地域づくりを目指して欲しい。過度に観光産業に依存した結果、コロナ

禍のような非常時にはホテル等の廃業・休業が相次ぐなど地域の活力が失われている。観

光資源を活かしたまちづくりは重要だが、それはあくまでも住民税を支払って地域に根

差した地域住民の生活があってこそ成り立つことだと感じている。 

・観光客の増加は重要だが、感染症や治安などしっかり手を打って迎えられるようになって

ほしい。 

・観光スポットは多いが上手くアピールしきれていない、マネタイズしきれていない、収入

を区民に還元できていない。ただ観光客を待つのではなく、積極的にアピールし、ちゃん

とお金を落としてもらう娯楽を用意し、区民に還元する流れを作る必要がある。電子マ

ネーのキャッシュバックキャンペーン等、デジタル化への遅れも感じられるので、その点

も要改善。 

・コロナが落ち着いたら、観光地の賑わいを取り戻して欲しい。 

・適切な観光客のキャパシティを把握し、それに見合った観光客（数）の受け入れをしても

らいたい。コロナ前はキャパをオーバーしていた。 

・コロナ前は海外観光客向けの街づくりのイメージが強く、近所で生活する身としては、特

に休日の街中、店内が観光客で込み合って買い物しづらい。住宅のある通りでも時間を問
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わず集団で大きな声を出す。ゴミやタバコなどを家の前にポイ捨てなどがあり困ること

がありました。 

・観光によって成り立つお店も多いと思うので、現状がよいとは全く思ってませんが、急に

元のように戻るのもちょっと困ります。上手くバランスがとれるとよいなと思います。 

 

⑧まちづくり（59件） 

・都会の新しさと、下町情緒の古さがいい塩梅に調和した町であり続けてほしい。 

・昔のよき下町の風情を残して欲しい。 

・浅草、浅草橋エリアの更なる開発が必要だと思う。浅草には映画館がなくなってしまった

ので映画館はあった方が良いと思う。 

・大きな商業施設ができるともっと住みたい街として選ばれると思います。映画館がほしい

です。 

・鶯谷駅周辺を大規模にキレイに変えてほしい。 

・やはり高齢化が一番問題。若い人が転入しやすくなるような政策。公園の充実やスポーツ

施設の充実が必要だ。高齢者向けの政策だけでは衰退する。 

・上野駅とその周辺の再開発をしないと、台東区は発展しない。 

・100戸以上のマンションで複数入口や設備で多額の費用がかかる保育所設置の条例のせい

で、台東区は良好な住宅ができにくく、評判も悪い。500戸なら良かった。 

・家賃が高過ぎる。少し収入に見合う家賃制度も視野に入れて検討して頂きたいです。 

・マンションばかり増えて、人口が増えるのは良い事かもしれませんが、かえって人のつな

がりが薄れていく気がします。単身者用ばかりではなく、家族で住める環境を整えていた

だきたいです。 

・駅から離れていても家賃が高い。 

・文化的景観財産は良い環境で残しながらもより良い住環境を構築して欲しい。 

・福祉施設の充実、バリアフリーな街並みづくり。シニアの住みやすい台東区になるといい

と思います。 

・だいぶ綺麗になってきましたが、まだ隅田川沿いでホームレスの方や、スケートボードで

遊んで迷惑をかけている方が多い印象です。せっかくの景観なので、住民が安心して楽し

めるようにしていただきたいと思います。 

・駅の改札内のバリアフリー化を急いで欲しい。観光客も多く、ベビーカーや車椅子の方は

階段ばかりの駅にとても苦労しています。 

・公共交通機関を増やしてください。 

・ぐるーりめぐりんの逆方向路線があるといいかな。 

・電車がない地域なのでバスをもう少し充実させて欲しい。 

・放置自転車が多すぎる。区役所まで言いに行ったこともあるが、全く変わらない。 

・商業施設等で自転車があふれています。歩きづらいので、なんとかして欲しい。 
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⑨防災・防犯（59件） 

・地震や台風・大雨等自然災害は必ずやってきます。今後の街づくりの際、例えば再開発事

業などを推進する場合には、これらの災害から住民を守れるような一歩先を考えた取り

組みを期待します。 

・隅田川が近く、水害が心配なので、災害に強い町にしてほしい。 

・台東区は海抜１から４ｍ程度の箇所が多いので、隅田川の堰堤補強や浚渫工事も継続的に

行ってもらいたいです。 

・災害に強い街づくりを臨む。 

・災害についてもう少し情報が欲しい。 

・災害対策に不安がある。小学校の建て替えを促進し、廃校の校舎もいざというとき避難所

にできるような建物に変えてほしい。 

・水害、地震、火災など災害に強い街づくり（住民ネットワーク、防災組織の構築、地域避

難訓練等）。 

・治安の維持と交通の安全を重視してほしい。 

・外国人が増え、犯罪や騒音問題が増えてきている。 

・外国人労働者と居住者の受け入れは良いが、それによる治安の悪化は気になる。 

・治安が良くなればいいなと思います。 

・治安が悪いのでホームレスなどの対策を希望します。 

・安全で安心な町を希望します。 

・夜間の治安のため街灯を増やしてほしい。 

・子供も老人も安心して暮らせる区であって欲しい。 

・警察にしっかり働いてほしい。細かな犯罪の看過が多過ぎる。 

・街灯を増やすなど、防犯により力を入れてほしい。 

・自転車が歩道を走ったりマナーが悪い人が多い。 

・ホームレス支援を続けることで治安の改善を続けていってほしい。 

・観光地・歓楽街がおおいので、他区に比べて犯罪率が多いように感じる。防犯に力を入れ

てほしい。 

 

⑩環境（34件） 

・緑や川、自然を大切にし、清潔で心地よい街になり、老若男女が経済や健康に不安なく安

心して暮らせる地域であると良いと思います。 

・公園が少ない。木陰もなく子ども達が思い切り遊ぶ場所が本当に少ない。木陰があり自然

と触れ合いながらも身体を動かせる公園がほしい。 

・隅田川沿いの散歩道を、もう少し綺麗にと、お店なんかを増やしたら、もっと人が集まる

素晴らしい場所になると思います！ 
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・歩きタバコが目立つ。コロナ禍での歩きタバコは特に許せない。取り締まりを徹底して欲

しい。 

・厳しくタバコポイ捨てを取り締まる条例が必要。 

・路上喫煙防止の徹底。 

・緑が少ない、景観汚いです。 

 

⑪多様性・パートナーシップ（23件） 

・外国人の受け入れは構わないがマナーが悪いので教育を徹底して欲しい。 

・居住者が外国人になっていくようで、ある程度の規制をしてほしいです。何となく詳細の

分からない建物などが増えている感じで住みづらくなっています。 

・同性婚や、異性同士の事実婚を対象にした、パートナーシップ制度をつくってほしいです。 

・外国人のマナーの悪さどうにかしてほしい。 

・多様性を求めます。 

・世界に開かれた世の中って良いよね！とは思うものの、近所に外国籍の人が増えてきて、

生活習慣の違いからの騒音トラブルなどが増えている。住むなとは言わないけれど、最低

限のマナーを守ってもらいたい。 

・観光地であるため、外国人に比較的優しい都市づくりや支援を求めたい。 

・台東区は外国人が多いように感じます、日本で暮らすルールを徹底してほしい。住んでる

マンションでもクレームは多いです。 

・他所から引っ越しして来ましたが、地域の交流を望んでいるのですが、参加の仕方がわか

らない。 

・町のつながりを大切に、広げるようにしてほしい。 

・コロナ前は行事が充実していて交流ができて楽しかったが、最近は地域の交流が同じマン

ション内だけとかで減ってしまった。 

 

⑫行財政運営（100件） 

・コロナ対策をしっかりとやりつつ、コロナ後を見据えた、脱炭素社会の実現や SDGｓの達

成に重点を置いてやっていくべき。 

・観光メインにするのか、台東区民の生活を重視するのか、コンセプトを明確にして欲しい。 

・観光は台東区の重要な産業であるため重点を置くのは分かるが、そこに注力し過ぎるあま

り、子育て世帯を始めとした台東区に住む人たちへの行政サービスが疎かになっている

イメージ。 

・観光客へのサービスよりも住民へのサービスにお金を落としてほしい。 

・ワクチンについて、とても尽力いただき、よく対応してくれたと思います。ありがたいと

思っています。 

・コロナウイルスのワクチン接種予約については、対応がとても速やかで、他の区に比べて
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も比較的速やかにワクチン接種ができたので、こういった対応をこれからも続けてほし

いです。 

・コロナに対する支援が、他の区と比べると補償やサービスが、見えづらかった。 

・避難所からホームレスを追い返したこと、また LGBTの支援体制が渋谷区などに比べて遅

れていることを見ても、閉鎖的で古い考えで行政が行われていると思います。また他の特

別区と比較した時に、コロナでの在宅食糧支援、事業者への支援金などとにかく対策が乏

しく、行ったことも国から交付金が出ているもののみ、区としての財政出動は非常に少な

いという理解です。 

・どの分野も積極的に取り組んでいただいていると感じている。ただ、あまりその効果を知

ることが少ないため、もう少し発信してもいいと感じている。台東区民が目にしやすい方

法を工夫してほしい。 

・情報をさらに発信して欲しいです。頑張っているわりには伝わっていないと思います。 

・区政が何をしているのか、どんな結果が生まれたか明確に区民へ開示してほしい。 

・日頃から色々取り組まれているのかもしれませんが、発信できてないような気がします。

区報では間に合わないと思います。ケーブル TV の区のお知らせコーナーも観ないです。

だからこそ、他の手段を活用し、発信してください。 

・区民にもっと情報を発信してほしい。 

・IT 化をもっと推進して欲しい。役所の人たちが古いパソコンを使用して、働いている姿

を不憫に思う。行政を運用・管理する人たちの労働環境を効率化させてあげて欲しい。 

・区役所まで行くのが大変なので、できる限りリモートで手続きができるように整備してほ

しい。 

・DXへの取り組みが遅れているもしくは見えてこない。 

・各種行政手続の IT化を期待しています。 

・行政サービスの恩恵にはあまり預かっていませんが、特に手続き関連はネットで済むよう

にしていただけると良いと思います。 

・デジタル化が進んで、区役所に行かなくてもできる手続きが増えるといいと思います。 

・高齢化の急速な拡大、子育て支援と同等の支援が今後急務となることを踏まえ、もっと IT

の活用推進を図るべきです。 

・お役所仕事ではなく、現実に沿った便利や簡易な住民サービスをして欲しい。 

・税金を安くして住みやすい街にしてほしい。 

・生活保護に係るものを減らし、税金を、公平公正に使ってほしい。 

・高齢化によりそちらへの予算配分が多すぎる。もっと効率の良い財政政策が必要だ。 

・区のイメージアップに注力してほしい。 

・なぜか下町はあまりこのましくないようになってしまった。もっと町がどうすればアピー

ルできるのか考えて欲しい。 

・区役所の混雑緩和。 
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・住民に寄り添う行政であって欲しいと思います。 

・大都会なのに、地方山間部の役場の人位親切だ。 

・いつも笑顔を絶やさず真摯に対応する台東区の職員を見習うべき。 

・もう少し優しさがあり平等に区民行政に当たって欲しい。 

・多くの人が住みたいと思う区になるように正しい議会運営と区民が助かる政策を行なっ

てほしい。 

・町会単位だけではないまちづくり(タウンミーティング実施など)を進めて欲しい。 

・単身者向けのサービスや補助も考えてほしい。 

・子無し世帯への待遇改善。 

・独身者に優しい街運営を期待しています。 

・ご当地ナンバーを導入してほしい（浅草ナンバー、上野ナンバー）。ナンバープレートに

雷門、パンダなどのイラストが入れられるようにしてほしい。台東区民の特権を創ってほ

しい。 

 

⑬その他（66件） 

・今まで通りの台東区で良いと思います。 

・台東区に住んでて良かったと思えることが増えることを期待します。 

・世界でも知られた場所なので、もっと大きな発展を期待しています。 

・他のまちと同じようにならないで台東区らしくいてほしい。 

・インフラ整備や文化の発信を積極的に実施してもらって、快適に過ごせています。ありが

とうございます。これからも住みたいと思います。 

・魅力的な街だと思います。コロナ禍の間に引っ越してきたのでこれから新しい面も見られ

ると思うと楽しみです。お祭りが早く復活してほしいです。 

・地代が高すぎるので低減できないか。現在の地代では永住するには難しい。 

・下町の人情が薄れてきています。 

・古い保守的な体質からの脱却を望みます。 

・台東区に住み続けたいです。 

・家賃相場を抑制する政策が出来れば住みたくなる人が増え、活性化につながると思う。 

・歴史がある町なので、これからも頑張って発展していることを期待しています。 

・文化施設や博物館、美術館などがあるにもかかわらずなんとなく台東区のイメージがわる

いのは非常に気になっている。 

・人口の流入が激しいため環境の変化が懸念される。 
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来訪者アンケート調査結果 
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Ⅰ．調査の概要 

 

１．調査の目的 

台東区への来訪者（区内在勤・在学者を含む）を対象として、現行長期総合計画の各施策

に対する重要度や満足度、台東区の魅力、新型コロナウイルス感染症の影響などについて調

査し、長期総合計画の一部修正に活用する。 

 

２．調査方法 

【調査対象】 

区内在勤者・在学者、区内に来訪する満 18 歳以上の男女 300人 

【標本の抽出方法】 

アンケート調査会社のモニター登録者の利用 

【調査方法】 

  ウェブアンケート調査 

【調査期間】 

  令和３年 10月 26 日（火）～10月 27日（水） 

 

３．調査項目 

番号 設問文 

① 性別 

② 年代 

Q1 
国籍について当てはまるものを 1 つ選んでください。※外国人の皆様の意向や生活意識などを把握

させていただくためにお伺いします。 

Q2 ご職業について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q3 台東区での居住経験について当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q4 
コロナ禍において仕事に変化はありましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つ

まで） 

Q5 
■前問で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■コロナ禍において、収入に

変化はありましたか。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q6 

■Q4 で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■新型コロナウイルス感染症収

束後、あなたはどういった働き方をしたいですか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3

つまで） 

Q7 
コロナ禍において、あなたやあなたの周りにおいて困りごとはありますか。当てはまるものを 3 つ

まで選んでください。（3 つまで） 

Q8 
■前問で「困りごとがある」と回答した方にお伺いします■困りごとに対して、行政に対応して欲

しいことはありますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q9 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、あなたは孤立感・孤独感を感じましたか。 

Q10 
■前問で「とても感じた」または「少し感じた」を選んだ方にお伺いします■どんな点に孤立感・

孤独感を感じましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 
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番号 設問文 

Q11 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、今現在または将来に向けて不安なことは何ですか。当

てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q12 
新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、ご自身の行動範囲に変化はあると思います

か。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q13 
新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、どの地域までなら訪れてもよいと思います

か。当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q14 
新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身の考え方や行動に変化が生じると思いますか。当てはま

るもの 3 つまで選んでください。（3 つまで） 

Q15 
新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身が旅行など観光に行く頻度に変化はあると思いますか。

