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Ⅰ 調査概要 

１ 調査目的 

この調査は、区民の生涯学習、文化芸術、スポーツ振興、観光、国際に対する意識、活動の実態及

び要望を把握し、アカデミー推進計画の策定及び今後の振興のための基礎資料を得ることを目的とし

て実施した。 
 

２ 調査対象者 

区内在住の満 20 歳以上の区民 
 

３ 調査方法 

郵送配付 － 郵送回収 
 

４ 抽出元・抽出方法 

住民基本台帳から 2,000 人を無作為で抽出 
 

５ 調査期日 

平成 22 年 1 月 1 日 
 

６ 調査期間 

○ 調査票発送日 ： 平成 22 年 1 月 21 日 
○ 回 収 期 限  ： 平成 22 年 2 月 5 日 

 

７ 配付・回収 

○ 配 付 数 ： 2,000 人 
○ 回 収 数 ：   692 人 （回 収 率 ： 34.6%） 
○ 有効回収数 ：   691 人 （有効回収率 ： 34.6%） 

 

８ 報告書の見方 

○ 集計は、小数点以下第２位を四捨五入している。したがって、数値の合計が 100.0％ちょうど

にならない場合がある。 
○ 複数回答の設問についてもクロス集計表の表側として採用したものがある。 
○ 回答の比率（％）は、その質問の回答者数（n 値又は Ln 値）を基数として算出した。したが

って、複数回答の設問はすべての比率を合計すると 100.0％にならないことがある。 
○ 本文や図表中の選択肢表記は、場合によって語句を短縮・簡略化している場合がある。 
○ 本文中で、比率の比較をする際には、ポイント（小数点以下第２位を四捨五入し、小数第１位

で示している）と表記している。 
○ 本文のクロス集計に関する説明は、「男性」と「女性」、「あり」と「なし」については、両者

間を比較している。その他については、原則として全体よりも５ポイント高いものについて記載

している。 
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９ 標本誤差について 

 
本調査のように、対象者（標本）を抽出して行う標本調査の場合、標本と全体の間に誤差が生じる。

これは標本誤差（ｂ）と呼ばれ、下式（等間隔抽出の場合）により求められる。なお、標本誤差を設

問に対する回答者数（ｎ）と回答比率（ｐ）から簡単に求められるように、早見表を用意している。 
 

例えば、「問１ あなたは、文京区についてどのようなイメージをお持ちですか。」について、「交

通の便がよい」という回答者数は 691 人（ｎ）中の 68.9％（ｐ）であるが、標本誤差は早見表により、

±3.5％程度であることが得られる。このことから、「知っている」人は、65.4％～72.4％の間にある

と推測することができる。 

ｎ

ｐ（１－ｐ）

Ｎ－１

Ｎ－ｎ
　ｂ  96.1  

ｂ＝標本誤差、Ｎ＝母集団数、ｎ＝比率算出の基数（設問の回答者数）、ｐ＝回答率 
1.96＝統計学の「正規分布表」から有意水準 5％の定数（2 として扱ってよい） 

  １≒
Ｎ－１

Ｎ－ｎ
　  として算出した 

 
図表 0 標本誤差の早見表 

回答 
比率 
(ｐ) 

回答 
者数 
(ｎ) 

5％ 
又は 
95％ 
前後 

10％ 
又は 
90％ 
前後 

15％ 
又は 
85％ 
前後 

20％
又は

80％
前後

25％
又は

75％
前後

30％
又は

70％
前後

35％
又は

65％
前後

40％ 
又は 
60％ 
前後 

45％ 
又は 
55％ 
前後 

50％
前後

691 ±1.7% ±2.3% ±2.7% ±3.0% ±3.3% ±3.5% ±3.6% ±3.7% ±3.8% ±3.8%

650 ±1.7% ±2.4% ±2.8% ±3.1% ±3.4% ±3.6% ±3.7% ±3.8% ±3.9% ±3.9%

600 ±1.8% ±2.4% ±2.9% ±3.3% ±3.5% ±3.7% ±3.9% ±4.0% ±4.1% ±4.1%

550 ±1.9% ±2.6% ±3.0% ±3.4% ±3.7% ±3.9% ±4.1% ±4.2% ±4.2% ±4.3%

500 ±1.9% ±2.7% ±3.2% ±3.6% ±3.9% ±4.1% ±4.3% ±4.4% ±4.4% ±4.5%

450 ±2.1% ±2.8% ±3.4% ±3.8% ±4.1% ±4.3% ±4.5% ±4.6% ±4.7% ±4.7%

400 ±2.2% ±3.0% ±3.6% ±4.0% ±4.3% ±4.6% ±4.8% ±4.9% ±5.0% ±5.0%

350 ±2.3% ±3.2% ±3.8% ±4.3% ±4.6% ±4.9% ±5.1% ±5.2% ±5.3% ±5.3%

300 ±2.5% ±3.5% ±4.1% ±4.6% ±5.0% ±5.3% ±5.5% ±5.7% ±5.7% ±5.8%

250 ±2.8% ±3.8% ±4.5% ±5.1% ±5.5% ±5.8% ±6.0% ±6.2% ±6.3% ±6.3%

200 ±3.1% ±4.2% ±5.0% ±5.7% ±6.1% ±6.5% ±6.7% ±6.9% ±7.0% ±7.1%

150 ±3.6% ±4.9% ±5.8% ±6.5% ±7.1% ±7.5% ±7.8% ±8.0% ±8.1% ±8.2%

100 ±4.4% ±6.0% ±7.1% ±8.0% ±8.7% ±9.2% ±9.5% ±9.8% ±9.9% ±10.0%

50 ±6.2% ±8.5% ±10.1% ±11.3% ±12.2% ±13.0% ±13.5% ±13.9% ±14.1% ±14.1%
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Ⅱ 調査結果 

１．調査票記入者の状況について 

Ｆ１（１） 性別 ／ Ｆ１（２） 年齢（平成 22 年１月１日現在）（単数回答） 

 

調査票記入者の属性についてみると、性別は、「男性」が 28.4％、「女性」が 47.3％、「無回答」が 24.3％
となっており、女性が多くなっている。 
年齢は、「70 歳以上」が 21.4％で最も高く、次いで、「30 歳代」19.5％、「40 歳代」19.4％、「60 歳

代」15.2％、「50 歳代」12.4％と続き、「20 歳代」が最も低く 11.3％となっている。 
 

図表 1 性別 ／ 年齢【単純集計】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2 性別 ／ 年齢 

回
答
者
数

（
人

）

20
歳
代

30
歳
代

40
歳
代

50
歳
代

60
歳
代

70
歳
以
上

無
回
答

(%)

全体 691 11.3 19.5 19.4 12.4 15.2 21.4 0.7

男性／（計） 196 16.8 23.0 19.9 10.7 10.2 18.4 1.0

女性／（計） 327 11.3 20.8 19.9 12.2 16.8 19.0 -

※表側の無回答は除く。  

 

 

回答者数=691人

20歳代
11.3%

30歳代
19.5%

40歳代
19.4%

50歳代
12.4%

60歳代
15.2%

70歳以上
21.4%

無回答
0.7%

回答者数=691人

男性
28.4%

女性
47.3%

無回答
24.3%
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Ｆ１（３） 職業（単数回答） 

 

職業について聞いたところ、全体では、「会社員（フルタイム）」が 31.4％と最も高く、次いで「無職」

16.8％、「専業主婦」16.5％、「自営業」12.0％などとなっている。 
 

 

図表 3 職業【単純集計】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4 職業【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

自
営
業

会
社
員

（
フ
ル
タ

イ
ム

）

会
社
員

（
パ
ー

ト

タ
イ
ム

）

教
員
・
公
務
員
・

団
体
職
員

専
業
主
婦

学
生

無
職

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 691 12.0 31.4 5.4 7.8 16.5 4.3 16.8 4.6 1.2

男性／（計） 196 14.3 45.4 3.6 12.2 - 4.6 16.8 3.1 -

20歳代 33 - 42.4 6.1 18.2 - 27.3 3.0 3.0 -

30歳代 45 8.9 71.1 - 17.8 - - - 2.2 -

40歳代 39 17.9 59.0 - 17.9 - - 5.1 - -

50歳代 21 9.5 66.7 - 9.5 - - 14.3 - -

60歳代 20 30.0 15.0 20.0 5.0 - - 25.0 5.0 -

70歳以上 36 22.2 8.3 - - - - 61.1 8.3 -

女性／（計） 327 9.2 25.4 6.7 6.1 26.3 4.9 14.4 6.4 0.6

20歳代 37 - 43.2 5.4 5.4 5.4 40.5 - - -

30歳代 68 5.9 47.1 2.9 11.8 17.6 1.5 2.9 10.3 -

40歳代 65 9.2 33.8 9.2 9.2 20.0 - 9.2 7.7 1.5

50歳代 40 10.0 20.0 12.5 10.0 37.5 - - 10.0 -

60歳代 55 18.2 7.3 9.1 - 38.2 - 20.0 5.5 1.8

70歳以上 62 9.7 1.6 3.2 - 37.1 - 45.2 3.2 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

 

 

 

回答者数=691人

自営業
12.0%

会社員
（フルタイム）

31.4%

会社員
（パートタイム）

5.4%

教員・公務員
・団体職員

7.8%

専業主婦
16.5%

無職
16.8%

無回答
1.2%

その他
4.6%

学生
4.3%
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Ｆ１（４） 結婚（単数回答） 

 

結婚について聞いたところ、全体では、「未婚」33.7％、「既婚」61.6％となっている。 
 

 

図表 5 結婚【単純集計】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6 結婚【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

未
婚

既
婚

無
回
答

(%)

全体 691 33.7 61.6 4.6

男性／（計） 196 32.1 66.3 1.5

20歳代 33 75.8 24.2 -

30歳代 45 48.9 51.1 -

40歳代 39 12.8 84.6 2.6

50歳代 21 33.3 66.7 -

60歳代 20 5.0 95.0 -

70歳以上 36 5.6 88.9 5.6

女性／（計） 327 39.8 58.7 1.5

20歳代 37 81.1 18.9 -

30歳代 68 55.9 42.6 1.5

40歳代 65 44.6 55.4 -

50歳代 40 32.5 67.5 -

60歳代 55 25.5 70.9 3.6

70歳以上 62 9.7 87.1 3.2

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

 

 

回答者数=691人

未婚
33.7%

既婚
61.6%

無回答
4.6%
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Ｆ１（５） 子どもの有無（単数回答） 

 

子どもの有無は、「高校卒業以上」が 32.7％で高く、「乳幼児」9.1％、「小学生」7.5％、「中高生」5.8％
となっている。一方、「なし」は 42.5％となっている。 
 

 

図表 7 子どもの有無【単純集計】 

 

回答者数=691人

9.1%

7.5%

5.8%

32.7%

42.5%

7.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

乳幼児

小学生

中高生

高校卒業以上

なし

無回答

 

 

図表 8 子どもの有無【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

乳
幼
児

小
学
生

中
高
生

高
校
卒
業
以
上

な
し

無
回
答

(%)

全体 691 9.1 7.5 5.8 32.7 42.5 7.5

男性／（計） 196 10.2 10.7 5.6 27.0 51.0 2.0

20歳代 33 15.2 - - - 84.8 -

30歳代 45 20.0 8.9 - - 73.3 2.2

40歳代 39 12.8 38.5 15.4 17.9 30.8 2.6

50歳代 21 4.8 9.5 19.0 28.6 52.4 -

60歳代 20 - - 5.0 90.0 10.0 -

70歳以上 36 - - - 61.1 33.3 5.6

女性／（計） 327 7.6 5.5 5.8 33.3 43.7 8.0

20歳代 37 5.4 - - - 86.5 8.1

30歳代 68 22.1 4.4 - - 67.6 8.8

40歳代 65 12.3 18.5 23.1 7.7 43.1 9.2

50歳代 40 - 7.5 10.0 47.5 40.0 -

60歳代 55 - - - 72.7 20.0 7.3

70歳以上 62 - - - 72.6 16.1 11.3

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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Ｆ２ あなたのお住まいの地区はどちらですか。（単数回答） 

 

居住地区は下表のとおりとなっている。 
 

 

図表 9 居住地区【単純集計】 

居住地区 回答者数（人） 割合（%）

全体 691 100.0

大塚 62 9.0

音羽 17 2.5

春日 27 3.9

小石川 64 9.3

後楽 5 0.7

小日向 20 2.9

水道 25 3.6

関口 14 2.0

千石 60 8.7

千駄木 74 10.7

西片 23 3.3

根津 12 1.7

白山 59 8.5

本駒込 87 12.6

本郷 66 9.6

向丘 18 2.6

目白台 19 2.7

弥生 9 1.3

湯島 26 3.8

無回答 4 0.6  
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図表 10 居住地区【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

大
塚

音
羽

春
日

小
石
川

後
楽

小
日
向

水
道

関
口

千
石

千
駄
木

(%)

全体 691 9.0 2.5 3.9 9.3 0.7 2.9 3.6 2.0 8.7 10.7

男性／（計） 196 10.7 1.5 3.1 8.7 - 3.1 2.6 2.6 10.2 9.2

20歳代 33 12.1 6.1 3.0 3.0 - 3.0 - - 9.1 9.1

30歳代 45 8.9 2.2 - 11.1 - 2.2 4.4 2.2 11.1 6.7

40歳代 39 7.7 - 10.3 5.1 - - 2.6 - 7.7 12.8

50歳代 21 14.3 - 4.8 - - 4.8 - 4.8 23.8 9.5

60歳代 20 5.0 - - 15.0 - - 10.0 5.0 5.0 5.0

70歳以上 36 13.9 - - 16.7 - 8.3 - 5.6 8.3 11.1

女性／（計） 327 7.6 3.7 4.3 9.2 0.9 3.1 4.6 1.8 8.0 9.5

20歳代 37 8.1 2.7 8.1 - - - 5.4 - 5.4 5.4

30歳代 68 5.9 7.4 7.4 11.8 2.9 2.9 7.4 - 13.2 5.9

40歳代 65 4.6 1.5 1.5 10.8 1.5 3.1 1.5 1.5 7.7 10.8

50歳代 40 7.5 5.0 2.5 12.5 - 2.5 - 5.0 7.5 12.5

60歳代 55 12.7 1.8 1.8 10.9 - 3.6 7.3 - 7.3 12.7

70歳以上 62 8.1 3.2 4.8 6.5 - 4.8 4.8 4.8 4.8 9.7

回
答
者
数

（
人

）

西
片

根
津

白
山

本
駒
込

本
郷

向
丘

目
白
台

弥
生

湯
島

無
回
答

(%)

全体 691 3.3 1.7 8.5 12.6 9.6 2.6 2.7 1.3 3.8 0.6

男性／（計） 196 4.6 1.5 7.1 13.3 8.7 3.1 3.6 1.0 5.6 -

20歳代 33 6.1 3.0 9.1 12.1 12.1 3.0 3.0 6.1 - -

30歳代 45 6.7 - 11.1 11.1 6.7 - 11.1 - 4.4 -

40歳代 39 5.1 2.6 12.8 15.4 7.7 2.6 2.6 - 5.1 -

50歳代 21 - - 4.8 9.5 14.3 - - - 9.5 -

60歳代 20 - - - 20.0 10.0 5.0 - - 20.0 -

70歳以上 36 5.6 2.8 - 11.1 5.6 8.3 - - 2.8 -

女性／（計） 327 3.7 2.1 9.8 12.5 10.7 2.4 2.1 1.2 2.4 0.3

20歳代 37 8.1 5.4 10.8 8.1 21.6 2.7 2.7 2.7 2.7 -

30歳代 68 2.9 - 4.4 10.3 5.9 4.4 5.9 - - 1.5

40歳代 65 6.2 1.5 15.4 18.5 6.2 3.1 1.5 - 3.1 -

50歳代 40 2.5 7.5 10.0 12.5 7.5 - - - 5.0 -

60歳代 55 - 1.8 5.5 14.5 16.4 - - 3.6 - -

70歳以上 62 3.2 - 12.9 9.7 11.3 3.2 1.6 1.6 4.8 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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Ｆ３ 通勤・もしくは通学されている方にお伺いします。あなたの通勤・通学先はどちらですか。（単

数回答） 

 

通勤・通学先は、全体では「区外近隣区」が 39.7％で最も高く、次いで、「文京区内」23.0％、「1、2
以外の東京 23 区」12.8％などとなっている。 
 

 

図表 11 通勤・通学先【単純集計】 

  

 

回答者数=691人

1 文京区内
23.0%

2 区外近隣区
39.7%

東京都外
6.4%

「１」「２」以外の
東京23区

12.8%

東京都内
市町村

2.6%

その他
1.8%

無回答
13.7%

 
 

図表 12 通勤・通学先【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

１
　
文
京
区
内

２
　
区
外
近
隣
区

「
１

」
「
２

」
以
外

の
東
京
2
3
区

東
京
都
内
市
町
村

東
京
都
外

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 453 23.0 39.7 12.8 2.6 6.4 1.8 13.7