当てはまるものを 1 つ選んでください。 

Q16-1 

台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの重要度について、当てはまるものを 1 つ選択

してください。【これまで取り組んできた分野の重要度】 

Q16-2 

台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの満足度について、当てはまるものを 1 つ選択

してください。【これまで取り組んできた分野の満足度】 

Q16-3 

台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10 年度）に基づき区が実施している、各分野についておた

ずねします。社会的にみて、コロナ収束後に各取り組みがどの程度重要になると思いますか。当て

はまるものを 1 つ選択してください。【コロナ収束後の重要度】 

Q17 台東区をどのくらいの頻度で訪れていますか。 

Q18 
どのような目的で台東区に訪れていますか。当てはまるものを全て選んでください。（いくつで

も） 

Q19 どの地域に訪れましたか。当てはまるものを全て選んでください。（いくつでも） 

Q20 今後、台東区を訪れる上で、不安や心配事はありますか。（いくつでも） 

Q21 あなたは今後も観光で、台東区を訪れたいと思いますか。 

Q22 

■Q18 で「観光のため（買い物、食事、イベント、趣味・娯楽を含む）」を選んだ方にお伺いしま

す■新型コロナウイルス感染症流行前に台東区に観光で訪れた際、どんな過ごし方をしましたか。

当てはまるものを 6 つまで選んでください。（6 つまで） 

Q23 

■Q21 で「ぜひ訪れたい」または「機会があれば訪れたい」を選んだ方にお伺いします■コロナ収

束後に台東区に観光で訪れるとしたら、どんな過ごし方をしますか。当てはまるものを 6 つまで選

んでください。（6 つまで） 

Q24 あなたは、台東区が魅力的なまちだと思いますか。 

Q25 
台東区を訪れた際、どのような点に魅力を感じていますか。当てはまるものを 3 つまで選んでくだ

さい。（3 つまで） 

Q26 
どのような条件が今よりも良くなると台東区に魅力を感じますか。当てはまるものを 3つまで選ん

でください。（3 つまで） 

Q27 将来的に台東区に住んでみたいと思いますか。 

Q28 
■前問で「ぜひ住みたい」または「できれば住みたい」を選んだ方にお伺いします■あなたが台東

区に住んでみたいと思う理由は何ですか。3 つまで選択してください。（3 つまで） 

Q29 
■Q27 で「あまり住みたくない」または「住みたくない」を選んだ方にお伺いします■あなたが台

東区に住みたくない理由は何ですか。3 つまで選択してください。（3 つまで） 

Q30 台東区の将来について、ご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入ください。 
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４．調査結果の見方 

・本報告書中の（n=＊（＊は自然数））は回答者数を表す。なお、（n=＊）の表記がない場

合は、n=300とする。 

・原則として、図表の単位は％とする。 

・回答割合（％）は、小数点以下第 2 位を四捨五入して算出しているため、属性ごとの回

答割合の合計が 100.0％にならない場合がある。 

・回答割合（％）は、その設問の回答者数を分母として算出しているため、複数回答の場

合、選択肢ごとの回答割合を合計すると 100.0％を超えることがある。 

・属性別結果の表内のセルについて、オレンジ色は全体＋10ポイント以上、黄色は＋5ポ

イント以上、青色は－10ポイント以下、水色は－5ポイント以下を表す。 

・属性別結果の表について、グレー表記はベースが n=29以下のため参考値であることを

示す。 
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Ⅱ．調査の結果 

 

１．あなたご自身について 

① 性別 

 

「男性」が 70.7％で、「女性」を 41.4ポイント上回っている。 

 

 

 

② 年代 

 

50代（29.6％）が最も多く、次いで 40代（21.7％）、30代（18.0％）の順となっている。 

 

 
 

 

  

70.7 29.3

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

男性 女性

0.3

3.0

5.3

10.0

8.0

9.7

12.0

16.3

13.3

8.0

6.7

5.3

2.0

0% 10% 20%

18～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上
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Q1.国籍について当てはまるものを 1つ選んでください。※外国人の皆様の意向や生活意識

などを把握させていただくためにお伺いします。 

 

 「日本国籍」が 98.7％で、「外国籍」は 1.0％となっている。 

 

 

 

Q2.ご職業について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「会社員・公務員」が 61.3％で最も多く、次いで「無職」「アルバイト・パート」がそれ

ぞれ約 10％となっている。 

 

 

 

Q3.台東区での居住経験について当てはまるものを 1つ選んでください。 

 

 「台東区に居住したことはない」が 90.0％で、「居住したことがある」は 10.0％にとど

まっている。 

 

 

  

98.7 1.0 0.3

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

日本国籍

外国籍

答えたくない

61.3 6.3

2.7

4.3

1.0

9.7 3.7 10.3 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100% 会社員・公務員

自営業・自由業

会社経営者

家事専業

学生

アルバイト・パート

派遣社員

無職

その他 具体的に：
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２．新型コロナウイルス感染症の影響について 

Q4.コロナ禍において仕事に変化はありましたか。当てはまるものを 3つまで選んでくださ

い。（3つまで） 

【全体】 

 「WEB会議を活用するようになった」（32.0％）と「テレワークをするようになった」（30.3％）

が 30％を超えている。一方、「特に変化はない」が 28.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位２項目について、男性は女性と比べ約 10～20ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の上位２項目について、30代前半は他の年代と比べ多くなっている。一方、50代後

半は「特に変化はない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

30.3

32.0

14.7

18.3

9.0

2.0

5.3

2.3

28.3

10.0

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

テレワークをするようになった

WEB会議を活用するようになった

時差通勤をするようになった

仕事量が減った

仕事量が増えた

その他の変化があった 具体的に：

転職した

失業した

特に変化はない

仕事をしていない
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300 91 96 44 55 27 6 16 7 85 30

100.0 30.3 32.0 14.7 18.3 9.0 2.0 5.3 2.3 28.3 10.0

男性 212 73 81 38 38 20 4 10 1 57 20

100.0 34.4 38.2 17.9 17.9 9.4 1.9 4.7 0.5 26.9 9.4

女性 88 18 15 6 17 7 2 6 6 28 10

100.0 20.5 17.0 6.8 19.3 8.0 2.3 6.8 6.8 31.8 11.4

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 9 1 3 0 2 0 0 2 0 5 0

100.0 11.1 33.3 0.0 22.2 0.0 0.0 22.2 0.0 55.6 0.0

25～29歳 16 5 2 5 5 2 0 3 0 2 0

100.0 31.3 12.5 31.3 31.3 12.5 0.0 18.8 0.0 12.5 0.0

30～34歳 30 16 15 7 6 3 0 2 3 4 1

100.0 53.3 50.0 23.3 20.0 10.0 0.0 6.7 10.0 13.3 3.3

35～39歳 24 6 5 0 4 6 1 1 0 10 1

100.0 25.0 20.8 0.0 16.7 25.0 4.2 4.2 0.0 41.7 4.2

40～44歳 29 19 14 5 6 4 1 1 0 3 1

100.0 65.5 48.3 17.2 20.7 13.8 3.4 3.4 0.0 10.3 3.4

45～49歳 36 9 13 6 6 3 0 5 1 11 2

100.0 25.0 36.1 16.7 16.7 8.3 0.0 13.9 2.8 30.6 5.6

50～54歳 49 16 20 10 6 5 1 2 1 16 1

100.0 32.7 40.8 20.4 12.2 10.2 2.0 4.1 2.0 32.7 2.0

55～59歳 40 7 9 3 8 1 0 0 1 20 4

100.0 17.5 22.5 7.5 20.0 2.5 0.0 0.0 2.5 50.0 10.0

60～64歳 24 5 7 2 8 3 0 0 0 5 2

100.0 20.8 29.2 8.3 33.3 12.5 0.0 0.0 0.0 20.8 8.3

65～69歳 20 4 3 4 1 0 1 0 1 2 11

100.0 20.0 15.0 20.0 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 10.0 55.0

70～74歳 16 2 1 2 2 0 1 0 0 4 7

100.0 12.5 6.3 12.5 12.5 0.0 6.3 0.0 0.0 25.0 43.8

75歳以上 6 1 4 0 1 0 1 0 0 2 0

100.0 16.7 66.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0

全体

性別

年代
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Q5.■前問で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■コロナ禍におい

て、収入に変化はありましたか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 「特に変わらない」が 66.7％で最も多くなっている。一方、収入が「減った」は 26.3％

となっている。 

（n＝270） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 性別による回答傾向に大きな違いはみられない。 

 

② 年代別 

40代後半は「特に変わらない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

26.3 1.9 66.7 5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
減った 収入がなくなった

特に変わらない 増えた

その他：
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ｎ

減
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た
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入

が

な
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い
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そ
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270 71 5 180 14 0

100.0 26.3 1.9 66.7 5.2 0.0

男性 192 52 2 128 10 0

100.0 27.1 1.0 66.7 5.2 0.0

女性 78 19 3 52 4 0

100.0 24.4 3.8 66.7 5.1 0.0

18～19歳 1 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 9 3 0 6 0 0

100.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0

25～29歳 16 4 2 7 3 0

100.0 25.0 12.5 43.8 18.8 0.0

30～34歳 29 8 1 18 2 0

100.0 27.6 3.4 62.1 6.9 0.0

35～39歳 23 4 0 16 3 0

100.0 17.4 0.0 69.6 13.0 0.0

40～44歳 28 10 0 18 0 0

100.0 35.7 0.0 64.3 0.0 0.0

45～49歳 34 8 0 26 0 0

100.0 23.5 0.0 76.5 0.0 0.0

50～54歳 48 11 1 34 2 0

100.0 22.9 2.1 70.8 4.2 0.0

55～59歳 36 11 0 24 1 0

100.0 30.6 0.0 66.7 2.8 0.0

60～64歳 22 6 0 14 2 0

100.0 27.3 0.0 63.6 9.1 0.0

65～69歳 9 3 0 6 0 0

100.0 33.3 0.0 66.7 0.0 0.0

70～74歳 9 2 1 5 1 0

100.0 22.2 11.1 55.6 11.1 0.0

75歳以上 6 1 0 5 0 0

100.0 16.7 0.0 83.3 0.0 0.0

全体

性別

年代
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Q6.■Q4で「仕事をしていない」と回答した方以外の方にお伺いします■新型コロナウイル

ス感染症収束後、あなたはどういった働き方をしたいですか。当てはまるものを 3つまで

選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「テレワークの実施」が 34.4％で最も多くなっている。一方、「変化の必要はない」も

30.7％となっている。 

（n=270） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 男性は女性と比べ「テレワークの実施」と「WEB会議の積極的な活用」が約５～10ポイン

ト上回っているほか、すべての項目の回答割合が上回っている。 

 

② 年代別 

 30 代は「テレワークの実施」「兼業・副業の実施」「休暇制度の積極的な取得」について

他の年代より多くなっている。 
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270 93 79 63 56 70 4 83

100.0 34.4 29.3 23.3 20.7 25.9 1.5 30.7

男性 192 69 64 45 40 51 3 60

100.0 35.9 33.3 23.4 20.8 26.6 1.6 31.3

女性 78 24 15 18 16 19 1 23

100.0 30.8 19.2 23.1 20.5 24.4 1.3 29.5

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 2 3 0 1 0 0 5

100.0 22.2 33.3 0.0 11.1 0.0 0.0 55.6

25～29歳 16 7 4 5 4 4 1 4

100.0 43.8 25.0 31.3 25.0 25.0 6.3 25.0

30～34歳 29 16 9 14 9 11 0 3

100.0 55.2 31.0 48.3 31.0 37.9 0.0 10.3

35～39歳 23 10 5 7 4 10 0 5

100.0 43.5 21.7 30.4 17.4 43.5 0.0 21.7

40～44歳 28 14 12 3 7 9 0 5

100.0 50.0 42.9 10.7 25.0 32.1 0.0 17.9

45～49歳 34 9 9 14 10 12 0 9

100.0 26.5 26.5 41.2 29.4 35.3 0.0 26.5

50～54歳 48 19 16 11 10 9 0 14

100.0 39.6 33.3 22.9 20.8 18.8 0.0 29.2

55～59歳 36 5 8 3 5 7 1 19

100.0 13.9 22.2 8.3 13.9 19.4 2.8 52.8

60～64歳 22 6 6 1 4 5 0 9

100.0 27.3 27.3 4.5 18.2 22.7 0.0 40.9

65～69歳 9 2 2 2 1 1 1 4

100.0 22.2 22.2 22.2 11.1 11.1 11.1 44.4

70～74歳 9 3 2 3 1 2 0 3

100.0 33.3 22.2 33.3 11.1 22.2 0.0 33.3

75歳以上 6 0 2 0 0 0 1 3

100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 50.0

全体

性別

年代
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Q7.コロナ禍において、あなたやあなたの周りにおいて困りごとはありますか。当てはまる

ものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 困りごととして、「収入・経済状況に関すること」が 39.3％で最も多く、次いで「身体や

こころの状態に関すること」が 29.7％となっている。一方、「特になし」が 33.3％となって

いる。 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ「身体やこころの状態に関すること」が 6.3 ポイント上回っているほ

か、「就労・雇用に関すること」は 12.4ポイント上回っている。一方、男性は女性と比べ「町

会や地域交流などの地域活動に関すること」が 10.1 ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

30代前半は「就労・雇用に関すること」「収入・経済状況に関すること」「子育てに関する

こと」、60代は「町会や地域交流などの地域活動に関すること」が他の年代と比べ多い。ま

た、年齢が高いほど、困りごとは「特になし」が多い傾向がみられる。 
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300 52 118 44 22 35 89 12 7 100

100.0 17.3 39.3 14.7 7.3 11.7 29.7 4.0 2.3 33.3

男性 212 29 83 30 18 31 59 12 3 72

100.0 13.7 39.2 14.2 8.5 14.6 27.8 5.7 1.4 34.0

女性 88 23 35 14 4 4 30 0 4 28

100.0 26.1 39.8 15.9 4.5 4.5 34.1 0.0 4.5 31.8

18～19歳 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 9 5 2 0 0 0 3 0 1 2

100.0 55.6 22.2 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 11.1 22.2

25～29歳 16 5 11 3 1 0 7 1 0 0

100.0 31.3 68.8 18.8 6.3 0.0 43.8 6.3 0.0 0.0

30～34歳 30 10 18 9 1 4 9 1 0 4

100.0 33.3 60.0 30.0 3.3 13.3 30.0 3.3 0.0 13.3

35～39歳 24 2 7 7 2 4 8 0 0 10

100.0 8.3 29.2 29.2 8.3 16.7 33.3 0.0 0.0 41.7

40～44歳 29 8 17 9 2 2 11 0 1 7

100.0 27.6 58.6 31.0 6.9 6.9 37.9 0.0 3.4 24.1

45～49歳 36 2 13 6 3 6 11 2 1 12

100.0 5.6 36.1 16.7 8.3 16.7 30.6 5.6 2.8 33.3

50～54歳 49 7 19 4 5 2 14 2 0 18

100.0 14.3 38.8 8.2 10.2 4.1 28.6 4.1 0.0 36.7

55～59歳 40 5 15 3 2 6 10 3 0 15

100.0 12.5 37.5 7.5 5.0 15.0 25.0 7.5 0.0 37.5

60～64歳 24 2 9 1 3 5 9 1 1 9

100.0 8.3 37.5 4.2 12.5 20.8 37.5 4.2 4.2 37.5

65～69歳 20 3 5 1 3 4 4 1 2 8

100.0 15.0 25.0 5.0 15.0 20.0 20.0 5.0 10.0 40.0

70～74歳 16 3 1 1 0 2 2 0 0 11

100.0 18.8 6.3 6.3 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 68.8

75歳以上 6 0 1 0 0 0 0 1 0 4

100.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 66.7

全体

性別

年代
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Q8.■前問で「困りごとがある」と回答した方にお伺いします■困りごとに対して、行政に