男性／（計） 163 23.9 31.9 19.6 3.1 7.4 1.2 12.9

20歳代 32 34.4 37.5 21.9 6.3 - - -

30歳代 45 22.2 35.6 26.7 - 11.1 - 4.4

40歳代 37 16.2 35.1 16.2 5.4 16.2 5.4 5.4

50歳代 18 22.2 38.9 16.7 5.6 - - 16.7

60歳代 15 33.3 20.0 13.3 - - - 33.3

70歳以上 14 21.4 7.1 7.1 - 7.1 - 57.1

女性／（計） 192 21.9 45.8 8.9 2.6 4.2 2.6 14.1

20歳代 35 28.6 48.6 5.7 2.9 11.4 - 2.9

30歳代 54 18.5 59.3 5.6 5.6 3.7 1.9 5.6

40歳代 45 24.4 42.2 20.0 - 4.4 4.4 4.4

50歳代 25 16.0 48.0 4.0 4.0 - 4.0 24.0

60歳代 22 13.6 36.4 9.1 - - 4.5 36.4

70歳以上 11 36.4 - - - - - 63.6

※表側の無回答は除く。
※「２　区外近隣区｝とは、千代田区、中央区、港区、新宿区、豊島区とする。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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Ｆ４ あなたは、文京区にお住まいになって何年になりますか。（単数回答） 

 

文京区での居住年数は、全体では「20 年以上」が最も高く 42.5％、次いで「１年以上５年未満」が

20.8％、「５年以上 10 年未満」が 14.5％などとなっている。 
 

 

図表 13 居住年数【単純集計】 

 回答者数=691人

１年未満
7.4%

１年以上
５年未満

20.8%

無回答
0.6%

20年以上
42.5%

10年以上
15年未満

9.7%

５年以上
10年未満

14.5%

15年以上
20年未満

4.5%

 
 

図表 14 居住年数【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

１
年
未
満

１
年
以
上

５
年
未
満

５
年
以
上

1
0
年
未
満

1
0
年
以
上

1
5
年
未
満

1
5
年
以
上

2
0
年
未
満

2
0
年
以
上

無
回
答

(%)

全体 691 7.4 20.8 14.5 9.7 4.5 42.5 0.6

男性／（計） 196 5.6 28.6 15.3 7.1 4.6 38.8 -

20歳代 33 9.1 39.4 24.2 6.1 3.0 18.2 -

30歳代 45 11.1 57.8 20.0 8.9 - 2.2 -

40歳代 39 5.1 33.3 23.1 10.3 2.6 25.6 -

50歳代 21 - 4.8 - 14.3 23.8 57.1 -

60歳代 20 - 5.0 10.0 - - 85.0 -

70歳以上 36 2.8 5.6 5.6 - 2.8 83.3 -

女性／（計） 327 9.8 19.9 13.8 12.2 4.3 40.1 -

20歳代 37 24.3 56.8 10.8 2.7 2.7 2.7 -

30歳代 68 19.1 36.8 27.9 4.4 1.5 10.3 -

40歳代 65 7.7 16.9 18.5 24.6 10.8 21.5 -

50歳代 40 5.0 10.0 5.0 22.5 7.5 50.0 -

60歳代 55 3.6 3.6 9.1 14.5 3.6 65.5 -

70歳以上 62 1.6 3.2 4.8 4.8 - 85.5 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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２．ライフスタイルについて 

問 28 あなたの日頃の生活行動や意識について、最も近いものをお選びください。（単数回答） 

 

ライフスタイルについて聞いたところ、「あてはまる」の合計（「あてはまる」＋「ある程度あてはま

る」）が高い項目は、「古いものは受け継がれてきた良さを理解し残すほうだ」が 75.7％、次いで「月に

何回かはスポーツや趣味のことをする」61.5％、「好きでよくするスポーツや趣味がある」57.9％、「遊

びでも仕事でも、やりだすととことん熱中してしまう」55.3％などとなっている。 
 

図表 15 ライフスタイル【単純集計】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グループのなかで注目の的になりたい

洋服などを買うとき目立つものを買うほうだ

ファッションのためにお金や時間をかけてもおしくない

服装や装飾品は一流銘柄のものをつける

自分を表現する手段としてファッションを重視する

名もない銘柄やイミテーションは恥ずかしい

皆が認める銘柄品を身につけていないと不安だ

スポーツで丈夫な身体づくりに励む

スポーツで疲れた神経をスカッとさせる

月に何回かはスポーツや趣味のことをする

好きでよくするスポーツや趣味がある

今の世の中、努力すれば成功できる

今の世の中、知恵を働かせれば成功できる

出世するためにあらゆる努力を惜しまない

同じ一生なら、苦労しても成功者になりたい

部屋に観葉植物をいつも置いている

食べるものには大変こるほうである

フランス料理や懐石料理など、ご馳走には目がない

経済的に恵まれなくても、気ままに楽しく暮らせればよい

人は世間の目など気にせず、好きな人生を送るのがよい

リーダーになって苦労するより、人に従っている方がよい

自分の欲望に忠実に生きるのが、本当の生き方だと思う

仕事で認められなくても、趣味やレジャーで認められればよい

あまり収入がよくなくても、やりがいのある仕事をしたい

出世よりは、自分の人生をエンジョイする生活を送りたい

家族のためなどで、自分が犠牲になって頑張ることはよい

頑張って出世して初めて、自分のやりたいことができると思う

遊びでも仕事でも、やりだすととことん熱中してしまう

家族がうまく行くためには、自分の気持ちを抑えるほうだ

自分のことを考える前に他人のことを考えるほうだ

少し無理だと思われるくらいの目標をたてて頑張るほうだ

古いものは受け継がれてきた良さを理解し残すほうだ

回答者数=691人

3.2%

3.2%

7.5%

3.6%

8.7%

6.9%

16.5%

15.1%

34.9%

35.5%

11.4%

13.3%

5.1%

11.1%

25.5%

12.4%

12.6%

9.6%

16.8%

3.0%

6.2%

4.2%

9.7%

15.9%

12.2%

6.1%

19.7%

12.4%

10.1%

12.2%

27.2%

14.8%

14.0%

19.7%

13.3%

23.7%

9.3%

2.5%

30.2%

28.5%

26.6%

22.4%

28.7%

36.0%

17.1%

25.2%

15.8%

28.1%

19.5%

27.4%

31.4%

14.0%

14.9%

12.2%

33.4%

37.2%

31.5%

20.5%

35.6%

34.9%

33.3%

35.0%

48.5%

29.1%

26.9%

23.6%

25.6%

21.6%

21.9%

12.4%

22.0%

21.7%

10.3%

13.0%

38.2%

33.6%

34.7%

33.9%

10.7%

27.8%

24.5%

34.7%

32.1%

46.2%

39.9%

35.7%

31.8%

31.4%

35.0%

38.5%

26.0%

30.8%

37.9%

29.1%

16.2%

25.0%

27.2%

26.5%

24.2%

24.2%

25.2%

23.9%

14.9%

15.9%

12.3%

12.4%

12.0%

8.4%

24.9%

17.1%

12.3%

17.4%

21.7%

19.7%

12.3%

21.3%

21.6%

28.2%

16.5%

9.8%

13.2%

21.3%

11.0%

15.5%

12.7%

16.2%

25.2%

26.5%

20.1%

31.0%

19.8%

34.6%

58.8%

14.3%

16.4%

13.6%

14.9%

7.2%

5.2%

15.6%

10.4%

33.6%

12.0%

19.2%

6.7%

4.5%

13.3%

15.1%

16.9%

6.2%

3.0%

5.8%

10.7%

5.1%

4.2%

3.6%

5.5%

0.4%

4.5%1.6%2.0%

2.0%

2.3%

2.2%

2.6%

2.9%

2.3%

2.6%

2.3%

2.7%

2.3%

2.2%

2.9%

2.0%

2.5%

2.3%

2.2%

2.3%

2.6%

3.5%

2.5%

1.7%

2.3%

2.5%

2.0%

2.0%

2.2%

2.0%

2.3%

2.2%

2.6%

2.7%

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

あてはまる ある程度あてはまる どちらともいえない

あまりあてはまらない あてはまらない 無回答
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ライフスタイル設定に際しては、統計解析ソフトであるＳＰＳＳを使用して分析を行った結果、５因

子で最も収まりがよいと判断できる結果を得た。 
その後、因子分析によって得られた因子得点を用いて、その類似性によりいくつかのグループ化を試

みたところ、グループ数５で最適と思われる分類となった。平均因子得点から解釈した結果、「タイプ

Ａ」～「タイプＥ」となった。割合は、それぞれ、「タイプＡ」20.1％、「タイプＢ」23.2％、「タイプＣ」

17.8％、「タイプＤ」18.8％、「タイプＥ」19.0％となっている。 
 

 

図表 16 ライフスタイル（分析結果）【単純集計】 

 

回答者数=691人

タイプＡ
20.1%

タイプＣ
17.8%

タイプＢ
23.2%

タイプＤ
18.8%

タイプＥ
19.0%

無回答
1.2%
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クラスタータイプを性別でみると、「タイプＡ」は男性にやや多く、「タイプＤ」は女性にやや多い。 
性別×年代別にみると、男女とも若い世代は「タイプＡ」が多いが、年を経るにつれて「タイプＢ」

や「タイプＤ」の割合が高まっている。また、「タイプＣ」は、年齢が若い頃と 70 歳代が高く、男女と

も 50 歳代が最も低くなっている。 
 
 
図表 17 ライフスタイル（分析結果）【性別×年齢別、職業別、結婚の有無別、子どもの有無別】 

回
答
者
数

（
人

）

タ
イ
プ
Ａ

タ
イ
プ
Ｂ

タ
イ
プ
Ｃ

タ
イ
プ
Ｄ

タ
イ
プ
Ｅ

無
回
答

(%)

全体 691 20.1 23.2 17.8 18.8 19.0 1.2

男性／（計） 196 24.0 22.4 17.3 15.3 19.9 1.0

20歳代 33 27.3 21.2 18.2 12.1 18.2 3.0

30歳代 45 33.3 17.8 13.3 8.9 26.7 -

40歳代 39 25.6 17.9 17.9 12.8 25.6 -

50歳代 21 23.8 38.1 9.5 14.3 14.3 -

60歳代 20 20.0 30.0 10.0 25.0 15.0 -

70歳以上 36 8.3 22.2 30.6 25.0 11.1 2.8

女性／（計） 327 17.7 22.6 17.7 20.8 20.2 0.9

20歳代 37 16.2 16.2 32.4 18.9 16.2 -

30歳代 68 25.0 11.8 16.2 11.8 33.8 1.5

40歳代 65 26.2 16.9 16.9 20.0 20.0 -

50歳代 40 7.5 30.0 7.5 30.0 25.0 -

60歳代 55 14.5 32.7 9.1 25.5 16.4 1.8

70歳以上 62 11.3 30.6 25.8 22.6 8.1 1.6

自営業 83 32.5 21.7 15.7 14.5 14.5 1.2

会社員（フルタイム） 217 24.0 23.0 16.1 15.2 20.7 0.9

会社員（パートタイム） 37 16.2 27.0 13.5 29.7 13.5 -

教員・公務員・団体職員 54 16.7 22.2 13.0 9.3 38.9 -

専業主婦 114 17.5 29.8 11.4 17.5 20.2 3.5

学生 30 30.0 13.3 20.0 20.0 16.7 -

無職 116 6.9 22.4 27.6 29.3 12.9 0.9

その他 32 21.9 15.6 31.3 18.8 12.5 -

未婚 233 19.7 19.3 18.5 16.3 26.2 -

既婚 426 21.1 24.9 16.2 20.0 16.2 1.6

乳幼児 63 28.6 17.5 14.3 17.5 22.2 -

小学生 52 25.0 25.0 13.5 19.2 17.3 -

中高生 40 32.5 22.5 15.0 17.5 12.5 -

高校卒業以上 226 17.3 28.3 16.4 22.6 12.8 2.7

なし 294 19.4 22.8 17.0 15.6 24.8 0.3

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

職
業

子
ど
も
の
有
無

結
婚
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図表 18 ＜参考＞ ＳＰＳＳによる分析結果 

日頃の生活行動や意識等項目因子負荷量 因子得点0.42以上

因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５

グループのなかで注目の的になりたい 0.431566 0.416610 0.083025 -0.023755 -0.100813

洋服などを買うとき目立つものを買うほうだ 0.664984 0.189806 0.008606 0.082241 -0.087769

ファッションのためにお金や時間をかけてもおしくない 0.767685 0.146643 0.061609 0.064520 -0.017437

服装や装飾品は一流銘柄のものをつける 0.733028 0.127295 0.038461 -0.091213 0.068917

自分を表現する手段としてファッションを重視する 0.737335 0.049842 0.067477 0.040077 0.047688

名もない銘柄やイミテーションは恥ずかしい 0.572748 0.114622 -0.047428 -0.049071 0.186845

皆が認める銘柄品を身につけていないと不安だ 0.546067 0.162830 -0.007426 -0.066181 0.022358

スポーツで丈夫な身体づくりに励む 0.069252 0.150972 0.787059 -0.025706 0.105419

スポーツで疲れた神経をスカッとさせる 0.129934 0.151077 0.783043 -0.027475 0.092322

月に何回かはスポーツや趣味のことをする 0.034301 0.085293 0.836592 0.024766 -0.028816

好きでよくするスポーツや趣味がある 0.027733 0.066572 0.822793 0.065645 -0.044116

今の世の中、努力すれば成功できる 0.100529 0.692280 0.217188 0.061686 -0.071124

今の世の中、知恵を働かせれば成功できる 0.110588 0.703387 0.184564 0.065807 -0.049393

出世するためにあらゆる努力を惜しまない 0.176432 0.733688 0.046688 -0.080817 0.159403

同じ一生なら、苦労しても成功者になりたい 0.174335 0.737487 0.054175 -0.100040 0.185509

食べるものには大変こるほうである 0.420946 0.061124 0.228231 0.027347 0.369956

フランス料理や懐石料理など、ご馳走には目がない 0.472524 -0.047444 0.226418 -0.013369 0.303326

経済的に恵まれなくても、気ままに楽しく暮らせればよい -0.061121 -0.088154 -0.023589 0.659132 0.090205

人は世間の目など気にせず、好きな人生を送るのがよい -0.062250 0.063331 0.039793 0.684086 -0.004443

自分の欲望に忠実に生きるのが、本当の生き方だと思う 0.210454 0.288360 -0.103753 0.468530 -0.070266

仕事で認められなくても、趣味やレジャーで認められればよい 0.137440 -0.053899 -0.019447 0.619234 -0.080593

あまり収入がよくなくても、やりがいのある仕事をしたい -0.121257 0.091717 0.059272 0.620131 0.164482

出世よりは、自分の人生をエンジョイする生活を送りたい -0.048466 -0.142952 0.054988 0.747814 0.077390

家族のためなどで、自分が犠牲になって頑張ることはよい -0.036923 0.247769 -0.054859 0.164799 0.489028

頑張って出世して初めて、自分のやりたいことができると思う 0.164527 0.475593 -0.212408 -0.161795 0.353938

遊びでも仕事でも、やりだすととことん熱中してしまう 0.147624 0.454953 0.079142 0.214181 0.240363

家族がうまく行くためには、自分の気持ちを抑えるほうだ 0.018213 -0.001845 -0.054967 0.054901 0.694440

自分のことを考える前に他人のことを考えるほうだ 0.028881 0.064935 0.039244 0.035524 0.718038

少し無理だと思われるくらいの目標をたてて頑張るほうだ 0.125233 0.524624 0.122660 -0.048334 0.440630

古いものは受け継がれてきた良さを理解し残すほうだ 0.129232 0.059454 0.098762 -0.009770 0.591236

日頃の生活行動や意識等項目因子負荷量 +0.4以上 -0.4以下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラスタ
　　因子

タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプＤ タイプＥ 不明

因子１ 0.712175 -0.706647 0.261269 -0.202443 0.062998

因子２ 0.391831 -0.335985 0.840954 -0.775079 -0.025831

因子３ 0.548660 0.559276 -0.955493 -1.046526 0.670429

因子４ -0.924101 0.130594 0.529346 -0.433899 0.754597

因子５ 0.127744 0.701078 0.309909 -0.387836 -0.897933

人数 139 160 123 130 131 8

計 691  
 
（注）統計解析ソフトであるＳＰＳＳを使用し、主因子法で因子数を５にして直交回転（バリマックス

回転）を行った結果、因子得点が 0.42 以上のものを選定すると５因子で最も収まりがよいと判断

できる結果を得た。 
その後、因子分析によって得られた因子得点を用いて、その類似性によりいくつかのグループ化

を試みたところ、グループ数５で最適と思われる分類となった。 
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３．文京区のイメージについて 

問１ あなたは、文京区についてどのようなイメージをお持ちですか。（複数回答） 

 

文京区のイメージを聞いたところ、「交通の便がよい」68.9％が最も高く、「坂や路地が多い」67.9％、

「歴史や伝統がある」64.3％、「治安がよい」60.2％、「大学が多くアカデミックな雰囲気がある」58.8％
などとなっている。 
 

図表 19 文京区のイメージ【単純集計】 

回答者数=691人

68.9%

67.9%

64.3%

60.2%

58.8%

39.5%

38.4%

34.9%

32.3%

31.7%

20.1%

19.8%

18.5%

16.1%

15.3%

14.5%

13.7%

8.5%

5.1%

5.1%

4.1%

3.2%

2.2%

2.5%

0.3%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80%

交通の便がよい

坂や路地が多い

歴史や伝統がある

治安がよい

大学が多くアカデミックな雰囲気がある

落ち着きがある

教育水準が高い

緑が多いまちである

文豪等の文化人の集うまちである

病院・福祉施設が充実している

高級感がある

まち並みがきれい

庶民的である

子育てがしやすい

文化芸術・スポーツ施設が充実している

優秀な人材が多い

公共施設が充実している

地域活動が盛んである

話題性がある

行政サービスが充実している

商業施設が充実している

活気がある

バリアフリー化が進んでいる

その他

特にない

無回答

 

 
性別でみると、男性は「交通の便がよい」68.9％、「坂や路地が多い」65.3％、「治安がよい」62.2％

となっている。一方、女性は「坂や路地が多い」70.9％、「歴史や伝統がある」67.9％、「交通の便がよ

い」65.4％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「交通の便がよい」は男性 40 歳以上、女性 50

歳代と 70 歳以上、「坂や路地が多い」は男性 60 歳代、女性 50 歳以上、「歴史や伝統がある」は男性 60
歳代、女性 40 歳代と 70 歳以上、「治安がよい」は男性 20～30 歳代と 60 歳代、女性 20～30 歳代、「大

学が多くアカデミックな雰囲気がある」は男性 50～60 歳代、女性 40 歳代がそれぞれ高くなっている。 
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図表 20 文京区のイメージ【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

交
通
の
便
が
よ
い

坂
や
路
地
が
多
い

歴
史
や
伝
統
が
あ
る

治
安
が
よ
い

大
学
が
多
く
ア
カ
デ
ミ

ッ

ク
な
雰
囲
気
が
あ
る

落
ち
着
き
が
あ
る

教
育
水
準
が
高
い

緑
が
多
い
ま
ち
で
あ
る

文
豪
等
の
文
化
人
の
集
う

ま
ち
で
あ
る

病
院
・
福
祉
施
設
が
充
実

し
て
い
る

高
級
感
が
あ
る

ま
ち
並
み
が
き
れ
い

庶
民
的
で
あ
る

(%)

全体 691 68.9 67.9 64.3 60.2 58.8 39.5 38.4 34.9 32.3 31.7 20.1 19.8 18.5

男性／（計） 196 68.9 65.3 60.7 62.2 60.2 38.8 33.7 33.7 31.1 32.7 22.4 18.9 15.8

20歳代 33 48.5 54.5 45.5 69.7 63.6 42.4 21.2 21.2 27.3 18.2 24.2 15.2 12.1

30歳代 45 55.6 48.9 57.8 71.1 57.8 44.4 33.3 28.9 33.3 15.6 22.2 28.9 17.8

40歳代 39 74.4 71.8 61.5 51.3 51.3 48.7 30.8 33.3 15.4 28.2 10.3 15.4 17.9

50歳代 21 76.2 71.4 61.9 52.4 71.4 28.6 38.1 33.3 33.3 47.6 28.6 14.3 9.5

60歳代 20 85.0 90.0 85.0 70.0 65.0 20.0 35.0 50.0 45.0 50.0 20.0 20.0 15.0

70歳以上 36 83.3 72.2 63.9 55.6 61.1 33.3 44.4 44.4 41.7 55.6 30.6 16.7 16.7

女性／（計） 327 65.4 70.9 67.9 62.1 58.1 42.2 41.0 36.4 34.3 32.4 21.4 20.8 19.6

20歳代 37 56.8 64.9 64.9 73.0 56.8 48.6 27.0 27.0 43.2 24.3 24.3 21.6 24.3

30歳代 68 54.4 69.1 64.7 67.6 60.3 55.9 42.6 25.0 33.8 11.8 29.4 20.6 16.2

40歳代 65 60.0 63.1 70.8 58.5 66.2 47.7 50.8 35.4 29.2 38.5 24.6 23.1 24.6

50歳代 40 80.0 75.0 62.5 52.5 50.0 20.0 42.5 37.5 35.0 32.5 12.5 12.5 17.5

60歳代 55 69.1 78.2 67.3 58.2 47.3 27.3 32.7 45.5 32.7 34.5 7.3 14.5 20.0

70歳以上 62 75.8 75.8 74.2 62.9 62.9 45.2 43.5 46.8 35.5 51.6 25.8 29.0 16.1

回
答
者
数

（
人

）

子
育
て
が
し
や
す
い

文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー

ツ
施

設
が
充
実
し
て
い
る

優
秀
な
人
材
が
多
い

公
共
施
設
が
充
実
し
て
い

る 地
域
活
動
が
盛
ん
で
あ
る

話
題
性
が
あ
る

行
政
サ
ー

ビ
ス
が
充
実
し

て
い
る

商
業
施
設
が
充
実
し
て
い

る 活
気
が
あ
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
が
進
ん

で
い
る

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 16.1 15.3 14.5 13.7 8.5 5.1 5.1 4.1 3.2 2.2 2.5 0.3 0.4

男性／（計） 196 15.8 14.3 12.8 17.9 10.2 4.1 7.1 2.6 4.1 1.5 2.0 0.5 0.5

20歳代 33 12.1 12.1 12.1 12.1 6.1 - 3.0 3.0 6.1 3.0 - - -

30歳代 45 11.1 8.9 13.3 17.8 11.1 2.2 4.4 2.2 2.2 - 4.4 2.2 -

40歳代 39 23.1 5.1 10.3 10.3 5.1 2.6 5.1 2.6 2.6 - 2.6 - 2.6

50歳代 21 14.3 14.3 4.8 19.0 9.5 - 14.3 4.8 - 4.8 4.8 - -

60歳代 20 25.0 10.0 10.0 20.0 15.0 15.0 10.0 5.0 - 5.0 - - -

70歳以上 36 13.9 36.1 22.2 30.6 16.7 8.3 11.1 - 11.1 - - - -

女性／（計） 327 14.4 16.8 14.7 11.0 9.2 5.5 5.2 4.3 3.1 1.8 3.1 - -

20歳代 37 13.5 16.2 13.5 5.4 16.2 2.7 2.7 8.1 8.1 - - - -

30歳代 68 16.2 8.8 8.8 5.9 7.4 - 2.9 1.5 - - 1.5 - -

40歳代 65 20.0 9.2 21.5 7.7 9.2 3.1 3.1 4.6 1.5 1.5 3.1 - -

50歳代 40 7.5 15.0 15.0 5.0 5.0 10.0 7.5 2.5 7.5 - 7.5 - -

60歳代 55 9.1 12.7 7.3 14.5 9.1 5.5 5.5 1.8 1.8 3.6 1.8 - -

70歳以上 62 16.1 38.7 21.0 24.2 9.7 12.9 9.7 8.1 3.2 4.8 4.8 - -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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４－１．文化芸術活動について 

問２ あなたは、この１年くらいの間に、文化芸術活動に参加したり鑑賞したりするために、文化施設

やホール等を有する施設（区の施設に限らず、国・都・民間施設も含む）に足を運びましたか。（単数

回答） 

 

文化芸術活動に、「参加したことも鑑賞したこともある」は 25.0％、「参加したことはあるが鑑賞した

ことはない」は 2.3％、「参加したことはないが鑑賞したことはある」37.3％、「参加したことも鑑賞し

たこともない」33.4％となっている。 
この結果、「参加したことも鑑賞したこともある」と「参加したことはあるが鑑賞したことはない」

を合わせて、『参加したことがある』は 27.3％となっている。一方、「参加したことも鑑賞したこともあ

る」と「参加したことはないが鑑賞したことはある」を合わせて、『鑑賞したことがある』は 62.3％と

なっている。 
 

 

図表 21 文化芸術活動【単純集計】 

回答者数=691人

参加したことも
鑑賞したことも

ある
25.0%

参加したことは
ないが鑑賞した

ことはある
37.3%

無回答
0.7%

参加・鑑賞程度
不明
1.2%

参加したことも
鑑賞したことも

ない
33.4%

参加したことは
あるが鑑賞した

ことはない
2.3%
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性別でみると、男性は「参加したことも鑑賞したこともない」44.9％、「参加したことはないが鑑賞

したことはある」33.7％となっている。一方、女性は「参加したことはないが鑑賞したことはある」37.6％、

「参加したことも鑑賞したこともある」30.3％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「参加したことも鑑賞したこともある」は男性

60 歳以上、女性 50 歳以上、「参加したことも鑑賞したこともない」は男性 20～40 歳代、女性 20 歳代

がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「参加したことも鑑賞したこともない」

は、タイプＣ、タイプＤがそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 22 文化芸術活動【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回
答
者
数

（
人

）

参
加
し
た
こ
と
も
鑑
賞
し

た
こ
と
も
あ
る

参
加
し
た
こ
と
は
あ
る
が

鑑
賞
し
た
こ
と
は
な
い

参
加
し
た
こ
と
は
な
い
が

鑑
賞
し
た
こ
と
は
あ
る

参
加
し
た
こ
と
も
鑑
賞
し

た
こ
と
も
な
い

参
加
・
鑑
賞
程
度
不
明

無
回
答

(%)

全体 691 25.0 2.3 37.3 33.4 1.2 0.7

男性／（計） 196 19.4 1.0 33.7 44.9 1.0 -

20歳代 33 15.2 - 24.2 60.6 - -

30歳代 45 15.6 - 28.9 53.3 2.2 -

40歳代 39 5.1 2.6 30.8 61.5 - -

50歳代 21 23.8 - 38.1 33.3 4.8 -

60歳代 20 35.0 - 40.0 25.0 - -

70歳以上 36 33.3 2.8 41.7 22.2 - -

女性／（計） 327 30.3 2.8 37.6 28.4 0.6 0.3

20歳代 37 27.0 8.1 24.3 40.5 - -

30歳代 68 23.5 4.4 41.2 29.4 1.5 -

40歳代 65 20.0 - 52.3 26.2 1.5 -

50歳代 40 32.5 2.5 32.5 32.5 - -

60歳代 55 45.5 - 32.7 21.8 - -

70歳以上 62 35.5 3.2 33.9 25.8 - 1.6

タイプＡ 139 25.2 2.9 36.0 33.1 2.2 0.7

タイプＢ 160 29.4 1.3 36.9 31.3 1.3 -

タイプＣ 123 22.0 1.6 34.1 40.7 0.8 0.8

タイプＤ 130 19.2 3.1 37.7 38.5 - 1.5

タイプＥ 131 27.5 3.1 41.2 26.0 1.5 0.8

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問２－１ 問２で「１」～「３」と答えた人へ、参加又は鑑賞した分野・テーマは、どのような

ことですか。（複数回答） 

 

参加又は鑑賞した分野・テーマは、「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）」59.8％
が最も高く、次いで、「美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」57.8％、「舞台芸術（演劇・

ダンス・日舞・ミュージカルなど）」34.3％などとなっている。 
 

 

図表 23 分野・テーマ【単純集計】 

 

回答者数=455人

59.8%

57.8%

34.3%

22.2%

20.0%

2.2%

3.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80%

音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）

美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）

舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど）

伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など）

生活文化（いけばな・書道・編物・染色など）

メディア芸術（コンピューターなどの電子機器を
使った芸術）

その他

無回答
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性別でみると、男性は「美術」64.8％、「音楽」50.0％、「舞台芸術」25.9％となっている。一方、女

性は、「音楽」66.5％、「美術」57.5％、「舞台芸術」39.1％となっている。なお、女性は「生活文化」も

27.0％と比較的高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「音楽」は男女 20 歳代、女性 50～60 歳代、「美

術」は男性 30～50 歳代と 70 歳以上、女性 60 歳代、「舞台芸術」は男性 20～30 歳代、女性 30～50 歳

代がそれぞれ高くなっている。 
文化芸術活動別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、〔参加したことも鑑賞したこともある〕は、

「美術」、「舞台芸術」、「生活文化」がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 24 分野・テーマ【性別×年齢別、文化芸術活動の度合い別】 

回
答
者
数

（
人

）

音
楽

（
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
・
吹
奏
楽
・

ポ

ッ
プ
ス
・
ジ
ャ
ズ
な
ど

）

美
術

（
絵
画
・
彫
刻
・
写
真
・
陶

芸
・
デ
ザ
イ
ン
な
ど

）

舞
台
芸
術

（
演
劇
・
ダ
ン
ス
・
日

舞
・
ミ

ュ
ー

ジ
カ
ル
な
ど

）

伝
統
芸
能

（
雅
楽
・
能
楽
・
狂
言
・

歌
舞
伎
な
ど

）

生
活
文
化

（
い
け
ば
な
・
書
道
・
編

物
・
染
色
な
ど

）

メ
デ
ィ
ア
芸
術

（
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

な
ど
の
電
子
機
器
を
使

っ
た
芸
術

）

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 455 59.8 57.8 34.3 22.2 20.0 2.2 3.5 1.5

男性／（計） 108 50.0 64.8 25.9 12.0 10.2 4.6 5.6 0.9

20歳代 13 76.9 53.8 46.2 7.7 - 15.4 - -

30歳代 21 61.9 66.7 42.9 4.8 - 4.8 - -

40歳代 15 33.3 66.7 20.0 20.0 20.0 6.7 - 6.7

50歳代 14 35.7 64.3 28.6 14.3 - - - -

60歳代 15 53.3 53.3 6.7 20.0 6.7 - 6.7 -

70歳以上 28 42.9 75.0 14.3 10.7 25.0 - 14.3 -

女性／（計） 233 66.5 57.5 39.1 27.0 27.0 2.1 2.6 -

20歳代 22 81.8 40.9 22.7 13.6 13.6 4.5 - -

30歳代 48 58.3 56.3 50.0 27.1 16.7 2.1 - -

40歳代 48 64.6 58.3 41.7 20.8 22.9 - 2.1 -

50歳代 27 77.8 44.4 51.9 22.2 29.6 3.7 3.7 -

60歳代 43 67.4 69.8 34.9 32.6 37.2 2.3 2.3 -

70歳以上 45 62.2 62.2 28.9 37.8 37.8 2.2 6.7 -

参加したことも
鑑賞したこともある

173 64.7 63.0 40.5 26.6 29.5 4.0 5.2 -

参加したことはあるが
鑑賞したことはない

16 50.0 12.5 18.8 18.8 12.5 - 6.3 12.5

参加したことはないが
鑑賞したことはある

258 57.0 56.6 31.8 19.4 14.3 1.2 2.3 1.9

参加したことも
鑑賞したこともない

231 - - - - - - - -

参加・鑑賞程度不明 8 62.5 75.0 12.5 25.0 12.5 - - -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

文
化
芸
術
活
動
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問２－２ 問２で「４ 参加したことも鑑賞したこともない」と答えた人へ、参加も鑑賞もしなかった

主な理由は、どのようなことですか。（複数回答） 

 

文化芸術活動に参加も鑑賞もしなかった理由としては、「仕事・学業や家事・育児などで忙しいから」

が 54.5％で最も高く、次いで、「文化芸術に関する必要な情報がどこにあるかわからなかったから」

22.9％、「一緒に活動する仲間がいなかったから」13.9％などとなっている。 
 

 

図表 25 参加も鑑賞もしなかった主な理由【単純集計】 

 

回答者数=231人

54.5%

22.9%

13.9%

11.3%

6.1%

6.1%

10.0%

16.0%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80%

仕事・学業や家事・育児などで忙しいから

文化芸術に関する必要な情報が
どこにあるかわからなかったから

一緒に活動する仲間がいなかったから

お金がかかるから

活動する場所や施設が近くになかったから

文化芸術が嫌い又は興味・関心がないから

その他

特に理由はない

無回答
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性別でみると、男性は「仕事・学業や家事・育児などで忙しいから」62.5％、「文化芸術に関する必

要な情報がどこにあるかわからなかったから」25.0％などとなっている。一方、女性は「仕事・学業や

家事・育児などで忙しいから」54.8％、「文化芸術に関する必要な情報がどこにあるかわからなかった

から」18.3％などとなっており、それぞれ男性のほうが女性よりも高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「仕事・学業や家事・育児などで忙しいから」

は男性 20～60 歳代、女性 20 歳代と 40～50 歳代、「文化芸術に関する必要な情報がどこにあるかわか

らなかったから」は男性 20～30 歳代と 60 歳代、女性 20～30 歳代が高くなっている。また、「お金が

かかるから」は、男性 40～60 歳代、女性 40 歳代と 60 歳代がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 26 参加も鑑賞もしなかった主な理由【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

仕
事
・
学
業
や
家
事
・
育
児
な
ど
で
忙

し
い
か
ら

文
化
芸
術
に
関
す
る
必
要
な
情
報
が
ど

こ
に
あ
る
か
わ
か
ら
な
か

っ
た
か
ら

一
緒
に
活
動
す
る
仲
間
が
い
な
か

っ
た

か
ら

お
金
が
か
か
る
か
ら

活
動
す
る
場
所
や
施
設
が
近
く
に
な

か

っ
た
か
ら

文
化
芸
術
が
嫌
い
又
は
興
味
・
関
心
が

な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

(%)