対応して欲しいことはありますか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つま

で） 

【全体】 

 「各種給付金・助成金の支給」が 67.0％で最も多く、次いで「就労・雇用支援の充実」が

38.5％となっている。 

（n=200） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は女性と比べ「各種給付金・助成金の支給」と「地域の感染症対策への支援」が約 10

～20ポイント上回っている。一方、女性は男性と比べ「就労・雇用支援の充実」が 14.0ポ

イント上回っている。 

 

② 年代別 

 年齢が低いほど「就労・雇用支援の充実」や「子育て支援の充実」が多い一方で、年齢が

高いほど「地域の感染症対策への支援」「コロナに関する情報の提供」「心身に関する相談の

充実」が多い傾向がみられる。 
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200 77 134 55 21 61 41 31 3

100.0 38.5 67.0 27.5 10.5 30.5 20.5 15.5 1.5

男性 140 48 102 39 16 47 28 21 2

100.0 34.3 72.9 27.9 11.4 33.6 20.0 15.0 1.4

女性 60 29 32 16 5 14 13 10 1

100.0 48.3 53.3 26.7 8.3 23.3 21.7 16.7 1.7

18～19歳 1 1 0 1 0 1 0 0 0

100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 7 4 5 3 0 3 1 1 0

100.0 57.1 71.4 42.9 0.0 42.9 14.3 14.3 0.0

25～29歳 16 9 9 6 3 3 2 3 0

100.0 56.3 56.3 37.5 18.8 18.8 12.5 18.8 0.0

30～34歳 26 17 20 12 1 4 4 6 0

100.0 65.4 76.9 46.2 3.8 15.4 15.4 23.1 0.0

35～39歳 14 3 7 4 1 10 5 1 0

100.0 21.4 50.0 28.6 7.1 71.4 35.7 7.1 0.0

40～44歳 22 12 15 9 0 3 1 2 1

100.0 54.5 68.2 40.9 0.0 13.6 4.5 9.1 4.5

45～49歳 24 5 16 6 3 5 7 5 0

100.0 20.8 66.7 25.0 12.5 20.8 29.2 20.8 0.0

50～54歳 31 7 23 10 6 10 8 2 1

100.0 22.6 74.2 32.3 19.4 32.3 25.8 6.5 3.2

55～59歳 25 9 17 3 4 6 3 3 0

100.0 36.0 68.0 12.0 16.0 24.0 12.0 12.0 0.0

60～64歳 15 4 8 1 2 7 3 4 0

100.0 26.7 53.3 6.7 13.3 46.7 20.0 26.7 0.0

65～69歳 12 3 8 0 1 5 4 3 1

100.0 25.0 66.7 0.0 8.3 41.7 33.3 25.0 8.3

70～74歳 5 3 4 0 0 3 2 1 0

100.0 60.0 80.0 0.0 0.0 60.0 40.0 20.0 0.0

75歳以上 2 0 2 0 0 1 1 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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Q9.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、あなたは孤立感・孤独感を感じましたか。 

【全体】 

 孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の合計）が 40.6％、感じな

い（「あまり感じない」と「感じない」の合計）が 57.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ、孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の合計）

が 10.0ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

40代以下は、孤立感・孤独感を感じた（「とても感じた」と「少し感じた」の合計）が他

の年代と比べ多い傾向がみられる。一方、年齢が高いほど、孤立感・孤独感を感じない（「あ

まり感じない」と「感じない」の合計）が多い傾向がみられる。 
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300 31 91 93 79 6

100.0 10.3 30.3 31.0 26.3 2.0

男性 212 20 60 70 59 3

100.0 9.4 28.3 33.0 27.8 1.4

女性 88 11 31 23 20 3

100.0 12.5 35.2 26.1 22.7 3.4

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 2 2 3 1 1

100.0 22.2 22.2 33.3 11.1 11.1

25～29歳 16 5 4 5 2 0

100.0 31.3 25.0 31.3 12.5 0.0

30～34歳 30 5 11 8 5 1

100.0 16.7 36.7 26.7 16.7 3.3

35～39歳 24 2 7 10 5 0

100.0 8.3 29.2 41.7 20.8 0.0

40～44歳 29 3 12 10 4 0

100.0 10.3 41.4 34.5 13.8 0.0

45～49歳 36 4 10 9 13 0

100.0 11.1 27.8 25.0 36.1 0.0

50～54歳 49 4 13 16 15 1

100.0 8.2 26.5 32.7 30.6 2.0

55～59歳 40 2 12 12 12 2

100.0 5.0 30.0 30.0 30.0 5.0

60～64歳 24 2 8 6 8 0

100.0 8.3 33.3 25.0 33.3 0.0

65～69歳 20 1 6 7 6 0

100.0 5.0 30.0 35.0 30.0 0.0

70～74歳 16 1 4 5 5 1

100.0 6.3 25.0 31.3 31.3 6.3

75歳以上 6 0 1 2 3 0

100.0 0.0 16.7 33.3 50.0 0.0

全体

性別

年代
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Q10.■前問で「とても感じた」または「少し感じた」を選んだ方にお伺いします■どんな点

に孤立感・孤独感を感じましたか。当てはまるものを 3 つまで選んでください。（3 つま

で） 

【全体】 

 「友人等と会えなくなった」が 70.5％で最も多く、次いで「自宅に閉じこもるようになっ

た」が 39.3％、「家族と会えなくなった」が 29.5％となっている。 

（n=122） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位項目のうち、「友人等と会えなくなった」と「家族と会えなくなった」につい

ては、女性が男性と比べ約 10～20ポイント上回っている。一方、男性は女性と比べ「ホッ

とできるような居場所がない」が多くなっている。 

 

② 年代別 

 全体の数が少ないため比較が困難である。 
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122 36 86 15 7 27 8 9 48 1

100.0 29.5 70.5 12.3 5.7 22.1 6.6 7.4 39.3 0.8

男性 80 20 51 13 6 19 6 6 32 0

100.0 25.0 63.8 16.3 7.5 23.8 7.5 7.5 40.0 0.0

女性 42 16 35 2 1 8 2 3 16 1

100.0 38.1 83.3 4.8 2.4 19.0 4.8 7.1 38.1 2.4

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 4 0 3 0 0 1 0 1 4 0

100.0 0.0 75.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 100.0 0.0

25～29歳 9 4 6 1 1 2 1 0 2 0

100.0 44.4 66.7 11.1 11.1 22.2 11.1 0.0 22.2 0.0

30～34歳 16 3 11 2 2 6 3 5 4 0

100.0 18.8 68.8 12.5 12.5 37.5 18.8 31.3 25.0 0.0

35～39歳 9 4 7 1 0 0 0 0 1 1

100.0 44.4 77.8 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1

40～44歳 15 5 12 2 1 2 0 1 5 0

100.0 33.3 80.0 13.3 6.7 13.3 0.0 6.7 33.3 0.0

45～49歳 14 4 8 6 0 3 1 1 3 0

100.0 28.6 57.1 42.9 0.0 21.4 7.1 7.1 21.4 0.0

50～54歳 17 4 11 2 1 1 1 0 8 0

100.0 23.5 64.7 11.8 5.9 5.9 5.9 0.0 47.1 0.0

55～59歳 14 4 9 1 2 5 1 0 6 0

100.0 28.6 64.3 7.1 14.3 35.7 7.1 0.0 42.9 0.0

60～64歳 10 4 7 0 0 3 1 0 6 0

100.0 40.0 70.0 0.0 0.0 30.0 10.0 0.0 60.0 0.0

65～69歳 7 1 6 0 0 2 0 1 4 0

100.0 14.3 85.7 0.0 0.0 28.6 0.0 14.3 57.1 0.0

70～74歳 5 2 5 0 0 2 0 0 4 0

100.0 40.0 100.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 80.0 0.0

75歳以上 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

全体

性別

年代



107 

Q11.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、今現在または将来に向けて不安なことは

何ですか。当てはまるものを 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「自分や家族の健康」が 54.7％で最も多く、次いで「自分や家族の仕事・収入」が 43.7％、

「友人等との交流機会の減少」が 38.7％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べて「自分や家族の健康」と「友人等との交流機会の減少」がそれぞれ約

５～10ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の上位項目のうち、20代から 50代前半、70 代は「自分や家族の仕事・収入」が他の

年代と比べ多い傾向がみられる。また、30 代は「子供の教育」も他の年代と比べ多くなっ

ている。 
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安
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300 164 131 51 116 6 46

100.0 54.7 43.7 17.0 38.7 2.0 15.3

男性 212 110 94 39 79 3 33

100.0 51.9 44.3 18.4 37.3 1.4 15.6

女性 88 54 37 12 37 3 13

100.0 61.4 42.0 13.6 42.0 3.4 14.8

18～19歳 1 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 9 3 5 0 7 1 1

100.0 33.3 55.6 0.0 77.8 11.1 11.1

25～29歳 16 13 8 4 6 0 0

100.0 81.3 50.0 25.0 37.5 0.0 0.0

30～34歳 30 15 20 12 12 0 4

100.0 50.0 66.7 40.0 40.0 0.0 13.3

35～39歳 24 12 12 9 8 2 2

100.0 50.0 50.0 37.5 33.3 8.3 8.3

40～44歳 29 15 19 6 11 1 4

100.0 51.7 65.5 20.7 37.9 3.4 13.8

45～49歳 36 15 16 6 12 0 6

100.0 41.7 44.4 16.7 33.3 0.0 16.7

50～54歳 49 28 24 8 16 0 9

100.0 57.1 49.0 16.3 32.7 0.0 18.4

55～59歳 40 21 9 4 15 0 11

100.0 52.5 22.5 10.0 37.5 0.0 27.5

60～64歳 24 16 10 2 9 1 4

100.0 66.7 41.7 8.3 37.5 4.2 16.7

65～69歳 20 14 5 0 11 0 0

100.0 70.0 25.0 0.0 55.0 0.0 0.0

70～74歳 16 9 2 0 6 1 3

100.0 56.3 12.5 0.0 37.5 6.3 18.8

75歳以上 6 3 1 0 3 0 1

100.0 50.0 16.7 0.0 50.0 0.0 16.7

全体

性別

年代
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Q12.新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、ご自身の行動範囲に変化はある

と思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 「特に変化はない」が 34.0％で最も多く、次いで「やや広くなる」が 27.7％となってい

る。また、狭くなる（「狭くなる」と「やや狭くなる」の合計）は 29.0％、広くなる（「やや

広くなる」と「広くなる」の合計）は 37.0％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 男性は女性と比べ「特に変化はない」が 6.3ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

60代は、狭くなる（「狭くなる」と「やや狭くなる」の合計）が他の年代と比べ多い一方、

70 代以上は広くなる（「やや広くなる」と「広くなる」の合計）が多い傾向がみられる。 
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300 24 63 102 83 28

100.0 8.0 21.0 34.0 27.7 9.3

男性 212 15 45 76 57 19

100.0 7.1 21.2 35.8 26.9 9.0

女性 88 9 18 26 26 9

100.0 10.2 20.5 29.5 29.5 10.2

18～19歳 1 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 9 3 1 0 3 2

100.0 33.3 11.1 0.0 33.3 22.2

25～29歳 16 2 2 6 5 1

100.0 12.5 12.5 37.5 31.3 6.3

30～34歳 30 3 9 6 11 1

100.0 10.0 30.0 20.0 36.7 3.3

35～39歳 24 2 3 9 6 4

100.0 8.3 12.5 37.5 25.0 16.7

40～44歳 29 4 7 10 5 3

100.0 13.8 24.1 34.5 17.2 10.3

45～49歳 36 1 9 14 9 3

100.0 2.8 25.0 38.9 25.0 8.3

50～54歳 49 3 9 19 15 3

100.0 6.1 18.4 38.8 30.6 6.1

55～59歳 40 4 5 17 11 3

100.0 10.0 12.5 42.5 27.5 7.5

60～64歳 24 1 6 10 4 3

100.0 4.2 25.0 41.7 16.7 12.5

65～69歳 20 1 9 3 5 2

100.0 5.0 45.0 15.0 25.0 10.0

70～74歳 16 0 3 7 5 1

100.0 0.0 18.8 43.8 31.3 6.3

75歳以上 6 0 0 1 4 1

100.0 0.0 0.0 16.7 66.7 16.7

全体

性別

年代
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Q13.新型コロナウイルス感染症が一定程度収束した場合、どの地域までなら訪れてもよい

と思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 「感染者の多い場所は避けるが、それ以外は気にしない」が 63.0％で最も多く、次いで

「お住まいの都道府県がある地域（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・

沖縄）まで」が 15.7％、「お住まいの都道府県まで」が 13.3％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

男性は女性と比べ「感染者の多い場所は避けるが、それ以外は気にしない」が 26.5ポイ

ント上回っている。一方、女性は男性と比べ「お住まいの都道府県がある地域（北海道、東

北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄）まで」が 18ポイント、「お住まいの都道

府県まで」が 8.5ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

40代後半～50代前半は「感染者の多い場所は避けるが、それ以外は気にしない」が他の

年代と比べ多い。 
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300 12 40 47 189 12

100.0 4.0 13.3 15.7 63.0 4.0

男性 212 8 23 22 150 9

100.0 3.8 10.8 10.4 70.8 4.2

女性 88 4 17 25 39 3

100.0 4.5 19.3 28.4 44.3 3.4

18～19歳 1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

20～24歳 9 1 2 2 3 1

100.0 11.1 22.2 22.2 33.3 11.1

25～29歳 16 1 5 5 5 0

100.0 6.3 31.3 31.3 31.3 0.0

30～34歳 30 2 4 7 17 0

100.0 6.7 13.3 23.3 56.7 0.0

35～39歳 24 0 4 4 16 0

100.0 0.0 16.7 16.7 66.7 0.0

40～44歳 29 3 3 5 18 0

100.0 10.3 10.3 17.2 62.1 0.0

45～49歳 36 0 2 9 25 0

100.0 0.0 5.6 25.0 69.4 0.0

50～54歳 49 2 6 5 32 4

100.0 4.1 12.2 10.2 65.3 8.2

55～59歳 40 3 8 4 22 3

100.0 7.5 20.0 10.0 55.0 7.5

60～64歳 24 0 4 3 17 0

100.0 0.0 16.7 12.5 70.8 0.0

65～69歳 20 0 2 3 12 3

100.0 0.0 10.0 15.0 60.0 15.0

70～74歳 16 0 0 0 16 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

75歳以上 6 0 0 0 5 1

100.0 0.0 0.0 0.0 83.3 16.7

全体

性別

年代
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Q14.新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身の考え方や行動に変化が生じると思います

か。当てはまるもの 3つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「健康への関心が高まる」が 40.7％で最も多く、次いで「家族の重要度が増す」が 36.3％

となっている。一方、「特に意識や行動は変わらない」が 20.7％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ「家族の重要度が増す」と「友人等の重要度が増す」が約８～10 ポイ

ント上回っている。一方、男性は女性と比べ「公共交通は避け、自家用車や自転車の活用が

増える」が 11.6ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の上位項目のうち、30代と 40代は「健康への関心が高まる」が他の年代と比べ多く

なっている。また、30代は「家族の重要度が増す」「友人等の重要度が増す」、40代は「ネッ

トショップでの購入が増える」も他の年代と比べ多い傾向がみられる。一方、50 代は「特

に意識や行動は変わらない」が他の年代と比べ多くなっている。 

 

 



114 

 

  

ｎ

家

族

の

重

要

度

が

増

す

友

人

等

の

重

要

度

が

増

す

都

会

よ

り

自

然

豊

か

な

場

所

に

魅

力

を

感

じ

る

公

共

交

通

は

避

け

、

自

家

用

車

や

自

転

車

の

活

用

が

増

え

る

健

康

へ

の

関

心

が

高

ま

る

自

宅

外

で

の

運

動

機

会

が

減

る

趣

味

に

関

す

る

も

の

な

ど

へ

の

投

資

が

減

る

な

ど

、

消

費

が

減

る

ネ

ッ

ト

シ

ョ

ッ

プ

で

の

購

入

が

増

え

る

メ

デ

ィ

ア

接

触

（

テ

レ

ビ

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

、

S

N

S

な

ど

）

が

増

え

る

そ

の

他

　

具

体

的

に

：

特

に

意

識

や

行

動

は

変

わ

ら

な

い

300 109 64 60 45 122 21 24 72 26 3 62

100.0 36.3 21.3 20.0 15.0 40.7 7.0 8.0 24.0 8.7 1.0 20.7

男性 212 72 39 44 39 88 18 16 49 20 1 47

100.0 34.0 18.4 20.8 18.4 41.5 8.5 7.5 23.1 9.4 0.5 22.2

女性 88 37 25 16 6 34 3 8 23 6 2 15

100.0 42.0 28.4 18.2 6.8 38.6 3.4 9.1 26.1 6.8 2.3 17.0

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 5 5 1 2 0 1 1 2 1 0 2

100.0 55.6 55.6 11.1 22.2 0.0 11.1 11.1 22.2 11.1 0.0 22.2

25～29歳 16 7 7 4 2 8 1 3 2 0 0 0

100.0 43.8 43.8 25.0 12.5 50.0 6.3 18.8 12.5 0.0 0.0 0.0

30～34歳 30 16 10 8 3 19 2 3 8 1 0 2

100.0 53.3 33.3 26.7 10.0 63.3 6.7 10.0 26.7 3.3 0.0 6.7

35～39歳 24 13 5 5 6 9 1 1 5 3 1 3

100.0 54.2 20.8 20.8 25.0 37.5 4.2 4.2 20.8 12.5 4.2 12.5

40～44歳 29 9 8 6 5 12 1 1 12 2 0 5

100.0 31.0 27.6 20.7 17.2 41.4 3.4 3.4 41.4 6.9 0.0 17.2

45～49歳 36 13 7 6 3 21 2 5 11 2 0 7

100.0 36.1 19.4 16.7 8.3 58.3 5.6 13.9 30.6 5.6 0.0 19.4

50～54歳 49 17 7 13 14 15 3 2 8 6 0 12

100.0 34.7 14.3 26.5 28.6 30.6 6.1 4.1 16.3 12.2 0.0 24.5

55～59歳 40 10 4 4 4 10 3 7 10 1 1 12

100.0 25.0 10.0 10.0 10.0 25.0 7.5 17.5 25.0 2.5 2.5 30.0

60～64歳 24 10 3 5 2 11 4 0 3 2 1 7

100.0 41.7 12.5 20.8 8.3 45.8 16.7 0.0 12.5 8.3 4.2 29.2

65～69歳 20 8 5 6 1 10 1 1 6 4 0 3

100.0 40.0 25.0 30.0 5.0 50.0 5.0 5.0 30.0 20.0 0.0 15.0

70～74歳 16 1 2 1 2 5 1 0 5 4 0 6

100.0 6.3 12.5 6.3 12.5 31.3 6.3 0.0 31.3 25.0 0.0 37.5

75歳以上 6 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3

100.0 0.0 0.0 16.7 16.7 33.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

全体

性別

年代
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Q15.新型コロナウイルス感染症収束後、ご自身が旅行など観光に行く頻度に変化はあると

思いますか。当てはまるものを 1つ選んでください。 

【全体】 

 増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）は 52.3％、減る（「やや減ると

思う」と「減ると思う」の合計）は 17.0％となっている。また、「特に変わらない」（30.7％）

と「やや増えると思う」（29.0％）が同程度となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ、増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）が 9.6ポ

イント上回っている。一方、男性は女性と比べ「特に変わらない」が 17.6ポイント上回っ

ている。 

 

② 年代別 

30代前半は、増える（「増えると思う」と「やや増えると思う」の合計）が他の年代と比

べ多くなっている。 
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300 70 87 92 35 16

100.0 23.3 29.0 30.7 11.7 5.3

男性 212 46 59 76 21 10

100.0 21.7 27.8 35.8 9.9 4.7

女性 88 24 28 16 14 6

100.0 27.3 31.8 18.2 15.9 6.8

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 7 0 1 1 0

100.0 77.8 0.0 11.1 11.1 0.0

25～29歳 16 6 4 2 3 1

100.0 37.5 25.0 12.5 18.8 6.3

30～34歳 30 9 10 8 2 1

100.0 30.0 33.3 26.7 6.7 3.3

35～39歳 24 5 12 4 3 0

100.0 20.8 50.0 16.7 12.5 0.0

40～44歳 29 10 5 8 4 2

100.0 34.5 17.2 27.6 13.8 6.9

45～49歳 36 3 12 14 5 2

100.0 8.3 33.3 38.9 13.9 5.6

50～54歳 49 7 15 16 8 3

100.0 14.3 30.6 32.7 16.3 6.1

55～59歳 40 6 11 14 4 5

100.0 15.0 27.5 35.0 10.0 12.5

60～64歳 24 6 6 9 3 0

100.0 25.0 25.0 37.5 12.5 0.0

65～69歳 20 3 7 7 1 2

100.0 15.0 35.0 35.0 5.0 10.0

70～74歳 16 5 3 8 0 0

100.0 31.3 18.8 50.0 0.0 0.0

75歳以上 6 3 1 1 1 0

100.0 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0

全体

性別

年代
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３．台東区が実施する施策の重要度、満足度等について 

Q16-1.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの重要度について、当

てはまるものを 1つ選択してください。【これまで取り組んできた分野の重要度】 

【全体】 

各項目の重要度を比較すると、「重要である」と「比較的重要である」を合わせた≪重要

である≫は、「4.健康分野」（65.7％）、「5.福祉分野」（64.6％）、「10.防災防犯分野」（62.0％）

などが特に高くなっている。 
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2.教育分野

3.生涯学習分野

4.健康分野
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6.文化分野

7.産業分野

8.観光分野

9.まちづくり分野

10.防災防犯分野

11.環境分野

12.パートナーシップの促進

13.区政運営
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Q16-2.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。これまで取り組んできた区の取り組みの満足度について、当

てはまるものを 1つ選択してください。【これまで取り組んできた分野の満足度】 

【全体】 

 各項目の満足度を比較すると、「満足である」と「比較的満足である」を合わせた≪満足

である≫は、「6.文化分野」（24.4％）、「1.子育て分野」（24.3％）、「8.観光分野」（22.3％）

などが高くなっている。 
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13.区政運営
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■重要度と満足度の比較 

 各分野の比較を簡単にするため、横軸を重要度、縦軸を満足度とした散布図を下の表に示

している。項目間の相対的な評価を行うために、「重要である」「満足である」を 2、「比較

的重要である」「比較的満足である」を 1、「普通」を 0、「あまり重要ではない」「あまり満

足ではない」を-1、「重要ではない」「満足ではない」を-2 とした上で、重要度と満足度の

平均値（それぞれ 0.65、0.16）を基準に 4つの領域に分けて分析を行った。 

 「優先的課題領域」は、重要度が高いが満足度は低いため、優先的に取り組む必要性が高

い領域といえる。同様に、満足度が高く重要度も高い領域を「ニーズ充足領域」、満足度が

低く重要度も低い領域を「選択的課題領域」、満足度が高く重要度が低い領域を「現状維持

領域」としている。 

 「優先的課題領域」には、「10.防災防犯分野」「7.産業分野」「11.環境分野」がある。 
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Q16-3.台東区長期総合計画（令和元年度～令和 10年度）に基づき区が実施している、各分

野についておたずねします。社会的にみて、コロナ収束後に各取り組みがどの程度重要に

なると思いますか。当てはまるものを 1つ選択してください。【コロナ収束後の重要度】 

【全体】 

新型コロナウイルス感染症収束後の各項目の重要度を比較すると、「重要である」と「比

較的重要である」を合わせた≪重要である≫は、「4.健康分野」（59.0％）、「1.子育て分野」

（56.7％）、「2．教育分野」（54.3％）、「5.福祉分野」（54.3％）などが特に高くなっている。 
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■これまでの重要度とコロナ収束後の重要度の比較 

 各分野の比較を分かりやすくするため、重要度と満足度の比較と同様に、散布図を下の表

に示している。項目間の相対的な評価を行うために、「重要である」を 2、「比較的重要であ

る」を 1、「普通」を 0、「あまり重要ではない」を-1、「重要ではない」を-2とした上で、こ

れまでの重要度とコロナ収束後の重要度の平均値（それぞれ 0.65、0.56）を基準に 4 つの

領域に分けて分析を行った。 

これまでもコロナ収束後も重要度が高い領域には、「4.健康分野」「1.子育て分野」「2.教

育分野」「5.福祉分野」などが挙げられる。 

 コロナ収束後に重要度が低くなる領域には、該当する分野はない。 

 一方、コロナ収束後に重要度が高まる領域には、「8.観光分野」が挙げられる。 

 これまでもコロナ収束後も重要度が低い領域には、「12.パートナーシップの促進」「13.区

政運営」のほか、「6.文化分野」「3.生涯学習分野」「9.まちづくり分野」が挙げられる。 
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４．台東区への来訪の状況について 

Q17.台東区をどのくらいの頻度で訪れていますか。 

【全体】 

週または月単位で定期的に来訪する人の合計（「週２回以上」「週１回程度」「月２～３回

程度」「月１回程度」）は 25.0％となっている。一方、「年１回未満」の割合は 38.7％となっ

ている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ、「年１回未満」が 9.7 ポイント上回っている一方、「週１回程度」と

「週２回以上」の合計も男性より多くなっている。 

 

② 年代別 

30代と 50代は「年 1回未満」が他の年代と比べ多くなっている。 
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1

回
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満

300 6 12 19 38 109 116

100.0 2.0 4.0 6.3 12.7 36.3 38.7

男性 212 4 6 19 26 81 76

100.0 1.9 2.8 9.0 12.3 38.2 35.8

女性 88 2 6 0 12 28 40

100.0 2.3 6.8 0.0 13.6 31.8 45.5

18～19歳 1 0 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 9 0 0 0 1 5 3

100.0 0.0 0.0 0.0 11.1 55.6 33.3

25～29歳 16 0 3 2 1 4 6

100.0 0.0 18.8 12.5 6.3 25.0 37.5

30～34歳 30 1 2 1 5 10 11

100.0 3.3 6.7 3.3 16.7 33.3 36.7

35～39歳 24 1 2 1 2 5 13

100.0 4.2 8.3 4.2 8.3 20.8 54.2

40～44歳 29 0 1 4 4 9 11

100.0 0.0 3.4 13.8 13.8 31.0 37.9

45～49歳 36 0 1 3 5 14 13

100.0 0.0 2.8 8.3 13.9 38.9 36.1

50～54歳 49 3 3 2 5 21 15

100.0 6.1 6.1 4.1 10.2 42.9 30.6

55～59歳 40 1 0 2 3 13 21

100.0 2.5 0.0 5.0 7.5 32.5 52.5

60～64歳 24 0 0 0 3 13 8

100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 54.2 33.3

65～69歳 20 0 0 1 4 9 6

100.0 0.0 0.0 5.0 20.0 45.0 30.0

70～74歳 16 0 0 1 3 5 7

100.0 0.0 0.0 6.3 18.8 31.3 43.8

75歳以上 6 0 0 2 2 1 1

100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 16.7 16.7

全体

性別

年代
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Q18.どのような目的で台東区に訪れていますか。当てはまるものを全て選んでください。

（いくつでも） 

【全体】 

 「観光のため（買い物、食事、イベント、趣味・娯楽を含む）」が 72.7％で最も多くなっ

ている。次いで、「出張等ビジネスのため」が 17.0％、このほか「親戚・家族・友人の訪問

のため」（13.7％）と、「通過・乗り換えの際に立ち寄るため」（12.7％）が 10％を超えてい

る。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ「観光のため（買い物、食事、イベント、趣味・娯楽を含む）」が 12.9

ポイント上回っている。一方、男性は女性と比べ「出張等ビジネスのため」が 14.4ポイン

上回っている。 

 

② 年代別 

30 代前半とは「親戚・家族・友人の訪問のため」と「通過・乗り換えの際に立ち寄るた

め」が他の年代と比べ多い 

 

72.7

5.7

0.3

17.0

1.0

3.3

1.3

13.7

12.7

2.7

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

観光のため（買い物、食事、イベント、趣味・娯楽を含む）

通勤のため

通学のため

出張等ビジネスのため

NPOなどの社会的活動のため

学会・セミナー・学習教室に参加するため

医療・福祉のため

親戚・家族・友人の訪問のため

通過・乗り換えの際に立ち寄るため

その他の目的のため 具体的に：
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：

300 218 17 1 51 3 10 4 41 38 8

100.0 72.7 5.7 0.3 17.0 1.0 3.3 1.3 13.7 12.7 2.7

男性 212 146 13 0 45 2 7 4 32 29 7

100.0 68.9 6.1 0.0 21.2 0.9 3.3 1.9 15.1 13.7 3.3

女性 88 72 4 1 6 1 3 0 9 9 1

100.0 81.8 4.5 1.1 6.8 1.1 3.4 0.0 10.2 10.2 1.1

18～19歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0

100.0 77.8 0.0 0.0 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 16 11 3 1 0 2 2 0 1 1 0