全体 231 54.5 22.9 13.9 11.3 6.1 6.1 10.0 16.0 1.7

男性／（計） 88 62.5 25.0 14.8 11.4 3.4 9.1 3.4 13.6 -

20歳代 20 70.0 40.0 15.0 5.0 - 5.0 - 10.0 -

30歳代 24 62.5 29.2 20.8 - 4.2 16.7 4.2 - -

40歳代 24 66.7 16.7 8.3 20.8 8.3 8.3 - 20.8 -

50歳代 7 100.0 - 14.3 28.6 - 14.3 - - -

60歳代 5 60.0 40.0 20.0 20.0 - - 20.0 - -

70歳以上 8 - 12.5 12.5 12.5 - - 12.5 62.5 -

女性／（計） 93 54.8 18.3 11.8 10.8 6.5 4.3 18.3 14.0 2.2

20歳代 15 66.7 40.0 - 13.3 - 6.7 13.3 6.7 -

30歳代 20 50.0 35.0 10.0 - 5.0 - 15.0 10.0 10.0

40歳代 17 88.2 23.5 11.8 17.6 5.9 5.9 17.6 - -

50歳代 13 61.5 - 7.7 7.7 - 7.7 15.4 15.4 -

60歳代 12 33.3 - 25.0 16.7 8.3 8.3 - 33.3 -

70歳以上 16 25.0 - 18.8 12.5 18.8 - 43.8 25.0 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問３ あなたが今後、参加又は鑑賞したいと思う分野・テーマは、どのようなことですか。現在、文化

芸術活動を行っていない方は、今後、文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答えください。（複

数回答） 

 

今後参加又は鑑賞したいと思う分野・テーマは、「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズ

など）」が 63.1％で最も高く、次いで、「美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」50.8％、「舞

台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど）」37.5％などとなっている。 
 

 

図表 27 今後参加または鑑賞したい分野・テーマ【単純集計】 

  

回答者数=691人

63.1%

50.8%

37.5%

30.7%

27.1%

6.4%

2.6%

8.4%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80%

音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）

美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）

舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど）

伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など）

生活文化（いけばな・書道・編物・染色など）

メディア芸術（コンピューターなどの電子機器を
使った芸術）

その他

特にない

無回答

 
 

 
性別でみると、男性は「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）」65.3％、「美術（絵

画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」49.0％、「舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど）」

28.1％となっている。一方、女性は「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）」66.4％、

「美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」52.0％、「舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュー

ジカルなど）」46.5％となっているが、そのほかにも、｢伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など）｣、

「生活文化（いけばな・書道・編物・染色など）｣の割合も高い。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジ

ャズなど）」は男性 20～40 歳代、女性 20～50 歳代、「美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」

は男性 50 歳代、女性 40 歳代、「舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど）」は男性 30 歳代、

女性 20～50 歳代、「伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など）」は男性 50 歳代、女性 20～40 歳代と

60 歳代、「生活文化（いけばな・書道・編物・染色など）」は女性 30 歳以上、「メディア芸術（コンピ

ューターなどの電子機器を使った芸術）」は男性 20 歳代、女性 30 歳代でそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「音楽（オーケストラ・吹奏

楽・ポップス・ジャズなど）」、「美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど）」、また、タイプＢは

「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）」、「伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎な

ど）」、「生活文化（いけばな・書道・編物・染色など）」がそれぞれ高くなっている。 
文化芸術活動別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、〔参加したことも鑑賞したこともある〕は

ほぼ各分野で、〔参加したことはあるが鑑賞したことはない〕は「舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミ



 24

ュージカルなど）」、「伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など）」、〔参加したことはないが鑑賞したこ

とはある〕は「音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど）」、「美術（絵画・彫刻・写真・

陶芸・デザインなど）」がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 28 今後参加または鑑賞したい分野・テーマ【性別×年齢別、ライフスタイル別他】 

回
答
者
数

（
人

）

音
楽

（
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
・
吹
奏
楽
・

ポ

ッ
プ
ス
・
ジ
ャ
ズ
な
ど

）

美
術

（
絵
画
・
彫
刻
・
写
真
・
陶

芸
・
デ
ザ
イ
ン
な
ど

）

舞
台
芸
術

（
演
劇
・
ダ
ン
ス
・
日

舞
・
ミ

ュ
ー

ジ
カ
ル
な
ど

）

伝
統
芸
能

（
雅
楽
・
能
楽
・
狂
言
・

歌
舞
伎
な
ど

）

生
活
文
化

（
い
け
ば
な
・
書
道
・
編

物
・
染
色
な
ど

）

メ
デ
ィ
ア
芸
術

（
コ
ン
ピ

ュ
ー

タ
ー

な
ど
の
電
子
機
器
を
使

っ
た
芸
術

）

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 63.1 50.8 37.5 30.7 27.1 6.4 2.6 8.4 2.6

男性／（計） 196 65.3 49.0 28.1 20.4 9.2 5.6 2.6 13.3 1.0

20歳代 33 78.8 48.5 36.4 21.2 6.1 15.2 - 12.1 -

30歳代 45 77.8 48.9 46.7 22.2 13.3 2.2 - 6.7 -

40歳代 39 69.2 41.0 15.4 10.3 5.1 7.7 5.1 20.5 -

50歳代 21 66.7 57.1 38.1 38.1 - 4.8 - 4.8 -

60歳代 20 65.0 50.0 10.0 20.0 15.0 - - 10.0 -

70歳以上 36 33.3 52.8 13.9 19.4 13.9 - 8.3 22.2 5.6

女性／（計） 327 66.4 52.0 46.5 38.5 38.8 7.0 2.8 5.5 2.1

20歳代 37 89.2 45.9 51.4 40.5 24.3 5.4 - - -

30歳代 68 73.5 52.9 64.7 45.6 36.8 11.8 2.9 1.5 1.5

40歳代 65 75.4 67.7 47.7 38.5 36.9 9.2 3.1 6.2 -

50歳代 40 70.0 45.0 47.5 32.5 42.5 10.0 7.5 - -

60歳代 55 50.9 50.9 36.4 40.0 45.5 3.6 - 12.7 3.6

70歳以上 62 46.8 43.5 30.6 32.3 43.5 1.6 3.2 9.7 6.5

タイプＡ 139 73.4 56.8 41.7 28.8 28.8 5.0 1.4 2.9 2.9

タイプＢ 160 68.1 53.1 36.9 36.3 34.4 5.0 1.9 6.9 0.6

タイプＣ 123 58.5 43.9 30.9 23.6 27.6 6.5 2.4 12.2 3.3

タイプＤ 130 47.7 43.1 29.2 30.8 16.9 5.4 4.6 13.1 3.1

タイプＥ 131 66.4 55.0 48.9 32.8 26.0 9.9 3.1 6.9 3.1

参加したことも
鑑賞したこともある

173 68.8 62.4 45.1 44.5 37.6 6.4 2.3 1.7 1.2

参加したことはあるが
鑑賞したことはない

16 62.5 50.0 50.0 43.8 31.3 - 6.3 - 6.3

参加したことはないが
鑑賞したことはある

258 68.2 59.7 41.5 33.7 28.7 5.4 2.3 5.4 2.7

参加したことも
鑑賞したこともない

231 53.2 32.0 25.5 15.2 16.9 8.2 2.6 17.7 2.6

参加・鑑賞程度不明 8 75.0 87.5 75.0 50.0 37.5 - 12.5 - -

※表側の無回答は除く。

文
化
芸
術
活
動

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問４ あなたが文化芸術活動を行いやすい時間帯はいつですか。現在、文化芸術活動を行っていない方

は、今後、文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答えください。（単数回答） 

 

文化芸術活動を行いやすい時間帯は、「土日祝日日中（９時～18 時）」が 50.9％で最も高く、次いで、

「平日日中（９時～18 時）」33.1％、「平日夜間（18 時～22 時）」23.0％と続いている。なお、「平日」

は 57.0％、「土日祝日」は 61.6％となっている。 
 
 
図表 29 活動を行いやすい時間帯【単純集計】 

  

回答者数=691人

57.0%

1.6%

33.1%

23.0%

3.2%

61.6%

4.2%

50.9%

16.9%

1.6%

8.1%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

平日

平日早朝（５時～９時）

平日日中（９時～18時）

平日夜間（18時～22時）

平日深夜（22時～５時）

土日祝日

土日祝日早朝（５時～９時）

土日祝日日中（９時～18時）

土日祝日夜間（18時～22時）

土日祝日深夜（22時～５時）

特にない

無回答

 

 

 

性別でみると、男性は「土日祝日日中（９時～18 時）」60.7％、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」23.0％、

女性は「土日祝日日中（９時～18 時）」47.4％、「平日日中（９時～18 時）」40.7％が高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」は男性 70 歳以上、

女性 50 歳以上、「平日夜間（18 時～22 時）」は男性 50～60 歳代、女性 20～30 歳代、「平日深夜（22
時～５時）」は男性 20 歳代、女性 40 歳代、「土日祝日早朝（５時～９時）」は女性 30 歳代、「土日祝日

日中（９時～18 時）」は男性 20～60 歳代、女性 20～40 歳代、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は男性

20～40 歳代、女性 30 歳代がそれぞれ高くなっている。 
職業別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」は専業主婦、無職、「平

日夜間（18 時～22 時）」は自営業、会社員（フルタイム）、学生、「土日祝日早朝（５時～９時）」は教

員・公務員・団体職員、「土日祝日日中（９時～18 時）」は会社員（フルタイム）、会社員（パートタイ
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ム）、教員・公務員・団体職員、学生、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は会社員（フルタイム）、教員・

公務員・団体職員、学生がそれぞれ高くなっている。 
子どもの有無別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」は高校卒業以上、

「平日夜間（18 時～22 時）」は子どもなし、「土日祝日日中（９時～18 時）」は乳幼児、中高生、「土日

祝日夜間（18 時～22 時）」は小学生がそれぞれ高くなっている。 
今後参加・鑑賞したい分野別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、音楽は「土日祝日日中（９時

～18 時）」、美術は「平日日中（９時～18 時）」、舞台芸術は「平日夜間（18 時～22 時）」、「土日祝日日

中（９時～18 時）」、生活文化は「平日日中（９時～18 時）」、伝統芸能は「平日日中（９時～18 時）」、

「平日夜間（18 時～22 時）」、メディア芸術は平日、土日祝日の早朝や夜間などがそれぞれ高くなって

いる。 
 

図表 30 活動を行いやすい時間帯【性別×年齢別、職業別、子どもの有無別他】 
回
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数
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土
日
祝
日
深
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（
2
2
時
～

５
時

）

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 57.0 1.6 33.1 23.0 3.2 61.6 4.2 50.9 16.9 1.6 8.1 2.3

男性／（計） 196 37.8 1.5 15.3 18.9 4.1 71.4 4.1 60.7 23.0 2.6 11.2 0.5

20歳代 33 27.3 3.0 3.0 15.2 9.1 81.8 3.0 63.6 33.3 6.1 9.1 -

30歳代 45 37.8 2.2 8.9 26.7 4.4 77.8 8.9 73.3 33.3 - 4.4 -

40歳代 39 15.4 - - 10.3 5.1 82.1 2.6 66.7 28.2 2.6 12.8 -

50歳代 21 47.6 - 14.3 33.3 - 81.0 4.8 66.7 19.0 - 4.8 -

60歳代 20 50.0 - 10.0 35.0 5.0 75.0 5.0 60.0 10.0 5.0 10.0 -

70歳以上 36 58.3 2.8 55.6 2.8 - 36.1 - 33.3 5.6 2.8 25.0 2.8

女性／（計） 327 67.0 1.8 40.7 25.7 3.1 57.5 3.7 47.4 15.9 0.9 6.7 2.1

20歳代 37 70.3 2.7 13.5 54.1 5.4 73.0 5.4 56.8 21.6 2.7 2.7 -

30歳代 68 58.8 2.9 23.5 36.8 1.5 76.5 10.3 64.7 26.5 1.5 4.4 -

40歳代 65 66.2 3.1 33.8 24.6 9.2 73.8 3.1 60.0 20.0 1.5 1.5 -

50歳代 40 67.5 - 47.5 22.5 - 52.5 - 47.5 10.0 - 7.5 -

60歳代 55 70.9 1.8 54.5 12.7 1.8 34.5 1.8 25.5 10.9 - 12.7 3.6

70歳以上 62 71.0 - 66.1 11.3 - 33.9 - 29.0 4.8 - 11.3 8.1

自営業 83 59.0 2.4 28.9 30.1 3.6 59.0 3.6 42.2 16.9 3.6 7.2 2.4

会社員（フルタイム） 217 43.3 2.3 5.1 34.1 5.1 84.8 6.9 70.0 27.6 2.3 4.1 -

会社員（パートタイム） 37 56.8 - 35.1 18.9 2.7 67.6 - 59.5 8.1 2.7 8.1 -

教員・公務員・団体職員 54 37.0 1.9 5.6 27.8 1.9 90.7 9.3 74.1 31.5 - 5.6 -

専業主婦 114 82.5 - 78.9 7.0 1.8 35.1 2.6 28.1 4.4 0.9 6.1 3.5

学生 30 46.7 3.3 - 40.0 6.7 73.3 6.7 56.7 30.0 - 6.7 3.3

無職 116 69.0 1.7 61.2 10.3 1.7 30.2 0.9 27.6 3.4 0.9 19.0 5.2

その他 32 56.3 - 43.8 15.6 - 59.4 - 59.4 15.6 - 12.5 3.1

乳幼児 63 44.4 - 33.3 11.1 1.6 73.0 4.8 65.1 17.5 1.6 6.3 -

小学生 52 46.2 - 25.0 17.3 3.8 69.2 5.8 51.9 26.9 1.9 3.8 -

中高生 40 52.5 - 35.0 17.5 2.5 75.0 5.0 67.5 7.5 - - -

高校卒業以上 226 68.6 0.4 54.9 18.1 - 45.6 3.1 35.0 10.2 0.4 8.4 3.5

なし 294 52.7 2.7 18.4 29.9 5.8 70.4 4.8 59.2 23.1 2.7 8.2 1.7

音楽 436 59.4 2.1 32.1 26.6 3.2 68.3 5.0 56.2 20.9 1.6 5.5 0.2

美術 351 65.5 2.3 38.2 26.8 3.4 66.1 5.1 55.6 16.8 1.7 4.8 -

舞台芸術 259 64.5 3.1 35.1 28.6 3.5 69.9 5.8 62.2 18.5 0.8 5.4 0.8

生活文化 187 74.9 2.1 52.9 23.0 1.6 59.4 3.2 52.4 9.1 0.5 3.2 0.5

伝統芸能 212 67.5 2.8 38.2 30.2 1.9 65.1 6.1 55.2 17.9 0.5 6.1 1.4

メディア芸術 44 65.9 6.8 25.0 29.5 9.1 79.5 13.6 50.0 27.3 4.5 2.3 -

その他 18 66.7 - 44.4 16.7 5.6 72.2 5.6 61.1 22.2 - 5.6 -

特にない 58 32.8 1.7 20.7 6.9 5.2 34.5 - 25.9 8.6 3.4 39.7 -

※表側の無回答は除く。

今
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／
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女
性
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年
齢

職
業

子
ど
も
の
有
無
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問５ あなたが現在行っている（今後行ってみたい）文化芸術活動を、より活発に、より深く楽しめる

ようにするためには、どのような場所が必要ですか。現在、文化芸術活動を行っていない方は、今後、

文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答えください。（複数回答） 

 

文化芸術活動を行う場所は、「シビックホールなどのホール」40.5％が最も高く、次いで、「シビック

センター」30.4％、「アカデミー文京などの生涯学習施設」23.9％、「美術館」22.6％、「図書館」20.4％
などとなっている。 
 

 

図表 31 文化芸術活動を行う場所【単純集計】 

回答者数=691人

40.5%

30.4%

23.9%

22.6%

20.4%

14.3%

13.9%

12.4%

10.4%

8.4%

8.1%

7.7%

7.1%

5.8%

3.5%

3.0%

2.6%

5.8%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シビックホールなどのホール

シビックセンター

アカデミー文京などの生涯学習施設

美術館

図書館

区民センター等のその他区立施設

区内の大学施設

博物館や資料館

公園・広場・空き地

区立小中学校の教室・体育館

交流館

練習スタジオ

総合体育館などの区立体育施設

ギャラリー

文化情報提供施設

福祉施設

その他

特にない

無回答

 
 

 

性別でみると、男性は「シビックホールなどのホール」44.4％、「シビックセンター」25.5％、「図書

館」23.5％などとなっている、一方、女性は「シビックホールなどのホール」43.1％、「シビックセンタ

ー」30.0％、「アカデミー文京などの生涯学習施設」27.5％などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「シビックホールなどのホール」、「美術館」、「図

書館」は概ね男女とも 50 歳代まで、「アカデミー文京などの生涯学習施設」、「区民センター等のその他

区立施設」は概ね男性は 60 歳以上、女性は概ね 40～60 歳代がそれぞれ高くなっている。 
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図表 32 文化芸術活動を行う場所【性別×年齢別】 
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学
校
の
教

室
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育
館

(%)

全体 691 40.5 30.4 23.9 22.6 20.4 14.3 13.9 12.4 10.4 8.4

男性／（計） 196 44.4 25.5 15.3 22.4 23.5 13.3 12.2 12.8 13.3 9.2

20歳代 33 45.5 30.3 6.1 33.3 36.4 12.1 9.1 15.2 12.1 6.1

30歳代 45 53.3 28.9 4.4 28.9 22.2 6.7 17.8 17.8 6.7 17.8

40歳代 39 35.9 28.2 15.4 15.4 12.8 7.7 12.8 5.1 20.5 10.3

50歳代 21 47.6 19.0 23.8 28.6 33.3 9.5 23.8 23.8 4.8 4.8

60歳代 20 35.0 25.0 30.0 - 20.0 30.0 - - 10.0 10.0

70歳以上 36 41.7 19.4 19.4 22.2 22.2 19.4 8.3 13.9 19.4 2.8

女性／（計） 327 43.1 30.0 27.5 23.5 19.3 15.3 14.4 12.5 8.3 9.2

20歳代 37 45.9 27.0 21.6 24.3 21.6 8.1 18.9 10.8 10.8 5.4

30歳代 68 48.5 33.8 25.0 29.4 26.5 8.8 26.5 19.1 11.8 2.9

40歳代 65 49.2 35.4 26.2 27.7 18.5 20.0 9.2 20.0 10.8 13.8

50歳代 40 45.0 27.5 32.5 15.0 20.0 20.0 10.0 7.5 2.5 12.5

60歳代 55 32.7 20.0 36.4 18.2 16.4 18.2 12.7 9.1 5.5 12.7

70歳以上 62 37.1 32.3 24.2 22.6 12.9 16.1 8.1 4.8 6.5 8.1

回
答
者
数

（
人

）

交
流
館

練
習
ス
タ
ジ
オ

総
合
体
育
館
な
ど
の
区

立
体
育
施
設

ギ
ャ
ラ
リ
ー

文
化
情
報
提
供
施
設

福
祉
施
設

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 8.1 7.7 7.1 5.8 3.5 3.0 2.6 5.8 2.9

男性／（計） 196 7.1 8.2 7.1 6.6 2.0 2.6 2.6 7.1 1.5

20歳代 33 3.0 18.2 12.1 6.1 3.0 3.0 - 3.0 -

30歳代 45 6.7 2.2 8.9 2.2 4.4 2.2 2.2 2.2 -

40歳代 39 2.6 10.3 5.1 7.7 - - 5.1 10.3 -

50歳代 21 - - 4.8 19.0 - - 4.8 4.8 -

60歳代 20 35.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 -

70歳以上 36 5.6 8.3 2.8 5.6 - 5.6 - 13.9 8.3

女性／（計） 327 8.3 9.5 7.3 5.8 4.9 3.7 2.1 5.2 2.4

20歳代 37 5.4 24.3 2.7 10.8 5.4 - 2.7 8.1 -

30歳代 68 10.3 7.4 7.4 7.4 4.4 - 5.9 1.5 1.5

40歳代 65 6.2 7.7 7.7 3.1 7.7 1.5 - 4.6 1.5

50歳代 40 10.0 20.0 7.5 5.0 7.5 5.0 2.5 5.0 -

60歳代 55 7.3 7.3 12.7 3.6 - 3.6 - 9.1 1.8

70歳以上 62 9.7 - 4.8 6.5 4.8 11.3 1.6 4.8 8.1

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

 
 
今後参加・鑑賞したい分野別にみると、それぞれの分野に応じた施設や場所が選択されている。 
行いやすい時間帯別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「シビックホールなどのホール」は平

日夜間（18 時～22 時）、土日祝日日中（９時～18 時）、土日祝日夜間（18 時～22 時）、「アカデミー文

京などの生涯学習施設」は平日日中（９時～18 時）、平日夜間（18 時～22 時）がそれぞれ高くなって

いる。 



 29

 

図表 33 文化芸術活動を行う場所【今後参加鑑賞したい分野別、行いやすい時間帯別】 

回
答
者
数

（
人

）

シ
ビ

ッ
ク
ホ
ー

ル
な
ど

の
ホ
ー

ル

シ
ビ

ッ
ク
セ
ン
タ
ー

ア
カ
デ
ミ
ー

文
京
な
ど

の
生
涯
学
習
施
設

美
術
館

図
書
館

区
民
セ
ン
タ
ー

等
の
そ

の
他
区
立
施
設

区
内
の
大
学
施
設

博
物
館
や
資
料
館

公
園
・
広
場
・
空
き
地

区
立
小
中
学
校
の
教

室
・
体
育
館

(%)
全体 691 40.5 30.4 23.9 22.6 20.4 14.3 13.9 12.4 10.4 8.4

音楽 436 51.1 33.5 25.5 26.8 22.9 11.9 17.2 14.9 11.5 7.8

美術 351 39.9 32.5 29.3 37.6 24.8 12.5 15.7 19.4 10.8 8.3

舞台芸術 259 52.5 33.6 30.5 27.4 22.4 13.9 19.3 15.4 10.4 7.3

生活文化 187 39.6 38.0 32.6 27.8 20.9 23.0 15.5 13.9 4.8 10.2

伝統芸能 212 54.7 29.2 32.5 34.9 23.1 12.3 18.9 22.6 9.0 5.2

メディア芸術 44 34.1 27.3 31.8 38.6 22.7 11.4 18.2 20.5 25.0 6.8

その他 18 27.8 38.9 22.2 22.2 16.7 33.3 5.6 11.1 27.8 11.1

特にない 58 13.8 20.7 5.2 3.4 15.5 8.6 1.7 1.7 12.1 8.6

平日 394 43.9 31.2 33.0 24.6 22.8 15.5 14.7 15.0 10.2 9.1

平日早朝（５時～９時） 11 45.5 54.5 18.2 36.4 45.5 9.1 27.3 18.2 18.2 -

平日日中（９時～18時） 229 42.4 32.8 36.2 20.5 20.1 18.3 14.0 12.7 7.9 10.0

平日夜間（18時～22時） 159 50.9 30.2 32.7 29.6 23.9 11.9 18.2 18.2 10.7 8.8

平日深夜（22時～５時） 22 13.6 31.8 9.1 18.2 36.4 9.1 4.5 9.1 22.7 4.5

休日 426 45.3 32.6 23.7 26.1 22.3 16.0 16.9 15.0 11.3 7.7

土日祝日早朝（５時～９時） 29 44.8 44.8 17.2 20.7 34.5 10.3 20.7 17.2 13.8 6.9

土日祝日日中（９時～18時） 352 46.0 34.4 25.9 26.1 22.2 15.9 18.2 14.2 11.1 8.2

土日祝日夜間（18時～22時） 117 53.0 25.6 17.1 31.6 20.5 14.5 19.7 17.9 12.0 6.0

土日祝日深夜（22時～５時） 11 18.2 27.3 - 18.2 36.4 27.3 9.1 18.2 9.1 -

特にない 56 21.4 17.9 5.4 17.9 10.7 5.4 5.4 8.9 16.1 5.4

回
答
者
数

（
人

）

交
流
館

練
習
ス
タ
ジ
オ

総
合
体
育
館
な
ど
の
区

立
体
育
施
設

ギ
ャ
ラ
リ
ー

文
化
情
報
提
供
施
設

福
祉
施
設

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 8.1 7.7 7.1 5.8 3.5 3.0 2.6 5.8 2.9

音楽 436 7.3 8.0 7.1 5.7 4.1 2.5 2.8 3.0 1.1

美術 351 6.8 8.3 6.6 8.8 4.3 3.1 2.3 2.6 1.1

舞台芸術 259 6.9 10.4 5.8 7.3 5.0 1.9 2.7 3.1 0.8

生活文化 187 13.9 7.0 8.0 5.9 4.3 4.3 2.7 1.6 0.5

伝統芸能 212 5.7 8.0 3.8 8.0 5.7 2.4 2.4 2.8 1.4

メディア芸術 44 9.1 4.5 4.5 11.4 13.6 4.5 6.8 2.3 -

その他 18 5.6 11.1 5.6 - 5.6 - 33.3 - -

特にない 58 6.9 3.4 5.2 3.4 - 1.7 3.4 37.9 1.7

平日 394 9.4 7.6 5.8 5.3 4.3 4.1 2.0 3.0 1.0

平日早朝（５時～９時） 11 - 27.3 - - 9.1 - - - -

平日日中（９時～18時） 229 12.7 4.8 7.0 5.7 4.4 6.1 2.2 1.7 0.9

平日夜間（18時～22時） 159 3.8 10.7 3.8 5.7 5.0 1.9 1.3 3.1 1.9

平日深夜（22時～５時） 22 13.6 9.1 4.5 4.5 - - 4.5 13.6 -

休日 426 5.6 9.9 8.2 6.6 3.8 2.1 3.1 2.3 0.9

土日祝日早朝（５時～９時） 29 6.9 10.3 6.9 3.4 10.3 - 3.4 3.4 -

土日祝日日中（９時～18時） 352 5.7 9.9 8.5 6.5 4.0 2.3 3.4 2.3 0.6

土日祝日夜間（18時～22時） 117 5.1 10.3 9.4 11.1 4.3 - 4.3 0.9 1.7

土日祝日深夜（22時～５時） 11 9.1 18.2 - - - 9.1 - 9.1 -

特にない 56 5.4 7.1 5.4 5.4 - 1.8 3.6 33.9 3.6
※表側の無回答は除く。

今
後
参
加
鑑
賞

し
た
い
分
野

行
い
や
す
い
時
間
帯

今
後
参
加
鑑
賞

し
た
い
分
野

行
い
や
す
い
時
間
帯
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４－２．生涯学習について 

問６ あなたは、この１年くらいの間に、生涯学習に取り組みましたか。（単数回答） 

 

生涯学習に「取り組んだ」は 41.4％、一方、「取り組んだことはない」は 57.0％となっている。 
 

 

図表 34 生涯学習への取り組み【単純集計】 

 回答者数=691人

取り組んだ
41.4%

無回答
1.6%

取り組んだこと
はない
57.0%
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性別でみると、男性は「取り組んだ」36.7％、「取り組んだことはない」62.8％となっている。一方、

女性は「取り組んだ」44.0％、「取り組んだことはない」55.0％となっており、女性のほうが男性よりも

「取り組んだ」が 7.3 ポイント高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「取り組んだ」は女性 30 歳代と 70 歳以上、「取

り組んだことはない」は男性 30～40 歳代がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「取り組んだ」はタイプＡ、タイプＢで

高く、「取り組んだことはない」はタイプＣ、タイプＤがそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 35 生涯学習への取り組み【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回答者＝691人

※表側の無回答は除く。

41.4%

36.7%

42.4%

31.1%

30.8%

42.9%

40.0%

41.7%

44.0%

35.1%

51.5%

33.8%

42.5%

45.5%

51.6%

46.8%

48.1%

31.7%

31.5%

45.0%

57.0%

62.8%

57.6%

68.9%

69.2%

57.1%

60.0%

55.6%

55.0%

64.9%

48.5%

66.2%

57.5%

54.5%

43.5%

51.8%

51.3%

65.9%

66.2%

54.2% 0.8%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

2.3%

2.4%

1.4%

4.8%

0.9%

2.8%

1.6%

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

全体

男性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

女性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＤ

タイプＥ

男
性

／
年

齢
女

性
／

年
齢

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル

取り組んだ 取り組んだことはない 無回答

　
男
性
／
年
齢

　
女
性
／
年
齢

　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問６－１ 問６で「１ 取り組んだ」と答えた方へ、どのような学習や活動を行いましたか。（複数回

答） 

 

取り組んだ生涯学習の内容は、「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」36.4％が最も高く、次

いで、「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」26.6％、「健康・医学・食育」19.6％、「パソコン・

インターネット」17.5％、「家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物など）」17.1％などとな

っている。 
 

 

図表 36 取り組んだ内容【単純集計】 

  

回答者数=286人

36.4%

26.6%

19.6%

17.5%

17.1%

11.9%

10.5%

8.4%

7.3%

6.6%

5.9%

5.2%

3.8%

1.4%

8.0%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）

仕事に関係ある知識の習得や資格取得など

健康・医学・食育

パソコン・インターネット

家庭生活に役立つ技能

園芸・ガーデニング

緑化・環境問題・リサイクルなど

社会科見学（工場・産業）・観光

時事問題・社会問題

福祉に関する活動

地域の伝統文化・郷土史

子育て・教育に関する活動

自然体験・野外活動、農業体験など

まちづくり

その他

無回答

 
 

性別でみると、男性は「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」43.1％、「教養的なもの（文学、

歴史、自然科学など）」36.1％、「パソコン・インターネット」20.8％などとなっている。一方、女性は

「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」36.8％、「家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、

編み物など）」23.6％、「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」21.5％、「健康・医学・食育」21.5％
などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」

は男性 20～50 歳代、女性 20～40 歳代、「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」は男性 50～60
歳代、女性 70 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
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図表 37 取り組んだ内容【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

教
養
的
な
も
の

（
文
学

、

歴
史

、
自
然
科
学
な
ど

）

仕
事
に
関
係
あ
る
知
識
の

習
得
や
資
格
取
得
な
ど

健
康
・
医
学
・
食
育

パ
ソ
コ
ン
・
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

家
庭
生
活
に
役
立
つ
技
能

（
料
理

、
洋
裁

、
和
裁

、

編
み
物
な
ど

）

園
芸
・
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ

緑
化
・
環
境
問
題
・
リ
サ

イ
ク
ル
な
ど

社
会
科
見
学

（
工
場
・
産

業

）
・
観
光

(%)

全体 286 36.4 26.6 19.6 17.5 17.1 11.9 10.5 8.4

男性／（計） 72 36.1 43.1 15.3 20.8 4.2 9.7 9.7 6.9

20歳代 14 28.6 64.3 7.1 28.6 - - - -

30歳代 14 35.7 85.7 7.1 7.1 - 7.1 14.3 -

40歳代 12 33.3 50.0 16.7 16.7 8.3 16.7 16.7 16.7

50歳代 9 44.4 33.3 - 22.2 11.1 11.1 11.1 -

60歳代 8 50.0 12.5 12.5 37.5 12.5 25.0 25.0 25.0

70歳以上 15 33.3 - 40.0 20.0 - 6.7 - 6.7

女性／（計） 144 36.8 21.5 21.5 16.7 23.6 12.5 11.8 12.5

20歳代 13 38.5 46.2 7.7 7.7 - 7.7 7.7 15.4

30歳代 35 34.3 37.1 28.6 17.1 42.9 8.6 11.4 14.3

40歳代 22 27.3 45.5 18.2 36.4 4.5 13.6 4.5 13.6

50歳代 17 29.4 11.8 17.6 17.6 29.4 5.9 - 5.9

60歳代 25 32.0 - 24.0 8.0 24.0 28.0 16.0 16.0

70歳以上 32 53.1 - 21.9 12.5 21.9 9.4 21.9 9.4

回
答
者
数

（
人

）

時
事
問
題
・
社
会
問

題 福
祉
に
関
す
る
活
動

地
域
の
伝
統
文
化
・

郷
土
史

子
育
て
・
教
育
に
関

す
る
活
動

自
然
体
験
・
野
外
活

動

、
農
業
体
験
な
ど

ま
ち
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 286 7.3 6.6 5.9 5.2 3.8 1.4 8.0 7.3

男性／（計） 72 9.7 6.9 4.2 6.9 8.3 2.8 4.2 6.9

20歳代 14 7.1 - - - - - - 14.3

30歳代 14 7.1 7.1 7.1 14.3 14.3 7.1 - -

40歳代 12 16.7 - 8.3 8.3 8.3 - 8.3 -

50歳代 9 - - - 11.1 11.1 11.1 - 11.1

60歳代 8 37.5 37.5 - 12.5 12.5 - - 12.5

70歳以上 15 - 6.7 6.7 - 6.7 - 13.3 6.7

女性／（計） 144 8.3 6.3 6.9 3.5 2.1 0.7 9.7 7.6

20歳代 13 15.4 15.4 15.4 - 7.7 - - 7.7

30歳代 35 11.4 5.7 - 5.7 - - 8.6 -

40歳代 22 4.5 - 4.5 13.6 - - 4.5 -

50歳代 17 11.8 - 5.9 - - - 29.4 11.8

60歳代 25 - 4.0 12.0 - 8.0 4.0 8.0 16.0

70歳以上 32 9.4 12.5 9.4 - - - 9.4 12.5

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問６－２ 問６で「２ 取り組んだことはない」と答えた方へ、生涯学習に取り組んでいない理由はど

のようなことですか。（複数回答） 

 

生涯学習に取り組んでいない理由は、「仕事や家事が忙しくて時間がないから」50.3％が最も高く、

次いで「きっかけがないから」25.6％、「講座や教室などが行われる時期・時間が合わないから」23.6％、

「自分の希望に合う講座や教室などがないから」19.8％、「お金がかかるから」17.0％などとなっている。 
 

 

図表 38 生涯学習に取り組んでいない理由【単純集計】 

  