100.0 68.8 18.8 6.3 0.0 12.5 12.5 0.0 6.3 6.3 0.0

30～34歳 30 22 3 0 3 0 1 0 7 8 0

100.0 73.3 10.0 0.0 10.0 0.0 3.3 0.0 23.3 26.7 0.0

35～39歳 24 18 4 0 7 1 1 0 1 4 1

100.0 75.0 16.7 0.0 29.2 4.2 4.2 0.0 4.2 16.7 4.2

40～44歳 29 20 2 0 4 0 2 1 5 3 1

100.0 69.0 6.9 0.0 13.8 0.0 6.9 3.4 17.2 10.3 3.4

45～49歳 36 27 0 0 7 0 0 1 7 4 1

100.0 75.0 0.0 0.0 19.4 0.0 0.0 2.8 19.4 11.1 2.8

50～54歳 49 33 3 0 9 0 2 0 2 6 2

100.0 67.3 6.1 0.0 18.4 0.0 4.1 0.0 4.1 12.2 4.1

55～59歳 40 28 0 0 8 0 0 0 7 3 1

100.0 70.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 17.5 7.5 2.5

60～64歳 24 20 0 0 6 0 0 0 4 2 0

100.0 83.3 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0

65～69歳 20 14 1 0 4 0 1 0 1 3 1

100.0 70.0 5.0 0.0 20.0 0.0 5.0 0.0 5.0 15.0 5.0

70～74歳 16 12 0 0 2 0 0 1 4 2 0

100.0 75.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 6.3 25.0 12.5 0.0

75歳以上 6 5 1 0 0 0 0 1 2 2 1

100.0 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3 33.3 16.7

全体

性別

年代
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Q19.どの地域に訪れましたか。当てはまるものを全て選んでください。（いくつでも） 

【全体】 

 「上野地域」が 79.3％で最も多く、次いで「浅草地域」が 46.0％、「南部地域」が 30.7％

となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

ほぼすべての地域について、男性は女性と比べ訪れたことがある割合が高くなっている。

特に、「上野地域」は女性と比べ 7.7ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

多くの年代で「上野地域」が最も多くなっている。 
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・
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300 238 92 138 30 32 36

100.0 79.3 30.7 46.0 10.0 10.7 12.0

男性 212 173 66 96 22 26 27

100.0 81.6 31.1 45.3 10.4 12.3 12.7

女性 88 65 26 42 8 6 9

100.0 73.9 29.5 47.7 9.1 6.8 10.2

18～19歳 1 0 0 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 8 2 3 1 0 0

100.0 88.9 22.2 33.3 11.1 0.0 0.0

25～29歳 16 9 6 9 2 2 0

100.0 56.3 37.5 56.3 12.5 12.5 0.0

30～34歳 30 24 9 13 0 1 0

100.0 80.0 30.0 43.3 0.0 3.3 0.0

35～39歳 24 19 13 12 6 4 6

100.0 79.2 54.2 50.0 25.0 16.7 25.0

40～44歳 29 22 9 12 3 1 1

100.0 75.9 31.0 41.4 10.3 3.4 3.4

45～49歳 36 31 9 14 2 5 2

100.0 86.1 25.0 38.9 5.6 13.9 5.6

50～54歳 49 40 10 21 4 7 9

100.0 81.6 20.4 42.9 8.2 14.3 18.4

55～59歳 40 32 12 17 4 0 5

100.0 80.0 30.0 42.5 10.0 0.0 12.5

60～64歳 24 19 8 16 3 4 5

100.0 79.2 33.3 66.7 12.5 16.7 20.8

65～69歳 20 16 6 13 1 2 4

100.0 80.0 30.0 65.0 5.0 10.0 20.0

70～74歳 16 12 5 5 3 5 3

100.0 75.0 31.3 31.3 18.8 31.3 18.8

75歳以上 6 6 3 2 1 1 1

100.0 100.0 50.0 33.3 16.7 16.7 16.7

全体

性別

年代
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Q20.今後、台東区を訪れる上で、不安や心配事はありますか。（いくつでも） 

【全体】 

 「観光地やイベント会場での人の混雑」が 42.7％で最も多く、次いで「観光客のマナー」

が 32.3％となっている。また、「特にない」が 30.7％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は男性と比べ、「観光地やイベント会場での人の混雑」が 8.8ポイント上回っている

ほか、「店舗等で感染症対策に取り組んでいるか」と「キャッシュレス決済で支払いができ

るかどうか」もそれぞれ５ポイント以上上回っている。一方、男性は女性と比べ「治安が良

いかどうか」が 10.1ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、「観光地やイベント会場での人の混雑」は 30代前半の回答割合が

多くなっている。また、30代前半は「店舗等で感染症対策に取り組んでいるか」「台東区に

おける感染状況」「キャッシュレス決済で支払いができるかどうか」も他の年代と比べ多く

なっている。さらに、40 代後半は「治安が良いかどうか」が他の年代と比べ多くなってい

る。 
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300 128 97 73 72 40 76 45 3 92

100.0 42.7 32.3 24.3 24.0 13.3 25.3 15.0 1.0 30.7

男性 212 85 69 48 49 25 60 32 3 66

100.0 40.1 32.5 22.6 23.1 11.8 28.3 15.1 1.4 31.1

女性 88 43 28 25 23 15 16 13 0 26

100.0 48.9 31.8 28.4 26.1 17.0 18.2 14.8 0.0 29.5

18～19歳 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 3 2 2 1 2 1 1 0 4

100.0 33.3 22.2 22.2 11.1 22.2 11.1 11.1 0.0 44.4

25～29歳 16 7 8 7 4 4 4 2 0 1

100.0 43.8 50.0 43.8 25.0 25.0 25.0 12.5 0.0 6.3

30～34歳 30 19 10 11 11 8 9 5 0 5

100.0 63.3 33.3 36.7 36.7 26.7 30.0 16.7 0.0 16.7

35～39歳 24 9 7 7 7 4 6 4 0 6

100.0 37.5 29.2 29.2 29.2 16.7 25.0 16.7 0.0 25.0

40～44歳 29 15 9 8 5 4 9 2 0 8

100.0 51.7 31.0 27.6 17.2 13.8 31.0 6.9 0.0 27.6

45～49歳 36 10 13 6 8 5 14 6 0 15

100.0 27.8 36.1 16.7 22.2 13.9 38.9 16.7 0.0 41.7

50～54歳 49 21 17 11 13 2 11 9 0 18

100.0 42.9 34.7 22.4 26.5 4.1 22.4 18.4 0.0 36.7

55～59歳 40 15 12 6 8 4 7 5 3 11

100.0 37.5 30.0 15.0 20.0 10.0 17.5 12.5 7.5 27.5

60～64歳 24 11 7 8 7 3 5 3 0 7

100.0 45.8 29.2 33.3 29.2 12.5 20.8 12.5 0.0 29.2

65～69歳 20 9 6 5 7 2 3 4 0 7

100.0 45.0 30.0 25.0 35.0 10.0 15.0 20.0 0.0 35.0

70～74歳 16 6 3 1 1 1 5 3 0 8

100.0 37.5 18.8 6.3 6.3 6.3 31.3 18.8 0.0 50.0

75歳以上 6 2 2 1 0 1 1 1 0 2

100.0 33.3 33.3 16.7 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 33.3

全体

性別

年代
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Q21.あなたは今後も観光で、台東区を訪れたいと思いますか。 

【全体】 

 「機会があれば訪れたい」が 51.0％、「ぜひ訪れたい」の 37.3％と合わせて、88.3％が今

後も観光で来訪することを希望している。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 性別による回答傾向に大きな違いはみられない。 

 

② 年代別 

多くの年代で「機会があれば訪れたい」が最も多くなっているが、30 代前半は「ぜひ訪

れたい」が最多となっている。 
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300 112 153 26 9

100.0 37.3 51.0 8.7 3.0

男性 212 80 107 19 6

100.0 37.7 50.5 9.0 2.8

女性 88 32 46 7 3

100.0 36.4 52.3 8.0 3.4

18～19歳 1 0 1 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 9 5 3 0 1

100.0 55.6 33.3 0.0 11.1

25～29歳 16 6 5 3 2

100.0 37.5 31.3 18.8 12.5

30～34歳 30 18 9 2 1

100.0 60.0 30.0 6.7 3.3

35～39歳 24 10 11 3 0

100.0 41.7 45.8 12.5 0.0

40～44歳 29 9 18 2 0

100.0 31.0 62.1 6.9 0.0

45～49歳 36 17 16 2 1

100.0 47.2 44.4 5.6 2.8

50～54歳 49 16 27 5 1

100.0 32.7 55.1 10.2 2.0

55～59歳 40 9 25 4 2

100.0 22.5 62.5 10.0 5.0

60～64歳 24 8 16 0 0

100.0 33.3 66.7 0.0 0.0

65～69歳 20 9 10 1 0

100.0 45.0 50.0 5.0 0.0

70～74歳 16 4 8 3 1

100.0 25.0 50.0 18.8 6.3

75歳以上 6 1 4 1 0

100.0 16.7 66.7 16.7 0.0

全体

性別

年代
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Q22.■Q18で「観光のため（買い物、食事、イベント、趣味・娯楽を含む）」を選んだ方にお

伺いします■新型コロナウイルス感染症流行前に台東区に観光で訪れた際、どんな過ご

し方をしましたか。当てはまるものを 6つまで選んでください。（6つまで） 

【全体】 

 「名所・旧跡めぐり」が 50.5％で最も多く、次いで「食事を楽しむ」が 45.0％、「ショッ

ピング（お土産を除く）」が 35.8％となっている。このほか、「下町の雰囲気を楽しむ」

（34.4％）、「美術館・博物館」（32.1％）、「動物園・植物園・水族館」（31.2％）が 30％を超

えている。 

（n=218） 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位項目のうち、「ショッピング（お土産を除く）」については、男性が女性を 7.8

ポイント上回っている。一方、「下町の雰囲気を楽しむ」については、女性が男性を 6.7ポ

イント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、60代は「名所・旧跡めぐり」、50代は「美術館・博物館」、30代

は「食事を楽しむ」と「動物園・植物園・水族館」がそれぞれ他の年代と比べ多い傾向がみ

られる。 
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218 110 52 78 28 10 21 98 70 68 9 3 27

100.0 50.5 23.9 35.8 12.8 4.6 9.6 45.0 32.1 31.2 4.1 1.4 12.4

男性 146 75 31 56 17 3 12 67 49 44 7 3 18

100.0 51.4 21.2 38.4 11.6 2.1 8.2 45.9 33.6 30.1 4.8 2.1 12.3

女性 72 35 21 22 11 7 9 31 21 24 2 0 9

100.0 48.6 29.2 30.6 15.3 9.7 12.5 43.1 29.2 33.3 2.8 0.0 12.5

18～19歳 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0

100.0 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0

25～29歳 11 4 3 4 0 0 1 7 3 3 0 0 2

100.0 36.4 27.3 36.4 0.0 0.0 9.1 63.6 27.3 27.3 0.0 0.0 18.2

30～34歳 22 10 6 12 1 1 1 13 4 8 3 0 3

100.0 45.5 27.3 54.5 4.5 4.5 4.5 59.1 18.2 36.4 13.6 0.0 13.6

35～39歳 18 10 5 6 3 3 5 8 8 8 0 0 3

100.0 55.6 27.8 33.3 16.7 16.7 27.8 44.4 44.4 44.4 0.0 0.0 16.7

40～44歳 20 9 6 8 2 1 2 8 5 3 2 0 3

100.0 45.0 30.0 40.0 10.0 5.0 10.0 40.0 25.0 15.0 10.0 0.0 15.0

45～49歳 27 16 7 10 1 0 1 11 8 10 1 1 4

100.0 59.3 25.9 37.0 3.7 0.0 3.7 40.7 29.6 37.0 3.7 3.7 14.8

50～54歳 33 14 5 15 4 0 3 16 13 10 2 0 4

100.0 42.4 15.2 45.5 12.1 0.0 9.1 48.5 39.4 30.3 6.1 0.0 12.1

55～59歳 28 14 5 8 2 1 1 11 11 11 0 0 3

100.0 50.0 17.9 28.6 7.1 3.6 3.6 39.3 39.3 39.3 0.0 0.0 10.7

60～64歳 20 13 7 5 5 1 2 9 6 7 0 2 2

100.0 65.0 35.0 25.0 25.0 5.0 10.0 45.0 30.0 35.0 0.0 10.0 10.0

65～69歳 14 10 4 4 5 0 0 5 4 4 1 0 1

100.0 71.4 28.6 28.6 35.7 0.0 0.0 35.7 28.6 28.6 7.1 0.0 7.1

70～74歳 12 6 1 2 2 1 3 7 3 2 0 0 2

100.0 50.0 8.3 16.7 16.7 8.3 25.0 58.3 25.0 16.7 0.0 0.0 16.7

75歳以上 5 1 0 2 1 0 0 1 3 1 0 0 0

100.0 20.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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218 15 75 10 14 19 6 6 19 12 1 3

100.0 6.9 34.4 4.6 6.4 8.7 2.8 2.8 8.7 5.5 0.5 1.4

男性 146 6 47 9 9 12 2 5 13 6 0 1

100.0 4.1 32.2 6.2 6.2 8.2 1.4 3.4 8.9 4.1 0.0 0.7

女性 72 9 28 1 5 7 4 1 6 6 1 2

100.0 12.5 38.9 1.4 6.9 9.7 5.6 1.4 8.3 8.3 1.4 2.8

18～19歳 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 7 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0

100.0 14.3 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

25～29歳 11 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0

100.0 9.1 18.2 9.1 9.1 18.2 0.0 0.0 0.0 9.1 9.1 0.0

30～34歳 22 3 8 0 2 1 0 1 1 2 0 0

100.0 13.6 36.4 0.0 9.1 4.5 0.0 4.5 4.5 9.1 0.0 0.0

35～39歳 18 1 8 3 0 1 2 1 1 1 0 0

100.0 5.6 44.4 16.7 0.0 5.6 11.1 5.6 5.6 5.6 0.0 0.0

40～44歳 20 0 5 1 4 2 0 0 2 1 0 1

100.0 0.0 25.0 5.0 20.0 10.0 0.0 0.0 10.0 5.0 0.0 5.0

45～49歳 27 4 13 1 1 1 0 1 2 1 0 0

100.0 14.8 48.1 3.7 3.7 3.7 0.0 3.7 7.4 3.7 0.0 0.0

50～54歳 33 0 8 0 1 1 2 0 2 2 0 0

100.0 0.0 24.2 0.0 3.0 3.0 6.1 0.0 6.1 6.1 0.0 0.0

55～59歳 28 3 10 1 1 6 0 0 3 0 0 1

100.0 10.7 35.7 3.6 3.6 21.4 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 3.6

60～64歳 20 0 6 1 0 2 0 1 1 1 0 1

100.0 0.0 30.0 5.0 0.0 10.0 0.0 5.0 5.0 5.0 0.0 5.0

65～69歳 14 0 7 0 1 0 1 0 4 1 0 0

100.0 0.0 50.0 0.0 7.1 0.0 7.1 0.0 28.6 7.1 0.0 0.0

70～74歳 12 0 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0

100.0 0.0 25.0 16.7 0.0 8.3 8.3 8.3 16.7 0.0 0.0 0.0

75歳以上 5 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0

100.0 20.0 40.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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Q23.■Q21で「ぜひ訪れたい」または「機会があれば訪れたい」を選んだ方にお伺いします

■コロナ収束後に台東区に観光で訪れるとしたら、どんな過ごし方をしますか。当てはま

るものを 6つまで選んでください。（6つまで） 

【全体】 

「食事を楽しむ」が 48.7％で最も多く、次いで、「名所・旧跡めぐり」が 44.2％、「下町

の雰囲気を楽しむ」が 35.8％となっている。このほか、「美術館・博物館」（34.7％）、「動物

園・植物園・水族館」（32.1％）、「ショッピング（お土産を除く）」（30.2％）が 30％を超え

ている。 

（n=265） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位項目のうち、「名所・旧跡めぐり」については、男性が女性を 6.3ポイント上

回っている。一方、「美術館・博物館」「動物園・植物園・水族館」については、女性が男性

を約５～15ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、40代後半から 50代前半は「食事を楽しむ」が多い。。 
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265 117 52 80 38 13 31 129 92 85 21 10 29

100.0 44.2 19.6 30.2 14.3 4.9 11.7 48.7 34.7 32.1 7.9 3.8 10.9

男性 187 86 33 55 26 10 18 93 62 51 17 9 22

100.0 46.0 17.6 29.4 13.9 5.3 9.6 49.7 33.2 27.3 9.1 4.8 11.8

女性 78 31 19 25 12 3 13 36 30 34 4 1 7

100.0 39.7 24.4 32.1 15.4 3.8 16.7 46.2 38.5 43.6 5.1 1.3 9.0

18～19歳 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 8 2 1 0 2 0 3 2 1 2 1 0 1

100.0 25.0 12.5 0.0 25.0 0.0 37.5 25.0 12.5 25.0 12.5 0.0 12.5

25～29歳 11 4 3 5 2 0 0 7 3 4 3 1 2

100.0 36.4 27.3 45.5 18.2 0.0 0.0 63.6 27.3 36.4 27.3 9.1 18.2

30～34歳 27 10 10 16 3 0 4 15 7 7 4 2 3

100.0 37.0 37.0 59.3 11.1 0.0 14.8 55.6 25.9 25.9 14.8 7.4 11.1

35～39歳 21 9 2 6 7 2 1 10 8 9 2 1 2

100.0 42.9 9.5 28.6 33.3 9.5 4.8 47.6 38.1 42.9 9.5 4.8 9.5

40～44歳 27 9 6 9 4 1 4 13 5 9 4 0 3

100.0 33.3 22.2 33.3 14.8 3.7 14.8 48.1 18.5 33.3 14.8 0.0 11.1

45～49歳 33 15 7 9 4 2 5 18 10 12 4 1 1

100.0 45.5 21.2 27.3 12.1 6.1 15.2 54.5 30.3 36.4 12.1 3.0 3.0

50～54歳 43 22 8 20 4 2 2 27 17 13 2 2 7

100.0 51.2 18.6 46.5 9.3 4.7 4.7 62.8 39.5 30.2 4.7 4.7 16.3

55～59歳 34 14 6 5 2 2 5 12 12 11 0 1 3

100.0 41.2 17.6 14.7 5.9 5.9 14.7 35.3 35.3 32.4 0.0 2.9 8.8

60～64歳 24 14 6 2 4 3 5 8 11 8 1 0 4

100.0 58.3 25.0 8.3 16.7 12.5 20.8 33.3 45.8 33.3 4.2 0.0 16.7

65～69歳 19 10 1 4 2 0 2 12 11 7 0 2 2

100.0 52.6 5.3 21.1 10.5 0.0 10.5 63.2 57.9 36.8 0.0 10.5 10.5

70～74歳 12 5 0 2 2 1 0 5 4 2 0 0 1

100.0 41.7 0.0 16.7 16.7 8.3 0.0 41.7 33.3 16.7 0.0 0.0 8.3

75歳以上 5 3 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0

100.0 60.0 20.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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265 21 95 19 12 23 10 19 25 13 3 3

100.0 7.9 35.8 7.2 4.5 8.7 3.8 7.2 9.4 4.9 1.1 1.1

男性 187 13 67 16 7 15 4 13 16 9 2 2

100.0 7.0 35.8 8.6 3.7 8.0 2.1 7.0 8.6 4.8 1.1 1.1

女性 78 8 28 3 5 8 6 6 9 4 1 1

100.0 10.3 35.9 3.8 6.4 10.3 7.7 7.7 11.5 5.1 1.3 1.3

18～19歳 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 8 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

100.0 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

25～29歳 11 1 4 1 1 0 0 2 0 1 1 0

100.0 9.1 36.4 9.1 9.1 0.0 0.0 18.2 0.0 9.1 9.1 0.0

30～34歳 27 3 7 1 2 1 0 3 3 2 0 0

100.0 11.1 25.9 3.7 7.4 3.7 0.0 11.1 11.1 7.4 0.0 0.0

35～39歳 21 4 10 6 2 2 2 3 4 0 0 0

100.0 19.0 47.6 28.6 9.5 9.5 9.5 14.3 19.0 0.0 0.0 0.0

40～44歳 27 3 9 1 1 3 0 2 2 1 0 0

100.0 11.1 33.3 3.7 3.7 11.1 0.0 7.4 7.4 3.7 0.0 0.0

45～49歳 33 3 15 2 2 2 1 1 1 2 1 0

100.0 9.1 45.5 6.1 6.1 6.1 3.0 3.0 3.0 6.1 3.0 0.0

50～54歳 43 1 14 4 1 2 2 1 5 0 1 0

100.0 2.3 32.6 9.3 2.3 4.7 4.7 2.3 11.6 0.0 2.3 0.0

55～59歳 34 1 10 3 1 6 2 2 4 0 0 2

100.0 2.9 29.4 8.8 2.9 17.6 5.9 5.9 11.8 0.0 0.0 5.9

60～64歳 24 1 6 0 1 2 1 1 1 2 0 0

100.0 4.2 25.0 0.0 4.2 8.3 4.2 4.2 4.2 8.3 0.0 0.0

65～69歳 19 1 11 0 0 3 1 1 2 0 0 0

100.0 5.3 57.9 0.0 0.0 15.8 5.3 5.3 10.5 0.0 0.0 0.0

70～74歳 12 1 5 1 0 1 1 2 1 3 0 1

100.0 8.3 41.7 8.3 0.0 8.3 8.3 16.7 8.3 25.0 0.0 8.3

75歳以上 5 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0

100.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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５．台東区への評価と転入意向について 

Q24.あなたは、台東区が魅力的なまちだと思いますか。 

【全体】 

 「どちらかというと魅力的だと思う」が 45.7％で最も多く、次いで「とても魅力的だと

思う」が 26.3％となっており、合わせて 72.0％が台東区は魅力的なまちだと回答している。

一方で、「どちらとも言えない」が 24.0％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ「とても魅力的だと思う」が 7.7ポイント上回っている。一方、男性は

女性と比べ「どちらとも言えない」が 8.2ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

50代は「どちらとも言えない」が他の年代と比べ多い傾向がみられる。 

 

26.3 45.7 24.0 2.7 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100% とても魅力的だと思う

どちらかというと魅力的だと思う

どちらとも言えない

どちらかというと魅力的だと思わない

まったく魅力的だと思わない
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300 79 137 72 8 4

100.0 26.3 45.7 24.0 2.7 1.3

男性 212 51 96 56 6 3

100.0 24.1 45.3 26.4 2.8 1.4

女性 88 28 41 16 2 1

100.0 31.8 46.6 18.2 2.3 1.1

18～19歳 1 0 1 0 0 0

100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 4 4 1 0 0

100.0 44.4 44.4 11.1 0.0 0.0

25～29歳 16 6 8 2 0 0

100.0 37.5 50.0 12.5 0.0 0.0

30～34歳 30 8 14 6 1 1

100.0 26.7 46.7 20.0 3.3 3.3

35～39歳 24 8 7 7 2 0

100.0 33.3 29.2 29.2 8.3 0.0

40～44歳 29 5 17 7 0 0

100.0 17.2 58.6 24.1 0.0 0.0

45～49歳 36 10 15 8 3 0

100.0 27.8 41.7 22.2 8.3 0.0

50～54歳 49 18 15 16 0 0

100.0 36.7 30.6 32.7 0.0 0.0

55～59歳 40 5 21 12 1 1

100.0 12.5 52.5 30.0 2.5 2.5

60～64歳 24 7 11 5 0 1

100.0 29.2 45.8 20.8 0.0 4.2

65～69歳 20 5 12 2 1 0

100.0 25.0 60.0 10.0 5.0 0.0

70～74歳 16 2 9 4 0 1

100.0 12.5 56.3 25.0 0.0 6.3

75歳以上 6 1 3 2 0 0

100.0 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0

全体

性別

年代
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【来訪の目的別】 

Q18で「観光のため」に台東区を訪れたと回答した人と、それ以外の目的で訪れた人を分

け、クロス集計を行った。 

観光のために台東区に訪れた人のうち「とても魅力的だと思う」が 31.2％、「どちらかと

いうと魅力的だと思う」が 44.5％となっており、合わせて 75.7％が台東区は魅力的なまち

だと回答している。 

また、観光のため以外で台東区に訪れた人のうち「とても魅力的だと思う」が 13.4％、

「どちらかというと魅力的だと思う」が 48.8％となっており、合わせて 62.2％が台東区を

魅力的なまちだと回答している一方、「どちらかというと魅力的だと思わない」と「まった

く魅力的だと思わない」を合わせ 9.8％が台東区は魅力的ではないと回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.2%

44.5%

22.5%

1.4%

0.5%

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

とても魅力的だと思う

どちらかというと魅力的だと思う

どちらとも言えない

どちらかというと魅力的だと思わない

まったく魅力的だと思わない

観光のために訪れた人 n=218

13.4%

48.8%

28.0%

6.1%

3.7%

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

とても魅力的だと思う

どちらかというと魅力的だと思う

どちらとも言えない

どちらかというと魅力的だと思わない

まったく魅力的だと思わない

観光のため以外で訪れた人 n=82
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Q25.台東区を訪れた際、どのような点に魅力を感じていますか。当てはまるものを 3つまで

選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「交通の便が良い」（33.7％）と「お祭りや観光スポットが充実している」（30.7％）が 30％

を超えており、次いで、「商業施設が充実している」（26.0％）と「文化に関する施設やサー

ビスが充実している」（22.7％）が 20％を超えている。このほか、「商売や事業に有利な環

境である」（16.3％）と「街並みなど景観が良い」（14.0％）が続いている。 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「お祭りや観光スポットが充実している」については、男性が女

性と比べ多くなっている。このほか、「余暇を楽しむ環境が充実している」については、女

性が男性と比べ多くなっている。 

 

② 年代別 

全体の上位項目のうち、「お祭りや観光スポットが充実している」については、40代後半

が他の年代と比べ多い傾向がみられる。 
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300 11 7 9 35 49 3 78 3 92 7 34 6 68

100.0 3.7 2.3 3.0 11.7 16.3 1.0 26.0 1.0 30.7 2.3 11.3 2.0 22.7

男性 212 8 7 6 25 35 2 54 3 68 7 19 4 50

100.0 3.8 3.3 2.8 11.8 16.5 0.9 25.5 1.4 32.1 3.3 9.0 1.9 23.6

女性 88 3 0 3 10 14 1 24 0 24 0 15 2 18

100.0 3.4 0.0 3.4 11.4 15.9 1.1 27.3 0.0 27.3 0.0 17.0 2.3 20.5

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0

20～24歳 9 0 0 2 2 1 1 3 0 0 0 2 0 1

100.0 0.0 0.0 22.2 22.2 11.1 11.1 33.3 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 11.1

25～29歳 16 1 0 1 4 4 0 2 1 2 1 2 1 3

100.0 6.3 0.0 6.3 25.0 25.0 0.0 12.5 6.3 12.5 6.3 12.5 6.3 18.8

30～34歳 30 4 2 2 2 8 0 9 0 5 1 6 1 3

100.0 13.3 6.7 6.7 6.7 26.7 0.0 30.0 0.0 16.7 3.3 20.0 3.3 10.0

35～39歳 24 1 0 1 2 3 0 4 0 8 0 5 0 6

100.0 4.2 0.0 4.2 8.3 12.5 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0 20.8 0.0 25.0

40～44歳 29 2 1 0 3 6 0 6 1 7 1 1 0 7

100.0 6.9 3.4 0.0 10.3 20.7 0.0 20.7 3.4 24.1 3.4 3.4 0.0 24.1

45～49歳 36 0 0 0 5 8 1 14 1 15 1 2 0 7

100.0 0.0 0.0 0.0 13.9 22.2 2.8 38.9 2.8 41.7 2.8 5.6 0.0 19.4

50～54歳 49 1 0 0 7 7 0 14 0 15 1 6 2 9

100.0 2.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 28.6 0.0 30.6 2.0 12.2 4.1 18.4

55～59歳 40 2 1 1 5 5 1 10 0 13 1 4 2 6

100.0 5.0 2.5 2.5 12.5 12.5 2.5 25.0 0.0 32.5 2.5 10.0 5.0 15.0

60～64歳 24 0 1 2 4 1 0 5 0 10 0 0 0 10

100.0 0.0 4.2 8.3 16.7 4.2 0.0 20.8 0.0 41.7 0.0 0.0 0.0 41.7

65～69歳 20 0 1 0 1 3 0 7 0 7 1 3 0 7

100.0 0.0 5.0 0.0 5.0 15.0 0.0 35.0 0.0 35.0 5.0 15.0 0.0 35.0

70～74歳 16 0 1 0 0 2 0 3 0 6 0 2 0 5

100.0 0.0 6.3 0.0 0.0 12.5 0.0 18.8 0.0 37.5 0.0 12.5 0.0 31.3

75歳以上 6 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

全体

性別

年代
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力

は
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な
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300 4 4 2 101 3 42 2 36 7 1 4 30

100.0 1.3 1.3 0.7 33.7 1.0 14.0 0.7 12.0 2.3 0.3 1.3 10.0

男性 212 4 4 0 70 3 28 1 25 3 0 3 24

100.0 1.9 1.9 0.0 33.0 1.4 13.2 0.5 11.8 1.4 0.0 1.4 11.3

女性 88 0 0 2 31 0 14 1 11 4 1 1 6

100.0 0.0 0.0 2.3 35.2 0.0 15.9 1.1 12.5 4.5 1.1 1.1 6.8

18～19歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0

25～29歳 16 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 6.3 18.8 0.0 12.5 0.0 6.3 6.3 0.0 0.0 0.0

30～34歳 30 0 0 0 11 0 4 0 1 0 0 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 36.7 0.0 13.3 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 10.0

35～39歳 24 0 0 0 9 0 5 0 1 0 0 0 2

100.0 0.0 0.0 0.0 37.5 0.0 20.8 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 8.3

40～44歳 29 0 0 0 8 0 4 1 1 1 1 1 4

100.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 13.8 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 13.8