回答者数=394人

50.3%

25.6%

23.6%

19.8%

17.0%

15.0%

10.2%

7.6%

6.6%

5.1%

3.3%

2.8%

2.5%

2.0%

1.5%

8.6%

4.8%

0.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

仕事や家事が忙しくて時間がないから

きっかけがないから

講座や教室などが行われる時期・時間が
合わないから

自分の希望に合う講座や教室などが
ないから

お金がかかるから

十分な情報が得られないから

特に必要ないから

一緒に学習する仲間が少ないから

面倒であるから

適当な活動場所がないから

人間関係が難しいから

適切な指導者や講師がいないから

そういうことは好きではないから

成果を活かす場や機会が少ないから

周囲の理解を得にくいから

その他

特に理由はない

無回答

 
 

 

性別でみると、男性は、「仕事や家事が忙しくて時間がないから」50.4％、「きっかけがないから」25.2％、

「お金がかかるから」19.5％などとなっている。一方、女性は「仕事や家事が忙しくて時間がないから」

53.9％、「講座や教室などが行われる時期・時間が合わないから」30.0％、「自分の希望に合う講座や教
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室などがないから」23.9％などとなっており、男性と女性ではやや差異がある。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「仕事や家事が忙しくて時間がないから」は男

女とも概ね 20～50 歳代、「きっかけがないから」は男性 30 歳代、女性 60 歳代、「講座や教室などが行

われる時期・時間が合わないから」は男性 60 歳代、女性 30～60 歳代、「自分の希望に合う講座や教室

などがないから」は男性 60 歳代、女性 50 歳以上、「お金がかかるから」は男性 30 歳代と 50 歳代がそ

れぞれ高くなっている。 
 
 
図表 39 生涯学習に取り組んでいない理由【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

仕
事
や
家
事
が
忙
し

く
て
時
間
が
な
い
か

ら き

っ
か
け
が
な
い
か

ら 講
座
や
教
室
な
ど
が

行
わ
れ
る
時
期
・
時

間
が
合
わ
な
い
か
ら

自
分
の
希
望
に
合
う

講
座
や
教
室
な
ど
が

な
い
か
ら

お
金
が
か
か
る
か
ら

十
分
な
情
報
が
得
ら

れ
な
い
か
ら

特
に
必
要
な
い
か
ら

一
緒
に
学
習
す
る
仲

間
が
少
な
い
か
ら

面
倒
で
あ
る
か
ら

(%)

全体 394 50.3 25.6 23.6 19.8 17.0 15.0 10.2 7.6 6.6

男性／（計） 123 50.4 25.2 17.1 13.8 19.5 9.8 17.9 9.8 6.5

20歳代 19 57.9 26.3 5.3 10.5 21.1 10.5 21.1 21.1 -

30歳代 31 74.2 32.3 9.7 3.2 22.6 9.7 6.5 9.7 6.5

40歳代 27 48.1 25.9 22.2 14.8 14.8 11.1 14.8 - 7.4

50歳代 12 66.7 25.0 - 16.7 33.3 - 25.0 25.0 8.3

60歳代 12 41.7 25.0 41.7 25.0 16.7 33.3 16.7 8.3 -

70歳以上 20 5.0 10.0 20.0 20.0 10.0 - 35.0 5.0 15.0

女性／（計） 180 53.9 21.7 30.0 23.9 16.1 17.2 6.7 5.6 5.0

20歳代 24 62.5 25.0 20.8 20.8 20.8 33.3 8.3 - 4.2

30歳代 33 63.6 9.1 39.4 21.2 18.2 18.2 3.0 - 6.1

40歳代 43 62.8 23.3 37.2 18.6 20.9 11.6 7.0 7.0 7.0

50歳代 23 73.9 21.7 43.5 26.1 21.7 13.0 - 8.7 -

60歳代 30 33.3 33.3 30.0 30.0 6.7 13.3 6.7 3.3 6.7

70歳以上 27 25.9 18.5 3.7 29.6 7.4 18.5 14.8 14.8 3.7

回
答
者
数

（
人

）

適
当
な
活
動
場
所
が

な
い
か
ら

人
間
関
係
が
難
し
い

か
ら

適
切
な
指
導
者
や
講

師
が
い
な
い
か
ら

そ
う
い
う
こ
と
は
好

き
で
は
な
い
か
ら

成
果
を
活
か
す
場
や
機

会
が
少
な
い
か
ら

周
囲
の
理
解
を
得
に

く
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

(%)

全体 394 5.1 3.3 2.8 2.5 2.0 1.5 8.6 4.8 0.8

男性／（計） 123 2.4 3.3 2.4 4.9 3.3 0.8 6.5 4.9 0.8

20歳代 19 - - - - - - 5.3 - -

30歳代 31 3.2 - 3.2 - 6.5 - 6.5 - 3.2

40歳代 27 7.4 3.7 - 7.4 - - 7.4 7.4 -

50歳代 12 - 8.3 - - - 8.3 - 8.3 -

60歳代 12 - - - - 8.3 - 8.3 - -

70歳以上 20 - 5.0 10.0 20.0 - - 10.0 15.0 -

女性／（計） 180 8.3 3.9 3.3 0.6 1.1 2.8 9.4 3.3 0.6

20歳代 24 4.2 4.2 - - - - 4.2 - -

30歳代 33 12.1 3.0 3.0 - - 6.1 6.1 3.0 -

40歳代 43 9.3 7.0 7.0 - 2.3 4.7 7.0 2.3 -

50歳代 23 8.7 4.3 - - - - - 4.3 -

60歳代 30 10.0 - - 3.3 3.3 - 6.7 6.7 3.3

70歳以上 27 3.7 3.7 7.4 - - 3.7 33.3 3.7 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問７ あなたは、今後どのような生涯学習に取り組みたいと思いますか。現在、生涯学習を行っていな

い方は、今後、生涯学習を行う場合のことを想定してお答えください。（複数回答） 

 

今後取り組みたい生涯学習の内容は、「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」が 37.6％で最も

高く、次いで「健康・医学・食育」28.7％、「家庭生活に役立つ技能」26.2％、「仕事に関係ある知識の

習得や資格取得など」23.6％、「パソコン・インターネット」23.0％などとなっている。 
 
図表 40 今後の生涯学習の取り組み【単純集計】 

  

回答者数=691人

37.6%

28.7%

26.2%

23.6%

23.0%

21.1%

16.4%

16.1%

15.5%

12.2%

11.9%

10.3%

9.7%

5.2%

4.3%

8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）

健康・医学・食育

家庭生活に役立つ技能

仕事に関係ある知識の習得や資格取得など

パソコン・インターネット

自然体験・野外活動、農業体験など

社会科見学（工場・産業）・観光

園芸・ガーデニング

緑化・環境問題・リサイクルなど

時事問題・社会問題

地域の伝統文化・郷土史

子育て・教育に関する活動

福祉に関する活動

まちづくり

その他

特にない

 
 
性別でみると、男性は「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」40.3％、「仕事に関係ある知識

の習得や資格取得など」26.5％、「パソコン・インターネット」23.0％などとなっている。一方、女性は

「健康・医学・食育」37.9％、「家庭生活に役立つ技能」37.9％、「教養的なもの（文学、歴史、自然科

学など）」36.7％などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）」

は男性 50 歳代、女性 30 歳代、「健康・医学・食育」は女性 30～60 歳代、「家庭生活に役立つ技能」は

女性 20～50 歳代、「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」は男性 20～30 歳代、女性 20～40 歳

代、「パソコン・インターネット」は男性 20 歳代と 50 歳代、女性 40～50 歳代がそれぞれ高くなって

いる。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「教養的なもの（文学、歴史、

自然科学など）」、「仕事に関係ある知識の習得や資格取得など」、タイプＢは「健康・医学・食育」、「社

会科見学（工場・産業）・観光」、タイプＥは「子育て・教育に関する活動」がそれぞれ高くなっている。 
生涯学習への取り組み別にみると、生涯学習に取り組んだ人は今後の生涯学習意欲でも全般的に高く

なっている傾向が伺える。 
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図表 41 今後の生涯学習の取り組み【性別×年齢別、ライフスタイル別、生涯学習の有無別】 

回
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な
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史
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や
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然
体
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・
野
外
活

動

、
農
業
体
験
な
ど

社
会
科
見
学

（
工
場
・

産
業

）
・
観
光

園
芸
・
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ (%)

全体 691 37.6 28.7 26.2 23.6 23.0 21.1 16.4 16.1

男性／（計） 196 40.3 21.9 9.2 26.5 23.0 22.4 18.9 12.8

20歳代 33 42.4 30.3 15.2 54.5 30.3 18.2 27.3 6.1

30歳代 45 37.8 11.1 13.3 44.4 15.6 22.2 24.4 11.1

40歳代 39 41.0 23.1 10.3 23.1 23.1 33.3 12.8 12.8

50歳代 21 52.4 14.3 4.8 19.0 28.6 23.8 4.8 14.3

60歳代 20 40.0 15.0 5.0 - 20.0 40.0 25.0 35.0

70歳以上 36 33.3 33.3 2.8 - 25.0 5.6 16.7 5.6

女性／（計） 327 36.7 37.9 37.9 24.5 21.7 21.1 15.3 18.3

20歳代 37 35.1 29.7 59.5 59.5 10.8 18.9 18.9 13.5

30歳代 68 42.6 44.1 58.8 38.2 13.2 29.4 16.2 17.6

40歳代 65 40.0 41.5 38.5 32.3 29.2 26.2 16.9 18.5

50歳代 40 40.0 35.0 35.0 15.0 30.0 15.0 10.0 20.0

60歳代 55 27.3 41.8 25.5 7.3 25.5 23.6 20.0 20.0

70歳以上 62 33.9 30.6 14.5 1.6 21.0 9.7 9.7 19.4

タイプＡ 139 43.2 23.0 23.7 33.8 25.9 25.9 15.8 20.1

タイプＢ 160 40.0 34.4 22.5 15.6 20.6 25.6 23.8 19.4

タイプＣ 123 34.1 26.8 26.8 24.4 26.0 14.6 13.0 12.2

タイプＤ 130 31.5 29.2 30.8 17.7 19.2 12.3 11.5 12.3

タイプＥ 131 37.4 29.0 28.2 28.2 22.9 26.0 15.3 16.0

生涯学習に取り組んだ 286 47.6 37.1 26.9 29.7 23.1 23.1 17.1 20.3

生涯学習に取り組んでいない 394 31.5 23.4 26.1 19.8 23.6 20.1 15.7 13.2

回
答
者
数

（
人

）

緑
化
・
環
境
問
題
・
リ

サ
イ
ク
ル
な
ど

時
事
問
題
・
社
会
問
題

地
域
の
伝
統
文
化
・
郷

土
史

子
育
て
・
教
育
に
関
す

る
活
動

福
祉
に
関
す
る
活
動

ま
ち
づ
く
り

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 15.5 12.2 11.9 10.3 9.7 5.2 4.3 8.0 3.3

男性／（計） 196 16.8 14.8 15.3 10.2 5.1 7.1 3.1 12.2 -

20歳代 33 18.2 18.2 3.0 18.2 9.1 9.1 - 18.2 -

30歳代 45 11.1 13.3 17.8 13.3 - 4.4 4.4 4.4 -

40歳代 39 20.5 20.5 12.8 12.8 2.6 7.7 2.6 10.3 -

50歳代 21 19.0 9.5 23.8 4.8 4.8 9.5 - 9.5 -

60歳代 20 25.0 25.0 30.0 10.0 10.0 15.0 - 5.0 -

70歳以上 36 8.3 5.6 13.9 - 8.3 2.8 8.3 25.0 -

女性／（計） 327 15.9 12.8 10.1 11.3 11.9 4.3 5.5 4.9 3.4

20歳代 37 10.8 10.8 2.7 16.2 2.7 2.7 2.7 - -

30歳代 68 19.1 16.2 14.7 25.0 8.8 2.9 4.4 2.9 1.5

40歳代 65 20.0 9.2 13.8 16.9 15.4 12.3 3.1 4.6 -

50歳代 40 5.0 20.0 5.0 7.5 20.0 - 17.5 - -

60歳代 55 21.8 9.1 7.3 - 16.4 - 1.8 5.5 3.6

70歳以上 62 12.9 12.9 11.3 - 8.1 4.8 6.5 12.9 12.9

タイプＡ 139 18.7 10.1 13.7 12.9 12.2 5.8 3.6 4.3 2.9

タイプＢ 160 16.9 11.9 15.6 9.4 14.4 6.3 6.3 5.6 1.9

タイプＣ 123 17.1 14.6 8.1 5.7 6.5 6.5 0.8 10.6 3.3

タイプＤ 130 9.2 6.9 13.1 6.2 3.1 3.8 3.8 12.3 4.6

タイプＥ 131 15.3 16.8 8.4 17.6 10.7 3.8 6.9 6.9 3.8

生涯学習に取り組んだ 286 23.4 16.4 15.7 12.9 15.4 6.6 5.6 2.8 2.4

生涯学習に取り組んでいない 394 9.9 9.4 9.1 8.6 5.8 4.3 3.6 11.9 2.0

※表側の無回答は除く。
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齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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フ
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問８ あなたが生涯学習を行いやすい時間帯はいつですか。現在、生涯学習を行っていない方は、今後、

生涯学習を行う場合のことを想定してお答えください。（単数回答） 

 

生涯学習を行いやすい時間帯は、「土日祝日日中（９時～18 時）」が 47.2％で最も高く、次いで、「平

日日中（９時～18 時）」が 34.3％、「平日夜間（18 時～22 時）」が 24.3％などとなっている。なお、「平

日」は 67.9％、「土日祝日」は 65.2％となっている。 
 

 

図表 42 行いやすい時間帯【単純集計】 

  

回答者数=691人

67.9%

2.5%

34.3%

24.3%

4.2%

65.2%

5.2%

47.2%

14.9%

2.2%

7.7%

3.0%

0% 20% 40% 60% 80%

平日

平日早朝（５時～９時）

平日日中（９時～18時）

平日夜間（18時～22時）

平日深夜（22時～５時）

土日祝日

土日祝日早朝（５時～９時）

土日祝日日中（９時～18時）

土日祝日夜間（18時～22時）

土日祝日深夜（22時～５時）

特にない

無回答
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性別でみると、男性は「土日祝日日中（９時～18 時）」58.2％、「平日夜間（18 時～22 時）」21.4％、

「土日祝日夜間（18 時～22 時）」20.9％となっている。一方、女性は「土日祝日日中（９時～18 時）」

45.0％、「平日日中（９時～18 時）」42.8％、「平日夜間（18 時～22 時）」25.4％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日早朝（５時～９時）」は女性 30 歳代、「平

日日中（９時～18 時）」は男性 70 歳以上、女性 50 歳以上、「平日夜間（18 時～22 時）」は男性 20～30
歳代と 50 歳代、女性 20～40 歳代、「平日深夜（22 時～５時）」は男性 20 歳代、女性 40 歳代、「土日

祝日早朝（５時～９時）」は男性 30 歳代、女性 30 歳代、「土日祝日日中（９時～18 時）」は男性 30～
60 歳代、女性 20～30 歳代、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は男性 30～40 歳代と 60 歳代、女性 20
～30 歳代、「土日祝日夜間深夜（22 時～５時）」は男性 20 歳代と 40 歳代がそれぞれ高くなっている。 

職業別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」は専業主婦、無職、「平

日夜間（18 時～22 時）」は会社員（フルタイム）、教員・公務員・団体職員、学生、「土日祝日日中（９

時～18 時）」は会社員（フルタイム）、会社員（パートタイム）、教員・公務員・団体職員、学生、「土日

祝日夜間（18 時～22 時）」や「土日祝日夜間深夜（22 時～５時）」は会社員（フルタイム）、教員・公

務員・団体職員、学生がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 43 行いやすい時間帯【性別×年齢別、職業別】 

回
答
者
数

（
人

）

平
日

平
日
早
朝

（
５
時
～

９
時

）

平
日
日
中

（
９
時
～

1
8
時

）

平
日
夜
間

（
1
8
時
～

2
2
時

）

平
日
深
夜

（
2
2
時
～

５
時

）

土
日
祝
日

土
日
祝
日
早
朝

（
５
時
～

９
時

）

土
日
祝
日
日
中

（
９
時
～

1
8
時

）

土
日
祝
日
夜
間

（
1
8
時
～

2
2
時

）

土
日
祝
日
深
夜

（
2
2
時
～

５
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）

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 60.6 2.5 34.3 24.3 4.2 58.2 5.2 47.2 14.9 2.2 7.7 3.0