45～49歳 36 2 0 0 13 0 7 0 3 0 0 1 5

100.0 5.6 0.0 0.0 36.1 0.0 19.4 0.0 8.3 0.0 0.0 2.8 13.9

50～54歳 49 0 1 0 21 2 5 0 7 1 0 1 5

100.0 0.0 2.0 0.0 42.9 4.1 10.2 0.0 14.3 2.0 0.0 2.0 10.2

55～59歳 40 2 3 1 13 1 3 0 3 0 0 0 6

100.0 5.0 7.5 2.5 32.5 2.5 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0 0.0 15.0

60～64歳 24 0 0 0 6 0 5 0 5 2 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 20.8 0.0 20.8 8.3 0.0 0.0 4.2

65～69歳 20 0 0 0 8 0 5 0 6 0 0 1 1

100.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 25.0 0.0 30.0 0.0 0.0 5.0 5.0

70～74歳 16 0 0 0 3 0 2 1 4 0 0 0 3

100.0 0.0 0.0 0.0 18.8 0.0 12.5 6.3 25.0 0.0 0.0 0.0 18.8

75歳以上 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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【来訪の目的別】 

観光のために台東区に訪れた人では、「交通の便が良い」(36.2％)、「お祭りや観光スポッ

トが充実している」(34.4％)、「文化に関する施設やサービスが充実している」(27.5％)、

「商業施設が充実している」(27.1％)と回答した割合が多くなっている。 

また、観光のため以外で台東区に訪れた人では、「交通の便が良い」(26.8％)、「商業施設

が充実している」(23.2％)、「お祭りや観光スポットが充実している」(20.7％)と回答した

割合が多くなっている。 
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34.4%
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12.8%

1.8%

27.5%

0.9%

0.9%

0.9%

36.2%

0.5%

15.1%

0.5%

13.8%

1.8%

0.0%

1.4%

8.3%

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

雇用機会が充実している

犯罪への不安が少ない

就労支援が充実している

自然豊かな環境である

商売や事業に有利な環境である

騒音のない静かな環境である

商業施設が充実している

生涯学習の施設やサービスが充実している

お祭りや観光スポットが充実している

スポーツの施設やサービスが充実している

余暇を楽しむ環境が充実している

医療機関が充実している

文化に関する施設やサービスが充実している

福祉の施設やサービスが充実している

住宅の家賃や広さなど条件が良い

子育て支援の施設やサービスが充実している

交通の便が良い

教育環境が良い

街並みなど景観が良い

地域活動や隣近所との交流が盛んである

公園や憩いの場が充実している

区のイメージが良い

災害への不安が少ない

その他

魅力は感じなかった

観光のために訪れた人 n=218

4.9%

2.4%

1.2%

13.4%

17.1%

1.2%

23.2%

2.4%

20.7%

2.4%

7.3%

2.4%

9.8%

2.4%

2.4%

0.0%

26.8%

2.4%

11.0%

1.2%

7.3%

3.7%

1.2%

1.2%

14.6%

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

雇用機会が充実している

犯罪への不安が少ない

就労支援が充実している

自然豊かな環境である

商売や事業に有利な環境である

騒音のない静かな環境である

商業施設が充実している

生涯学習の施設やサービスが充実している

お祭りや観光スポットが充実している

スポーツの施設やサービスが充実している

余暇を楽しむ環境が充実している

医療機関が充実している

文化に関する施設やサービスが充実している

福祉の施設やサービスが充実している

住宅の家賃や広さなど条件が良い

子育て支援の施設やサービスが充実している

交通の便が良い

教育環境が良い

街並みなど景観が良い

地域活動や隣近所との交流が盛んである

公園や憩いの場が充実している

区のイメージが良い

災害への不安が少ない

その他

魅力は感じなかった

観光のため以外で訪れた人 n=82
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Q26.どのような条件が今よりも良くなると台東区に魅力を感じますか。当てはまるものを 3

つまで選んでください。（3つまで） 

【全体】 

 「犯罪への不安が少なくなること」が 29.3％で最も多く、次いで、「商業施設が充実する

こと」が 21.0％となっている。このほか、「お祭りや観光スポットが充実すること」（17.3％）、

「騒音のない静かな環境となること」（16.7％）、「街並みなど景観が良くなること」（15.3％）

が続いている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

全体の上位項目のうち、「商業施設が充実すること」と「お祭りや観光スポットが充実す

ること」については、男性が女性を約５～10ポイント上回っている。一方、「騒音のない静

かな環境となること」については、女性が男性を 11.8ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

 全体の上位項目のうち、「犯罪への不安が少なくなること」については 30代、「お祭りや

観光スポットが充実すること」については 40代、「街並みなど景観が良くなること」につい

ては 70代で、それぞれ他の年代と比べ多い傾向がみられる。 
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300 16 88 30 33 63 50 52 6 34 13 40 12

100.0 5.3 29.3 10.0 11.0 21.0 16.7 17.3 2.0 11.3 4.3 13.3 4.0

男性 212 11 64 25 22 51 28 40 1 22 8 29 7

100.0 5.2 30.2 11.8 10.4 24.1 13.2 18.9 0.5 10.4 3.8 13.7 3.3

女性 88 5 24 5 11 12 22 12 5 12 5 11 5

100.0 5.7 27.3 5.7 12.5 13.6 25.0 13.6 5.7 13.6 5.7 12.5 5.7

18～19歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 9 0 3 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1

100.0 0.0 33.3 11.1 11.1 11.1 44.4 11.1 22.2 22.2 11.1 11.1 11.1

25～29歳 16 1 5 3 2 6 3 2 2 2 2 0 1

100.0 6.3 31.3 18.8 12.5 37.5 18.8 12.5 12.5 12.5 12.5 0.0 6.3

30～34歳 30 2 10 3 5 7 6 7 1 6 1 3 0

100.0 6.7 33.3 10.0 16.7 23.3 20.0 23.3 3.3 20.0 3.3 10.0 0.0

35～39歳 24 1 10 3 3 5 6 1 0 3 2 3 4

100.0 4.2 41.7 12.5 12.5 20.8 25.0 4.2 0.0 12.5 8.3 12.5 16.7

40～44歳 29 4 7 3 4 9 7 8 0 0 0 2 3

100.0 13.8 24.1 10.3 13.8 31.0 24.1 27.6 0.0 0.0 0.0 6.9 10.3

45～49歳 36 0 14 3 1 7 6 9 0 3 2 4 0

100.0 0.0 38.9 8.3 2.8 19.4 16.7 25.0 0.0 8.3 5.6 11.1 0.0

50～54歳 49 3 17 6 3 11 10 6 1 4 0 4 0

100.0 6.1 34.7 12.2 6.1 22.4 20.4 12.2 2.0 8.2 0.0 8.2 0.0

55～59歳 40 1 9 3 3 4 3 7 0 6 2 3 0

100.0 2.5 22.5 7.5 7.5 10.0 7.5 17.5 0.0 15.0 5.0 7.5 0.0

60～64歳 24 1 6 1 2 4 1 2 0 2 2 6 3

100.0 4.2 25.0 4.2 8.3 16.7 4.2 8.3 0.0 8.3 8.3 25.0 12.5

65～69歳 20 1 5 2 4 5 2 2 0 2 1 7 0

100.0 5.0 25.0 10.0 20.0 25.0 10.0 10.0 0.0 10.0 5.0 35.0 0.0

70～74歳 16 0 1 2 3 3 1 6 0 3 0 5 0

100.0 0.0 6.3 12.5 18.8 18.8 6.3 37.5 0.0 18.8 0.0 31.3 0.0

75歳以上 6 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0

100.0 16.7 16.7 0.0 33.3 16.7 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0

全体

性別

年代
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300 30 6 28 4 46 5 38 3 38 31 11

100.0 10.0 2.0 9.3 1.3 15.3 1.7 12.7 1.0 12.7 10.3 3.7

男性 212 16 4 20 1 30 4 31 2 27 22 9

100.0 7.5 1.9 9.4 0.5 14.2 1.9 14.6 0.9 12.7 10.4 4.2

女性 88 14 2 8 3 16 1 7 1 11 9 2

100.0 15.9 2.3 9.1 3.4 18.2 1.1 8.0 1.1 12.5 10.2 2.3

18～19歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

20～24歳 9 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0

25～29歳 16 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0

100.0 6.3 0.0 0.0 6.3 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

30～34歳 30 6 0 3 1 3 1 1 0 1 3 1

100.0 20.0 0.0 10.0 3.3 10.0 3.3 3.3 0.0 3.3 10.0 3.3

35～39歳 24 3 0 2 0 3 0 2 0 5 4 0

100.0 12.5 0.0 8.3 0.0 12.5 0.0 8.3 0.0 20.8 16.7 0.0

40～44歳 29 3 0 6 0 5 0 1 0 5 1 0

100.0 10.3 0.0 20.7 0.0 17.2 0.0 3.4 0.0 17.2 3.4 0.0

45～49歳 36 0 1 4 1 7 0 4 1 5 4 4

100.0 0.0 2.8 11.1 2.8 19.4 0.0 11.1 2.8 13.9 11.1 11.1

50～54歳 49 5 0 2 0 6 0 11 0 6 8 1

100.0 10.2 0.0 4.1 0.0 12.2 0.0 22.4 0.0 12.2 16.3 2.0

55～59歳 40 5 0 6 0 8 3 4 1 4 7 3

100.0 12.5 0.0 15.0 0.0 20.0 7.5 10.0 2.5 10.0 17.5 7.5

60～64歳 24 3 2 1 0 4 0 4 0 2 2 1

100.0 12.5 8.3 4.2 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 8.3 8.3 4.2

65～69歳 20 3 0 2 1 3 0 6 1 3 1 0

100.0 15.0 0.0 10.0 5.0 15.0 0.0 30.0 5.0 15.0 5.0 0.0

70～74歳 16 0 1 1 0 3 1 3 0 3 1 1

100.0 0.0 6.3 6.3 0.0 18.8 6.3 18.8 0.0 18.8 6.3 6.3

75歳以上 6 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0

100.0 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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【来訪の目的別】 

観光のために台東区に訪れた人では、「犯罪への不安が少なくなること」が 30.3％で最も

多く、次いで「お祭りや観光スポットが充実すること」（19.7％）、「商業施設が充実するこ

と」（17.4％）、「騒音のない静かな環境となること」（17.4％）との回答割合が多い。 

また、観光のため以外で台東区を訪れた人では、「商業施設が充実すること」が 30.5％で

最も多く、次いで「犯罪への不安が少なくなること」（26.8％）、「街並みなど景観が良くな

ること」（18.3％）と回答した割合が多くなっている。 
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Q27.将来的に台東区に住んでみたいと思いますか。 

【全体】 

 台東区に住んでみたい（「ぜひ住みたい」と「できれば住みたい」の合計）が 31.0％、一

方、住んでみたくない（「あまり住みたくない」と「住みたくない」の合計）が 35.3％となっ

ている。また、「わからない」が 33.7％となっている。 

 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 女性は男性と比べ、台東区に住んでみたい（「ぜひ住みたい」と「できれば住みたい」の

合計）が 6.0ポイント上回っており、住んでみたくない（「あまり住みたくない」と「住み

たくない」の合計）の回答割合と拮抗している。 

 

② 年代別 

20代は、台東区に住んでみたい（「ぜひ住みたい」と「できれば住みたい」の合計）の回

答割合の方が高い。30 代から 40 代前半は、住んでみたくない（「あまり住みたくない」と

「住みたくない」の合計）の回答割合の方が高く、40代後半から 50代前半は再び住んでみ

たい割合が高くなり、概ね 50代後半からは住んでみたくない割合が高くなる傾向がみられ

る。 
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300 11 82 72 34 101

100.0 3.7 27.3 24.0 11.3 33.7

男性 212 6 56 51 25 74

100.0 2.8 26.4 24.1 11.8 34.9

女性 88 5 26 21 9 27

100.0 5.7 29.5 23.9 10.2 30.7

18～19歳 1 0 0 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

20～24歳 9 2 3 2 1 1

100.0 22.2 33.3 22.2 11.1 11.1

25～29歳 16 0 7 4 1 4

100.0 0.0 43.8 25.0 6.3 25.0

30～34歳 30 1 10 9 4 6

100.0 3.3 33.3 30.0 13.3 20.0

35～39歳 24 2 6 4 5 7

100.0 8.3 25.0 16.7 20.8 29.2

40～44歳 29 2 4 9 3 11

100.0 6.9 13.8 31.0 10.3 37.9

45～49歳 36 2 13 7 4 10

100.0 5.6 36.1 19.4 11.1 27.8

50～54歳 49 0 17 10 4 18

100.0 0.0 34.7 20.4 8.2 36.7

55～59歳 40 1 9 10 3 17

100.0 2.5 22.5 25.0 7.5 42.5

60～64歳 24 0 6 4 4 10

100.0 0.0 25.0 16.7 16.7 41.7

65～69歳 20 0 7 3 2 8

100.0 0.0 35.0 15.0 10.0 40.0

70～74歳 16 1 0 9 2 4

100.0 6.3 0.0 56.3 12.5 25.0

75歳以上 6 0 0 1 1 4

100.0 0.0 0.0 16.7 16.7 66.7

全体

性別

年代
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【来訪の目的別】 

観光のために台東区に訪れた人では、台東区に「住んでみたい」（「ぜひ住みたい」と「で

きれば住みたい」の合計）、「住んでみたくない」（「あまり住みたくない」と「住みたくない」

の合計）、「わからない」がそれぞれ 30％超でほぼ同じ割合となっている。 

また、観光のため以外で台東区を訪れた人では、台東区に「住んでみたくない」が 40.3％、

「住んでみたい」が 21.9％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.6%

29.8%

22.0%

11.5%

32.1%

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

ぜひ住みたい

できれば住みたい

あまり住みたくない

住みたくない

わからない

観光のために訪れた人 n=218

1.2%

20.7%

29.3%

11.0%

37.8%

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

ぜひ住みたい

できれば住みたい

あまり住みたくない

住みたくない

わからない

観光のため以外で訪れた人 n=82
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Q28.■前問で「ぜひ住みたい」または「できれば住みたい」を選んだ方にお伺いします■あ

なたが台東区に住んでみたいと思う理由は何ですか。3つまで選択してください。（3つま

で） 

【全体】 

 「交通の便が良い」（33.3％）と「商業施設が充実している」（31.2％）が 30％を超えてお

り、次いで、「お祭りや観光スポットが充実している」が 25.8％となっている。このほか、

「勤務先・通学先が近い」（19.4％）と「街並みなど景観が良い」（18.3％）が続いている。 

（n=93） 

 

 

【属性別】 

① 性別 

 全体の上位項目のうち、「交通の便が良い」については、女性が男性を 12.9 ポイント上

回っている。一方、「商業施設が充実している」と「勤務先・通学先が近い」については、

男性が女性を約５～15ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の数が少ないため比較が困難である。 
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93 18 10 4 5 10 13 29 6 24 4 13 1 12