男性／（計） 196 42.9 1.5 17.3 21.4 5.1 70.4 5.6 58.2 20.9 4.1 9.7 1.5

20歳代 33 45.5 3.0 3.0 30.3 18.2 69.7 3.0 48.5 18.2 9.1 12.1 -

30歳代 45 40.0 2.2 6.7 31.1 2.2 82.2 15.6 73.3 28.9 2.2 2.2 -

40歳代 39 23.1 - 2.6 12.8 7.7 76.9 2.6 64.1 23.1 7.7 12.8 -

50歳代 21 52.4 - 19.0 33.3 - 81.0 9.5 61.9 19.0 - 4.8 -

60歳代 20 40.0 - 20.0 25.0 - 80.0 - 70.0 30.0 - 10.0 -

70歳以上 36 61.1 2.8 55.6 2.8 - 38.9 - 33.3 8.3 2.8 16.7 8.3

女性／（計） 327 69.7 3.4 42.8 25.4 3.4 54.4 4.9 45.0 12.5 1.5 6.7 2.1

20歳代 37 70.3 5.4 13.5 54.1 5.4 81.1 5.4 62.2 24.3 2.7 2.7 -

30歳代 68 57.4 8.8 23.5 33.8 1.5 73.5 10.3 63.2 23.5 2.9 4.4 -

40歳代 65 75.4 1.5 38.5 32.3 9.2 58.5 9.2 46.2 7.7 3.1 3.1 -

50歳代 40 62.5 - 45.0 17.5 - 57.5 - 47.5 15.0 - 7.5 -

60歳代 55 78.2 3.6 58.2 14.5 3.6 32.7 1.8 25.5 7.3 - 12.7 1.8

70歳以上 62 74.2 - 71.0 6.5 - 30.6 - 29.0 1.6 - 9.7 9.7

自営業 83 59.0 1.2 31.3 26.5 4.8 57.8 3.6 41.0 18.1 2.4 6.0 6.0

会社員（フルタイム） 217 49.3 3.7 5.1 37.8 7.4 82.9 9.7 67.7 24.0 5.1 3.7 0.5

会社員（パートタイム） 37 62.2 2.7 37.8 18.9 2.7 67.6 2.7 54.1 13.5 2.7 5.4 -

教員・公務員・団体職員 54 40.7 1.9 5.6 31.5 1.9 81.5 7.4 66.7 22.2 - 7.4 -

専業主婦 114 86.0 1.8 82.5 7.0 2.6 28.9 2.6 24.6 2.6 - 7.0 1.8

学生 30 56.7 6.7 - 50.0 6.7 73.3 6.7 56.7 23.3 - 10.0 -

無職 116 69.8 1.7 63.8 8.6 0.9 26.7 0.9 24.1 3.4 - 15.5 6.9

その他 32 53.1 - 37.5 15.6 3.1 53.1 3.1 46.9 12.5 3.1 15.6 9.4
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

職
業
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子どもの有無別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」は中高生、高校

卒業以上、「平日夜間（18 時～22 時）」は子どもなし、「土日祝日早朝（５時～９時）」は乳幼児、小学

生、「土日祝日日中（９時～18 時）」は乳幼児、中高生、子どもなし、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」

は小学生、「土日祝日夜間深夜（22 時～５時）」は乳幼児、小学生がそれぞれ高くなっている。 
今後取り組みたい内容別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日日中（９時～18 時）」はパソ

コン・インターネット、家庭生活に役立つ技能、園芸・ガーデニング、福祉に関する活動、健康・医学・

食育、「平日夜間（18 時～22 時）」は地域の伝統文化・郷土史、まちづくり、自然体験・野外活動、農

業体験など、仕事に関係ある知識の習得や資格取得など、「土日祝日日中（９時～18 時）」は教養的なも

の、地域の伝統文化・郷土史、まちづくり、自然体験・野外活動、農業体験など、仕事に関係ある知識

の習得や資格取得など、時事問題・社会問題、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は地域の伝統文化・郷

土史、子育て・教育に関する活動、まちづくり、仕事に関係ある知識の習得や資格取得などがそれぞれ

高くなっている。 
 

 

図表 44 行いやすい時間帯【子どもの有無別、今後取り組みたい生涯学習別】 

回
答
者
数

（
人

）

平
日

平
日
早
朝

（
５
時
～

９
時

）

平
日
日
中

（
９
時
～

1
8
時

）

平
日
夜
間

（
1
8
時
～

2
2
時

）

平
日
深
夜

（
2
2
時
～

５
時

）

土
日
祝
日

土
日
祝
日
早
朝

（
５
時
～

９
時

）

土
日
祝
日
日
中

（
９
時
～

1
8
時

）

土
日
祝
日
夜
間

（
1
8
時
～

2
2
時

）

土
日
祝
日
深
夜

（
2
2
時
～

５
時

）

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 60.6 2.5 34.3 24.3 4.2 58.2 5.2 47.2 14.9 2.2 7.7 3.0

乳幼児 63 60.3 4.8 30.2 28.6 7.9 68.3 11.1 52.4 17.5 7.9 3.2 1.6
小学生 52 57.7 - 25.0 26.9 5.8 61.5 11.5 38.5 21.2 9.6 1.9 -
中高生 40 62.5 - 40.0 25.0 2.5 70.0 7.5 60.0 7.5 - - -
高校卒業以上 226 69.9 0.4 56.6 15.9 0.9 44.2 2.2 33.6 11.5 0.9 8.4 4.0
なし 294 54.8 3.7 20.4 29.6 6.1 67.7 5.4 58.2 18.4 1.7 8.8 1.4
教養的なもの 260 64.2 4.2 33.5 28.8 3.1 70.0 5.8 57.7 16.2 2.7 4.6 -
地域の伝統文化・郷土史 82 64.6 6.1 31.7 29.3 - 73.2 8.5 59.8 22.0 1.2 2.4 -
パソコン・インターネット 159 69.2 3.8 43.4 22.0 7.5 57.2 5.7 44.0 14.5 3.1 5.0 0.6
家庭生活に役立つ技能 181 68.0 2.8 39.8 26.5 4.4 60.8 9.4 47.0 17.7 1.7 3.9 1.1
園芸・ガーデニング 111 66.7 1.8 45.9 20.7 1.8 53.2 5.4 45.0 9.0 0.9 6.3 3.6
子育て・教育に関する活動 71 62.0 5.6 35.2 21.1 7.0 71.8 11.3 52.1 21.1 8.5 1.4 1.4
福祉に関する活動 67 77.6 9.0 46.3 26.9 4.5 61.2 7.5 46.3 16.4 3.0 3.0 3.0
まちづくり 36 61.1 5.6 27.8 30.6 - 69.4 2.8 58.3 25.0 5.6 2.8 -
緑化・環境問題・リサイクルなど 107 65.4 3.7 35.5 27.1 6.5 62.6 8.4 50.5 13.1 4.7 5.6 0.9
健康・医学・食育 198 71.7 4.5 46.0 21.7 6.1 59.1 6.1 48.0 14.1 2.5 3.0 0.5
自然体験・野外活動、農業体験など 146 58.2 4.8 28.8 29.5 3.4 65.8 7.5 55.5 16.4 3.4 5.5 0.7
社会科見学（工場・産業）・観光 113 61.9 6.2 31.9 29.2 6.2 64.6 8.0 51.3 17.7 3.5 5.3 0.9
仕事に関係ある知識の習得や資格
取得など

163 63.2 4.3 19.0 38.0 9.2 72.4 6.7 58.9 21.5 4.9 5.5 1.2

時事問題・社会問題 84 65.5 7.1 34.5 27.4 6.0 61.9 2.4 54.8 17.9 3.6 7.1 -
その他 30 73.3 - 40.0 33.3 - 53.3 3.3 50.0 10.0 - 6.7 3.3
特にない 55 41.8 - 27.3 12.7 3.6 27.3 1.8 21.8 7.3 - 34.5 7.3

※表側の無回答は除く。

今
後
取
り
組
み
た
い
生
涯
学
習

子
ど
も
の

有
無
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問９ あなたが現在行っている（今後行ってみたい）生涯学習を、今後より豊かに行うためには、どの

ような「場所」が必要ですか。現在、生涯学習を行っていない方は、今後、生涯学習を行う場合のこと

を想定してお答えください。（複数回答） 

 

生涯学習を行う場所は、「シビックセンター」が 32.4％で最も高く、次いで、「アカデミー文京などの

生涯学習施設」28.9％、「図書館」25.0％、「区民センター等のその他区立施設」19.5％、「シビックホー

ルなどのホール」19.1％などとなっている。 
 

 

図表 45 生涯学習の場所【単純集計】 

回答者数=691人

32.4%

28.9%

25.0%

19.5%

19.1%

17.7%

14.6%

10.9%

10.6%

9.7%

9.4%

8.4%

8.1%

6.1%

4.8%

2.2%

6.2%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

シビックセンター

アカデミー文京などの生涯学習施設

図書館

区民センター等のその他区立施設

シビックホールなどのホール

区内の大学施設
民間のカルチャーセンターや

スポーツクラブなど
交流館

美術館

区立小中学校の教室・体育館

民間が運営する習い事の教室など

インターネット

博物館や資料館

総合体育館などの区立体育施設

テレビや通信教育

その他

特にない

無回答

 

 
 
性別でみると、男性は「図書館」31.6％、「シビックセンター」28.1％、「アカデミー文京などの生涯

学習施設」20.9％、一方、女性は「アカデミー文京などの生涯学習施設」36.4％、「シビックセンター」

33.9％、「図書館」21.1％などとなっており、上位 3 つは男女とも同じであるが、順位が異なっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「シビックセンター」は男性 30 歳代、女性 40

歳代と 60 歳代、「アカデミー文京などの生涯学習施設」は男性 60 歳代、女性 40 歳以上、「図書館」は

男性 20～50 歳代、女性 30 歳代、「区民センター等のその他区立施設」は男性 60 歳代、女性 40 歳代と

60 歳代、「シビックホールなどのホール」は女性 50 歳代と 70 歳以上、「区内の大学施設」、「民間のカ

ルチャーセンターやスポーツクラブなど」は男女とも概ね 20～30 歳代、「交流館」は男性 60 歳代、「区

立小中学校の教室・体育館」は男性 30 歳代、「民間が運営する習い事の教室など」は女性 20～40 歳代

がそれぞれ高くなっている。 
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図表 46 生涯学習の場所【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

シ
ビ

ッ
ク
セ
ン
タ
ー

ア
カ
デ
ミ
ー

文
京
な
ど
の
生
涯

学
習
施
設

図
書
館

区
民
セ
ン
タ
ー

等
の
そ
の
他
区

立
施
設

シ
ビ

ッ
ク
ホ
ー

ル
な
ど
の
ホ
ー

ル 区
内
の
大
学
施
設

民
間
の
カ
ル
チ
ャ
ー

セ
ン
タ
ー

や
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

交
流
館

美
術
館

(%)
全体 691 32.4 28.9 25.0 19.5 19.1 17.7 14.6 10.9 10.6

男性／（計） 196 28.1 20.9 31.6 18.9 14.8 16.8 11.7 10.2 10.7

20歳代 33 30.3 9.1 36.4 15.2 12.1 18.2 15.2 - 15.2

30歳代 45 37.8 13.3 35.6 11.1 22.2 24.4 13.3 8.9 11.1

40歳代 39 25.6 28.2 35.9 20.5 5.1 17.9 12.8 12.8 5.1

50歳代 21 23.8 23.8 42.9 19.0 19.0 19.0 9.5 4.8 9.5

60歳代 20 25.0 40.0 25.0 25.0 10.0 10.0 10.0 35.0 5.0

70歳以上 36 19.4 22.2 16.7 22.2 16.7 8.3 5.6 8.3 16.7

女性／（計） 327 33.9 36.4 21.1 20.8 19.9 20.5 16.8 10.7 10.7

20歳代 37 29.7 29.7 24.3 8.1 18.9 27.0 21.6 13.5 16.2

30歳代 68 32.4 33.8 35.3 11.8 19.1 29.4 20.6 10.3 10.3

40歳代 65 38.5 38.5 26.2 24.6 10.8 21.5 18.5 7.7 12.3

50歳代 40 22.5 37.5 15.0 22.5 27.5 22.5 15.0 15.0 5.0

60歳代 55 40.0 41.8 7.3 32.7 21.8 14.5 18.2 7.3 9.1

70歳以上 62 35.5 35.5 14.5 22.6 24.2 9.7 8.1 12.9 11.3

回
答
者
数

（
人

）

区
立
小
中
学
校
の
教

室
・
体
育
館

民
間
が
運
営
す
る
習
い

事
の
教
室
な
ど

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

博
物
館
や
資
料
館

総
合
体
育
館
な
ど
の
区
立

体
育
施
設

テ
レ
ビ
や
通
信
教
育

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 9.7 9.4 8.4 8.1 6.1 4.8 2.2 6.2 4.2

男性／（計） 196 12.2 5.6 11.7 10.7 7.7 5.1 2.0 10.2 3.1

20歳代 33 6.1 6.1 18.2 12.1 9.1 - 3.0 12.1 6.1

30歳代 45 22.2 8.9 13.3 13.3 13.3 8.9 - 2.2 2.2

40歳代 39 10.3 5.1 10.3 10.3 5.1 2.6 2.6 15.4 -

50歳代 21 9.5 9.5 28.6 19.0 - 14.3 - 9.5 -

60歳代 20 10.0 5.0 - - 10.0 - 5.0 10.0 -

70歳以上 36 11.1 - 2.8 8.3 5.6 5.6 2.8 13.9 8.3

女性／（計） 327 9.2 12.5 7.3 6.7 6.1 4.9 1.8 4.6 3.7

20歳代 37 2.7 21.6 13.5 16.2 5.4 8.1 - 8.1 2.7

30歳代 68 10.3 23.5 11.8 5.9 5.9 2.9 2.9 1.5 1.5

40歳代 65 6.2 18.5 12.3 7.7 4.6 4.6 3.1 1.5 3.1

50歳代 40 12.5 7.5 7.5 5.0 7.5 15.0 - 2.5 2.5

60歳代 55 12.7 1.8 - 1.8 10.9 - - 9.1 1.8

70歳以上 62 9.7 1.6 - 6.5 3.2 3.2 3.2 6.5 9.7
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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今後取り組みたい内容別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「シビックセンター」はパソコン・

インターネット、家庭生活に役立つ技能、園芸・ガーデニング、「アカデミー文京などの生涯学習施設」

は福祉に関する活動、まちづくり等の幅広い分野、「図書館」もまちづくり、緑化・環境問題・リサイ

クルなど等の幅広い分野がそれぞれ高くなっている。 
 

図表 47 生涯学習の場所【今後取り組みたい生涯学習別】 
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数
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カ
ル
チ
ャ
ー

セ
ン
タ
ー

や
ス
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ー

ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

交
流
館

美
術
館

(%)
全体 691 32.4 28.9 25.0 19.5 19.1 17.7 14.6 10.9 10.6

教養的なもの 260 33.1 36.5 33.5 18.1 21.2 22.3 17.7 6.9 16.5

地域の伝統文化・郷土史 82 36.6 42.7 35.4 17.1 28.0 29.3 9.8 14.6 13.4

パソコン・インターネット 159 41.5 35.8 24.5 25.2 25.2 17.0 16.4 10.7 12.6

家庭生活に役立つ技能 181 39.2 35.4 26.5 23.2 21.5 18.8 19.9 13.8 8.8

園芸・ガーデニング 111 40.5 31.5 24.3 21.6 24.3 16.2 15.3 15.3 17.1

子育て・教育に関する活動 71 29.6 40.8 35.2 14.1 18.3 21.1 25.4 15.5 22.5

福祉に関する活動 67 32.8 56.7 32.8 29.9 22.4 14.9 16.4 14.9 11.9

まちづくり 36 19.4 50.0 50.0 16.7 11.1 25.0 16.7 19.4 25.0

緑化・環境問題・リサイクルなど 107 34.6 38.3 42.1 25.2 23.4 20.6 16.8 9.3 18.7

健康・医学・食育 198 34.8 43.4 31.3 27.3 21.2 20.7 20.7 13.1 11.6

自然体験・野外活動、農業体験など 146 33.6 39.0 35.6 23.3 15.1 18.5 19.2 14.4 13.0

社会科見学（工場・産業）・観光 113 28.3 29.2 28.3 19.5 20.4 28.3 23.9 14.2 13.3

仕事に関係ある知識の習得や資格取得など 163 26.4 30.7 31.3 15.3 16.6 25.8 23.9 6.7 9.8

時事問題・社会問題 84 28.6 38.1 39.3 22.6 16.7 15.5 20.2 10.7 13.1

その他 30 20.0 30.0 13.3 23.3 16.7 13.3 23.3 13.3 6.7

特にない 55 25.5 7.3 9.1 7.3 16.4 1.8 1.8 5.5 -

回
答
者
数

（
人

）

区
立
小
中
学
校
の
教

室
・
体
育
館

民
間
が
運
営
す
る
習

い
事
の
教
室
な
ど

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

博
物
館
や
資
料
館

総
合
体
育
館
な
ど
の
区

立
体
育
施
設

テ
レ
ビ
や
通
信
教
育

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 9.7 9.4 8.4 8.1 6.1 4.8 2.2 6.2 4.2