100.0 19.4 10.8 4.3 5.4 10.8 14.0 31.2 6.5 25.8 4.3 14.0 1.1 12.9

男性 62 13 8 4 5 7 8 23 3 17 1 9 0 5

100.0 21.0 12.9 6.5 8.1 11.3 12.9 37.1 4.8 27.4 1.6 14.5 0.0 8.1

女性 31 5 2 0 0 3 5 6 3 7 3 4 1 7

100.0 16.1 6.5 0.0 0.0 9.7 16.1 19.4 9.7 22.6 9.7 12.9 3.2 22.6

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 5 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 0 1 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 40.0 60.0 20.0 0.0 20.0 20.0

25～29歳 7 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 28.6 14.3 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

30～34歳 11 4 2 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1

100.0 36.4 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 0.0 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1

35～39歳 8 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1

100.0 25.0 12.5 0.0 0.0 12.5 12.5 12.5 12.5 25.0 12.5 12.5 0.0 12.5

40～44歳 6 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0

100.0 16.7 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

45～49歳 15 4 1 0 0 3 1 7 1 6 0 4 0 3

100.0 26.7 6.7 0.0 0.0 20.0 6.7 46.7 6.7 40.0 0.0 26.7 0.0 20.0

50～54歳 17 5 2 2 1 1 3 8 0 5 1 1 0 4

100.0 29.4 11.8 11.8 5.9 5.9 17.6 47.1 0.0 29.4 5.9 5.9 0.0 23.5

55～59歳 10 1 1 0 1 1 2 3 0 2 0 2 0 0

100.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 20.0 30.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0

60～64歳 6 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1

100.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 50.0 16.7 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7

65～69歳 7 1 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 0 1

100.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6 14.3 42.9 0.0 14.3 0.0 14.3

70～74歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

75歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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93 4 8 0 31 0 17 1 11 1 2 8 0 1

100.0 4.3 8.6 0.0 33.3 0.0 18.3 1.1 11.8 1.1 2.2 8.6 0.0 1.1

男性 62 3 7 0 18 0 11 1 7 1 1 5 0 1

100.0 4.8 11.3 0.0 29.0 0.0 17.7 1.6 11.3 1.6 1.6 8.1 0.0 1.6

女性 31 1 1 0 13 0 6 0 4 0 1 3 0 0

100.0 3.2 3.2 0.0 41.9 0.0 19.4 0.0 12.9 0.0 3.2 9.7 0.0 0.0

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 7 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 14.3 0.0 57.1 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 11 1 2 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 0

100.0 9.1 18.2 0.0 45.5 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0

35～39歳 8 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0

100.0 0.0 12.5 0.0 37.5 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

40～44歳 6 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0

100.0 50.0 0.0 0.0 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

45～49歳 15 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50～54歳 17 0 1 0 5 0 2 1 3 0 1 1 0 0

100.0 0.0 5.9 0.0 29.4 0.0 11.8 5.9 17.6 0.0 5.9 5.9 0.0 0.0

55～59歳 10 0 2 0 4 0 2 0 1 1 1 0 0 1

100.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 20.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0

60～64歳 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

65～69歳 7 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 42.9 0.0 28.6 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

70～74歳 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

75歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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【来訪の目的別】 

観光のために台東区に訪れた人では、「交通の便が良い」（36.0％）と「商業施設が充実し

ている」（32.0％）が 30％を超えており、次いで、「お祭りや観光スポットが充実している」

が 25.3％となっている。 

また、観光のため以外で台東区を訪れた人では、「勤務先・通学先が近い」が 33.3％で最

も多く、次いで「商業施設が充実している」（27.8％）、「お祭りや観光スポットが充実して

いる」（27.8％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.0%
10.7%

2.7%
2.7%

9.3%
14.7%

32.0%
6.7%

25.3%
4.0%

16.0%
1.3%

16.0%
5.3%
9.3%

0.0%
36.0%

0.0%
20.0%

0.0%
13.3%

1.3%
1.3%

6.7%
0.0%
0.0%

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

勤務先・通学先が近い
家族や友人など知り合いが近くに住んでいる

雇用機会・就労支援が充実している
犯罪への不安が少ない

商売や事業に有利な環境である
自然豊かな環境ではある
商業施設が充実している

騒音のない静かな環境である
お祭りや観光スポットが充実している

生涯学習の施設やサービスが充実している
余暇を楽しむ環境が充実している

スポーツの施設やサービスが充実している
文化に関する施設やサービスが充実している

医療機関が充実している
住宅の家賃や広さなど条件が良い

福祉の施設やサービスが充実している
交通の便が良い

子育て支援の施設やサービスが充実している
街並みなど景観が良い

教育環境が良い
公園や憩いの場が充実している

地域活動や隣近所との交流が盛んである
災害への不安が少ない
区のイメージが良い

感染症への対策が十分に行われている
その他

観光のために訪れた人 n=75

33.3%
11.1%
11.1%

16.7%
16.7%

11.1%
27.8%

5.6%
27.8%

5.6%
5.6%

0.0%
0.0%
0.0%

5.6%
0.0%

22.2%
0.0%

11.1%
5.6%
5.6%

0.0%
5.6%

16.7%
0.0%

5.6%

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

勤務先・通学先が近い
家族や友人など知り合いが近くに住んでいる

雇用機会・就労支援が充実している
犯罪への不安が少ない

商売や事業に有利な環境である
自然豊かな環境ではある
商業施設が充実している

騒音のない静かな環境である
お祭りや観光スポットが充実している

生涯学習の施設やサービスが充実している
余暇を楽しむ環境が充実している

スポーツの施設やサービスが充実している
文化に関する施設やサービスが充実している

医療機関が充実している
住宅の家賃や広さなど条件が良い

福祉の施設やサービスが充実している
交通の便が良い

子育て支援の施設やサービスが充実している
街並みなど景観が良い

教育環境が良い
公園や憩いの場が充実している

地域活動や隣近所との交流が盛んである
災害への不安が少ない
区のイメージが良い

感染症への対策が十分に行われている
その他

観光のため以外で訪れた人 n=18
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Q29.■Q27で「あまり住みたくない」または「住みたくない」を選んだ方にお伺いします■

あなたが台東区に住みたくない理由は何ですか。3つまで選択してください。（3つまで） 

【全体】 

「犯罪への不安がある」と「騒音のない静かな環境ではない」がそれぞれ 22.6％で最も

多く、次いで、「勤務先・通学先が遠い」（19.8％）、「災害への不安がある」（18.9％）、「お

祭りや観光客が多い」（17.0％）となっている。（n=106） 

 

【属性別】 

① 性別 

女性は「家族や友人など知り合いが近くにいない」が「犯罪への不安がある」「騒音のな

い静かな環境ではない」と並び最多となっており、男性と比べ 11.5ポイント上回っている。 

 

② 年代別 

全体の数が少ないため比較が困難である。 
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106 21 16 2 24 2 13 3 24 18 0 2 1 0

100.0 19.8 15.1 1.9 22.6 1.9 12.3 2.8 22.6 17.0 0.0 1.9 0.9 0.0

男性 76 15 9 2 17 2 12 2 17 13 0 0 1 0

100.0 19.7 11.8 2.6 22.4 2.6 15.8 2.6 22.4 17.1 0.0 0.0 1.3 0.0

女性 30 6 7 0 7 0 1 1 7 5 0 2 0 0

100.0 20.0 23.3 0.0 23.3 0.0 3.3 3.3 23.3 16.7 0.0 6.7 0.0 0.0

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 5 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0

100.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

30～34歳 13 5 6 1 3 0 3 0 3 1 0 1 0 0

100.0 38.5 46.2 7.7 23.1 0.0 23.1 0.0 23.1 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0

35～39歳 9 1 2 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0

100.0 11.1 22.2 0.0 33.3 0.0 11.1 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

40～44歳 12 4 1 0 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0

100.0 33.3 8.3 0.0 25.0 0.0 8.3 0.0 25.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

45～49歳 11 2 2 1 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0

100.0 18.2 18.2 9.1 36.4 0.0 0.0 0.0 18.2 27.3 0.0 0.0 0.0 0.0

50～54歳 14 2 1 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0

100.0 14.3 7.1 0.0 21.4 0.0 7.1 0.0 7.1 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0

55～59歳 13 4 2 0 5 1 1 2 5 1 0 0 0 0

100.0 30.8 15.4 0.0 38.5 7.7 7.7 15.4 38.5 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0

60～64歳 8 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0

65～69歳 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70～74歳 11 0 1 0 1 0 3 0 2 5 0 0 0 0

100.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 27.3 0.0 18.2 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0

75歳以上 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

100.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

全体

性別

年代
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106 2 10 1 0 4 7 4 1 0 20 12 0 16

100.0 1.9 9.4 0.9 0.0 3.8 6.6 3.8 0.9 0.0 18.9 11.3 0.0 15.1

男性 76 2 9 1 0 2 4 2 1 0 15 8 0 12

100.0 2.6 11.8 1.3 0.0 2.6 5.3 2.6 1.3 0.0 19.7 10.5 0.0 15.8

女性 30 0 1 0 0 2 3 2 0 0 5 4 0 4

100.0 0.0 3.3 0.0 0.0 6.7 10.0 6.7 0.0 0.0 16.7 13.3 0.0 13.3

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～24歳 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

25～29歳 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0

30～34歳 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

100.0 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 7.7

35～39歳 9 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 11.1 33.3 0.0 11.1

40～44歳 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3

45～49歳 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 3

100.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 9.1 36.4 0.0 27.3

50～54歳 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3

100.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 21.4

55～59歳 13 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1

100.0 0.0 15.4 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 7.7 0.0 7.7

60～64歳 8 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2

100.0 0.0 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 37.5 12.5 0.0 25.0

65～69歳 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1

100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 20.0

70～74歳 11 1 3 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 2

100.0 9.1 27.3 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 36.4 9.1 0.0 18.2

75歳以上 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 50.0

全体

性別

年代



159 

【来訪の目的別】 

観光のために台東区に訪れた人では、「犯罪への不安がある」「家族や友人など知り合いが

近くにいない」「災害への不安がある」「勤務先・通学先が遠い」「お祭りや観光客が多い」

「騒音のない静かな環境ではない」がそれぞれ約 20％で多くなっている。 

また、観光のため以外で台東区を訪れた人では、「騒音のない静かな環境ではない」が

33.3％で最も多く、次いで「勤務先・通学先が遠い」「犯罪への不安がある」がそれぞれ 21.2％

となっている。 
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20.5%

1.4%
23.3%

1.4%
12.3%

1.4%
17.8%
19.2%

0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
1.4%

9.6%
1.4%
0.0%
1.4%
2.7%
4.1%

1.4%
0.0%

20.5%
11.0%

0.0%
17.8%

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

勤務先・通学先が遠い
家族や友人など知り合いが近くにいない
雇用機会・就労支援が充実していない

犯罪への不安がある
商売や事業に不利な環境である

自然豊かな環境ではない
商業施設が充実していない

騒音のない静かな環境ではない
お祭りや観光客が多い

生涯学習の施設やサービスが充実していない
余暇を楽しむ環境が充実していない

スポーツの施設やサービスが充実していない
文化に関する施設やサービスが充実していない

医療機関が充実していない
住宅の家賃や広さなど条件が良くない

福祉の施設やサービスが充実していない
子育て支援の施設やサービスが充実していない

交通の便が良くない
街並みなど景観が良くない

教育環境が良くない
公園や憩いの場が充実していない

地域活動や隣近所との交流が盛んではない
災害への不安がある

区のイメージが良くない
感染症への対策がなされていない

その他

観光のために訪れた人 n=73

21.2%
3.0%
3.0%

21.2%
3.0%

12.1%
6.1%

33.3%
12.1%

0.0%
3.0%

0.0%
0.0%
3.0%

9.1%
0.0%
0.0%

9.1%
15.2%

3.0%
0.0%
0.0%

15.2%
12.1%

0.0%
9.1%

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

勤務先・通学先が遠い
家族や友人など知り合いが近くにいない
雇用機会・就労支援が充実していない

犯罪への不安がある
商売や事業に不利な環境である

自然豊かな環境ではない
商業施設が充実していない

騒音のない静かな環境ではない
お祭りや観光客が多い

生涯学習の施設やサービスが充実していない
余暇を楽しむ環境が充実していない

スポーツの施設やサービスが充実していない
文化に関する施設やサービスが充実していない

医療機関が充実していない
住宅の家賃や広さなど条件が良くない

福祉の施設やサービスが充実していない
子育て支援の施設やサービスが充実していない

交通の便が良くない
街並みなど景観が良くない

教育環境が良くない
公園や憩いの場が充実していない

地域活動や隣近所との交流が盛んではない
災害への不安がある

区のイメージが良くない
感染症への対策がなされていない

その他

観光のため以外で訪れた人 n=33
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６．台東区の将来について（自由記入） 

Q30. 台東区の将来について、ご意見・ご要望等ございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 台東区の将来に関して、62件の意見が寄せられた。分類ごとの主な意見は次の通り。 

 

①観光・文化（14件） 

・観光を柱に発展してほしい。 

・季節を感じるお祭りの復活。 

・インバウンドが優先されている様に感じる。 

・観光に関しては都内でも有数のスポットだと思います。 

・浅草などの日本らしさを体感できるスポットを残しつつ、上野のパルコヤなど新しい施設

もあり、一日お出かけするにはとてもいい場所だと思う。これからも老若男女楽しめる街

づくりに邁進してほしい。 

・街のカフェなどもっと簡単に調べられるようなサイトがあれば行きたくなる。 

・文化的に魅力ある地域なので、伝統を守っていただきたい。 

・文化施設の維持。マナーの悪いお花見など屋外飲酒の禁止などの対策。 

 

②台東区のイメージ（14件） 

・住むより訪ねて楽しめる安心出来るイメージです。 

・東京を代表する下町、芸術の街のイメージが強いです。 

・活気のある町なので住むには勢いが強すぎる。 

・昔ながらの密接した住宅などが多いので地震などによる火災対策や、山谷地区などの低所

得者などの対策をきちんとしないと区のイメージはよくならないと思う。 

・東のメインシティ台東区。文化、食、様々なものがあり維持するものと発展させるものの

区別が必要。いい街です。 

・たばこのポイ捨てやホームレスのイメージが強く、改善してほしい。 

・なんとなく治安が悪いイメージがあるので、それが改善されたらいいなと思います。 

 

③まちづくり（８件） 

・大型の商業施設を作らず、自然や下町らしい町並みを活かした街づくりをしてほしい。 

・古いものと新しいものとを上手く共存させた街作りを目指して欲しい。 

・アメ横を中心に、見映えとして下町風情の統一感が何かしらあると、更にこれまでに無い

タイプの観光客を新たに呼び込みやすくなるのでは。 

・ゴミゴミした街並みを整理してほしい。 
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④環境（６件） 

・公園など休める場所が少ない。 

・緑豊かで住みやすい町になればよい。 

・街が清潔な環境になれば、更に良いと思います。 

・トイレを綺麗にして欲しい。 

 

⑤その他（20件） 

・チェーン店ではない独立系の飲食店の支援をしてほしい。 

・正社員雇用をさらに増やして欲しい！ 

・だれにでも優しくして欲しい。 

・これからも昔のまま（懐かしさのある）の台東区であって欲しい。 

・台東区の良いところを伸ばして下さい。 

・施策は素晴らしいが、十分実施する事が重要。 

 