教養的なもの 260 6.9 9.2 13.1 14.2 4.2 4.6 1.9 2.3 1.5

地域の伝統文化・郷土史 82 9.8 8.5 8.5 13.4 8.5 3.7 2.4 2.4 -

パソコン・インターネット 159 10.7 11.9 12.6 9.4 6.9 3.8 2.5 1.3 2.5

家庭生活に役立つ技能 181 10.5 18.8 7.7 7.2 7.2 5.0 2.2 1.1 2.8

園芸・ガーデニング 111 14.4 12.6 5.4 8.1 7.2 2.7 0.9 3.6 2.7

子育て・教育に関する活動 71 11.3 16.9 15.5 12.7 11.3 7.0 2.8 2.8 -

福祉に関する活動 67 9.0 6.0 7.5 4.5 6.0 6.0 1.5 3.0 3.0

まちづくり 36 11.1 11.1 16.7 8.3 8.3 5.6 2.8 - -

緑化・環境問題・リサイクルなど 107 9.3 4.7 10.3 10.3 6.5 3.7 1.9 1.9 -

健康・医学・食育 198 9.6 13.1 7.1 6.6 9.1 5.1 2.5 2.0 1.0

自然体験・野外活動、農業体験など 146 11.0 10.3 8.2 9.6 8.9 5.5 2.1 2.1 0.7

社会科見学（工場・産業）・観光 113 11.5 10.6 10.6 9.7 5.3 5.3 3.5 3.5 -

仕事に関係ある知識の習得や資格取得など 163 9.2 19.6 17.2 8.0 7.4 8.0 3.7 4.9 1.8

時事問題・社会問題 84 4.8 8.3 11.9 15.5 4.8 6.0 1.2 3.6 3.6

その他 30 6.7 13.3 10.0 3.3 10.0 6.7 16.7 3.3 3.3

特にない 55 7.3 - 3.6 3.6 - 1.8 - 41.8 7.3
※表側の無回答は除く。

今
後
取
り
組
み
た
い
生
涯
学
習

今
後
取
り
組
み
た
い
生
涯
学
習
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生涯学習を行いやすい時間帯別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「シビックセンター」は平

日早朝（５時～９時）、土日祝日早朝（５時～９時）、「アカデミー文京などの生涯学習施設」は平日早

朝（５時～９時）、平日日中（９時～18 時）、「図書館」は幅広い時間帯、「区民センター等のその他区立

施設」は平日日中（９時～18 時）、平日深夜（22 時～５時）、「区内の大学施設」は平日夜間（18 時～

22 時）、土日祝日日中（９時～18 時）、土日祝日夜間（18 時～22 時）がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 48 生涯学習の場所【行いやすい時間帯別】 

回
答
者
数

（
人

）

シ
ビ

ッ
ク
セ
ン
タ
ー

ア
カ
デ
ミ
ー

文
京
な
ど
の
生
涯

学
習
施
設

図
書
館

区
民
セ
ン
タ
ー

等
の
そ
の
他
区

立
施
設

シ
ビ

ッ
ク
ホ
ー

ル
な
ど
の
ホ
ー

ル 区
内
の
大
学
施
設

民
間
の
カ
ル
チ
ャ
ー

セ
ン
タ
ー

や
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

交
流
館

美
術
館

(%)
全体 691 32.4 28.9 25.0 19.5 19.1 17.7 14.6 10.9 10.6

平日 419 34.4 35.3 24.6 22.7 20.0 17.2 18.1 10.7 11.7

平日早朝（５時～９時） 17 47.1 41.2 47.1 17.6 17.6 17.6 17.6 5.9 23.5

平日日中（９時～18時） 237 35.0 40.5 18.1 25.3 19.8 15.2 17.3 15.2 11.8

平日夜間（18時～22時） 168 34.5 31.5 30.4 17.9 23.2 23.2 19.6 7.1 11.3

平日深夜（22時～５時） 29 34.5 3.4 37.9 31.0 10.3 10.3 20.7 - 3.4

休日 402 33.3 29.6 29.9 20.6 18.9 22.1 15.4 9.5 11.2

土日祝日早朝（５時～９時） 36 47.2 33.3 30.6 16.7 19.4 19.4 8.3 5.6 13.9

土日祝日日中（９時～18時） 326 33.4 30.7 29.8 20.6 19.3 24.5 17.5 9.2 11.7

土日祝日夜間（18時～22時） 103 31.1 25.2 34.0 17.5 21.4 24.3 12.6 15.5 10.7

土日祝日深夜（22時～５時） 15 20.0 6.7 40.0 13.3 6.7 6.7 6.7 - -

特にない 53 30.2 7.5 15.1 11.3 18.9 9.4 5.7 13.2 9.4

回
答
者
数

（
人

）

区
立
小
中
学
校
の
教

室
・
体
育
館

民
間
が
運
営
す
る
習
い

事
の
教
室
な
ど

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

博
物
館
や
資
料
館

総
合
体
育
館
な
ど
の
区
立

体
育
施
設

テ
レ
ビ
や
通
信
教
育

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 9.7 9.4 8.4 8.1 6.1 4.8 2.2 6.2 4.2

平日 419 11.2 9.8 6.9 8.4 5.7 4.5 1.7 3.6 2.4

平日早朝（５時～９時） 17 17.6 5.9 17.6 11.8 5.9 5.9 5.9 5.9 -

平日日中（９時～18時） 237 11.4 8.4 4.2 6.3 5.9 4.2 2.1 3.8 3.0

平日夜間（18時～22時） 168 11.9 12.5 8.3 10.1 4.2 4.8 1.8 1.2 1.8

平日深夜（22時～５時） 29 10.3 6.9 27.6 10.3 17.2 6.9 - 10.3 3.4

休日 402 10.2 11.7 11.7 9.7 7.7 4.7 1.7 4.0 1.2

土日祝日早朝（５時～９時） 36 16.7 11.1 8.3 5.6 19.4 2.8 2.8 2.8 -

土日祝日日中（９時～18時） 326 8.6 12.9 12.0 8.3 8.0 4.3 1.8 3.1 1.5

土日祝日夜間（18時～22時） 103 11.7 8.7 8.7 12.6 8.7 3.9 1.9 2.9 1.9

土日祝日深夜（22時～５時） 15 - 13.3 33.3 13.3 13.3 20.0 6.7 20.0 -

特にない 53 1.9 - 7.5 5.7 1.9 3.8 3.8 32.1 5.7
※表側の無回答は除く。

行
い
や
す
い
時
間
帯

行
い
や
す
い
時
間
帯
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４－３．スポーツ活動について 

問 10 あなたは、日頃、スポーツをしていますか。（単数回答） 

 

スポーツを日頃「している」は 48.9％、一方、「していない」は 50.4％となっている。 
 

 

図表 49 日頃のスポーツ【単純集計】 

 回答者数=691人

している
48.9%

無回答
0.7%

していない
50.4%
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性別でみると、男性は「している」51.0％、「していない」49.0％となっている。一方、女性は｢して

いる｣47.4％、「していない」52.3％であり、男女に大きな違いはみられない。 
性／年齢別にみると、「している」は男性 30～40 歳代、女性 30 歳代と 60 歳代、「していない」は男

性 50 歳代、女性 20 歳代と 40 歳代で高くなっている。 
ライフスタイル別にみると、「している」はタイプＡ、タイプＢ、タイプＥが 6～7 割台、「していな

い」はタイプＣ、タイプＤが 8 割台と大きく異なっている。 
 
 
図表 50 日頃のスポーツ【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回答者＝691人

※表側の無回答は除く。

48.9%

51.0%

48.5%

57.8%

59.0%

38.1%

45.0%

47.2%

47.4%

32.4%

55.9%

44.6%

45.0%

56.4%

43.5%

72.7%

63.8%

19.5%

16.2%

65.6%

50.4%

49.0%

51.5%

42.2%

41.0%

61.9%

55.0%

52.8%

52.3%

67.6%

44.1%

55.4%

55.0%

43.6%

54.8%

27.3%

35.6%

80.5%

82.3%

33.6%

1.5%

0.6%

1.6%

0.8%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

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

全体

男性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

女性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＤ

タイプＥ

男
性

／
年

齢
女

性
／

年
齢

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル

している していない 無回答

　
男
性
／
年
齢

　
女
性
／
年
齢

　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 10－１ 問 10 で「１ している」と答えた人へ、あなたは、日頃、スポーツをどの程度して

いますか。（単数回答） 

 

スポーツをしている人の頻度は、「週に２～３日程度」33.1％が最も高く、「週に１日程度」31.7％、

「ほぼ毎日」18.6％となっており、合わせて『週に１日以上』が 80.0％以上を占めている。 
 

 

図表 51 スポーツをする頻度【単純集計】 

 

回答者数=338人

ほぼ毎日
18.6%

週に１日
程度
31.7%

週に２～３日
程度
33.1%

月に１～３日
程度
14.5%

無回答
2.1%

 
 

 

性別でみると、男性は「週に１日程度」31.0％、「週に２～３日程度」27.0％、「ほぼ毎日」22.0％で

あり、合わせて『週に１日以上』が 80.0％となっている。女性は「週に２～３日程度」36.1％、「週に

１日程度」32.9％、「ほぼ毎日」18.1％であり、合わせて『週に１日以上』が 87.1％となっており、女

性のほうが高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ほぼ毎日」は男性 50 歳代と 70 歳以上、女性

70 歳以上、「週に２～３日程度」は男性 30 歳代、女性 40～60 歳代、「週に１日程度」は男性 50 歳代、

女性 30～40 歳代、「月に１～３日程度」は男性 20 歳代、40 歳代及び 60 歳代、女性 20～30 歳代がそ

れぞれ高くなっている。 
職業別でみたときに特徴的なものとして、「ほぼ毎日」は自営業、無職、「週に２～３日程度」は会社

員（パートタイム）、教員・公務員・団体職員、専業主婦、「週に１日程度」は会社員（フルタイム）、

専業主婦、「月に１～３日程度」は会社員（フルタイム）、学生がそれぞれ高くなっている。 
子どもの有無別でみたときに特徴的なものとして、「ほぼ毎日」は高校卒業以上、「週に２～３日程度」

は中高生、「週に１日程度」は乳幼児、小学生、「月に１～３日程度」は乳幼児がそれぞれ高くなってい

る。 
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図表 52 スポーツをする頻度【性別×年齢別、職業別、子どもの有無別】 

回
答
者
数

（
人

）

ほ
ぼ
毎
日

週
に
２
～

３
日
程
度

週
に
１
日
程
度

月
に
１
～

３
日
程
度

無
回
答

『
週
に
１
日
以
上

』(%)

全体 338 18.6 33.1 31.7 14.5 2.1 83.4

男性／（計） 100 22.0 27.0 31.0 18.0 2.0 80.0

20歳代 16 18.8 25.0 25.0 31.3 - 68.8

30歳代 26 7.7 46.2 30.8 15.4 - 84.7

40歳代 23 17.4 21.7 34.8 26.1 - 73.9

50歳代 8 50.0 - 37.5 - 12.5 87.5

60歳代 9 22.2 33.3 22.2 22.2 - 77.7

70歳以上 17 35.3 17.6 35.3 5.9 5.9 88.2

女性／（計） 155 18.1 36.1 32.9 11.0 1.9 87.1

20歳代 12 16.7 16.7 33.3 33.3 - 66.7

30歳代 38 7.9 23.7 39.5 28.9 - 71.1

40歳代 29 13.8 41.4 37.9 6.9 - 93.1

50歳代 18 16.7 61.1 22.2 - - 100.0

60歳代 31 16.1 41.9 35.5 - 6.5 93.5

70歳以上 27 40.7 33.3 22.2 - 3.7 96.2

自営業 45 24.4 35.6 28.9 8.9 2.2 88.9

会社員（フルタイム） 111 9.9 23.4 39.6 25.2 1.8 72.9

会社員（パートタイム） 18 16.7 38.9 22.2 16.7 5.6 77.8

教員・公務員・団体職員 25 16.0 48.0 20.0 16.0 - 84.0

専業主婦 56 8.9 48.2 37.5 3.6 1.8 94.6

学生 14 21.4 28.6 21.4 28.6 - 71.4

無職 49 36.7 26.5 26.5 6.1 4.1 89.7

その他 16 43.8 37.5 12.5 6.3 - 93.8

乳幼児 26 11.5 23.1 38.5 26.9 - 73.1

小学生 22 - 31.8 54.5 13.6 - 86.3

中高生 22 22.7 40.9 13.6 18.2 4.5 77.2

高校卒業以上 121 25.6 36.4 28.1 5.8 4.1 90.1

なし 142 15.5 31.7 34.5 18.3 - 81.7

※表側の無回答は除く。

職
業

子
ど
も
の
有
無

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 10－１ 問 10 で「１ している」と答えた人へ、あなたは、日頃、スポーツをどの程度しています

か。（単数回答） 

 

スポーツをしている人の時間は、「１時間以上２時間未満」が 36.7％で最も高く、次いで、「30 分以

上１時間未満」22.5％、「２時間以上」13.9％、「30 分未満」8.0％となっている。 
 

 

図表 53 スポーツをする時間【単純集計】 

  

回答者数=338人

３０分未満
8.0%

１時間以上
２時間未満

36.7%

３０分以上
１時間未満

22.5%

２時間以上
13.9%

無回答
18.9%

 

 
 
性別でみると、男性は「１時間以上２時間未満」39.0％、「30 分以上１時間未満」20.0％、「２時間以

上」19.0％となっている。一方、女性は「１時間以上２時間未満」40.0％、「30 分以上１時間未満」24.5％、

「30 分未満」9.0％、「２時間以上」9.0％であり、「２時間以上」は男性のほうが女性より高くなってい

る。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「30 分未満」は男性 50 歳代、女性 70 歳以上、

「30 分以上１時間未満」は女性 50 歳代、「１時間以上２時間未満」は男性 20～30 歳代と 60 歳代、女

性 40 歳代と 60 歳代、「２時間以上」は男性 40 歳代と 60 歳代がそれぞれ高くなっている。 
職業別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「30 分未満」は無職、「30 分以上１時間未満」は会

社員（パートタイム）、「１時間以上２時間未満」は自営業、教員・公務員・団体職員、専業主婦、「２

時間以上」は会社員（フルタイム）、学生がそれぞれ高くなっている。 
子どもの有無別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「30 分未満」は乳幼児、「２時間以上」は小

学生、中高生がそれぞれ高くなっている。 
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図表 54 スポーツをする時間【性別×年齢別、職業別、子どもの有無別】 

回
答
者
数

（
人

）

３
０
分
未
満

３
０
分
以
上

１
時
間
未
満

１
時
間
以
上

２
時
間
未
満

２
時
間
以
上

無
回
答

(%)
全体 338 8.0 22.5 36.7 13.9 18.9

男性／（計） 100 7.0 20.0 39.0 19.0 15.0

20歳代 16 12.5 6.3 43.8 18.8 18.8

30歳代 26 - 26.9 53.8 7.7 11.5

40歳代 23 4.3 17.4 21.7 34.8 21.7

50歳代 8 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5

60歳代 9 - 22.2 44.4 22.2 11.1

70歳以上 17 11.8 23.5 35.3 17.6 11.8

女性／（計） 155 9.0 24.5 40.0 9.0 17.4

20歳代 12 8.3 25.0 25.0 16.7 25.0

30歳代 38 10.5 26.3 36.8 5.3 21.1

40歳代 29 3.4 24.1 44.8 6.9 20.7

50歳代 18 11.1 27.8 38.9 11.1 11.1

60歳代 31 3.2 19.4 48.4 16.1 12.9

70歳以上 27 18.5 25.9 37.0 3.7 14.8

自営業 45 8.9 15.6 42.2 15.6 17.8

会社員（フルタイム） 111 4.5 26.1 29.7 19.8 19.8

会社員（パートタイム） 18 5.6 27.8 33.3 5.6 27.8

教員・公務員・団体職員 25 8.0 12.0 60.0 8.0 12.0

専業主婦 56 5.4 21.4 48.2 5.4 19.6

学生 14 7.1 14.3 28.6 21.4 28.6

無職 49 18.4 24.5 28.6 12.2 16.3

その他 16 12.5 18.8 37.5 18.8 12.5

乳幼児 26 15.4 19.2 26.9 11.5 26.9

小学生 22 - 4.5 27.3 27.3 40.9

中高生 22 9.1 22.7 27.3 22.7 18.2

高校卒業以上 121 9.1 23.1 40.5 11.6 15.7

なし 142 6.3 22.5 39.4 14.1 17.6

※表側の無回答は除く。

職
業

子
ど
も
の
有
無

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 10－２ 問 10 で「１ している」と答えた人へ、スポーツをする主な理由は何ですか。（複数回答）

 

スポーツをしている主な理由は、「健康維持・体力向上のため」79.0％が最も高く、次いで、「運動不

足解消のため」58.0％、「ストレス解消や気晴らしのため」41.4％、「友人や仲間との交流のため」23.4％、

「美容やダイエットのため」20.7％などとなっている。 
 
 
図表 55 スポーツをする理由【単純集計】 

  

回答者数=338人

79.0%

58.0%

41.4%

23.4%

20.7%

11.8%

2.1%

1.5%

3.3%

0.6%

1.2%

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

健康維持・体力向上のため

運動不足解消のため

ストレス解消や気晴らしのため

友人や仲間との交流のため

美容やダイエットのため

自分の記録や技術の向上のため

家族とのふれあいのため

家族や友人などから勧められたため

その他

特に理由はない

無回答

 

 
 
性別でみると、男性は「健康維持・体力向上のため」78.0％、「運動不足解消のため」56.0％、「スト

レス解消や気晴らしのため」44.0％、「友人や仲間との交流のため」25.0％となっている。一方、女性は

「健康維持・体力向上のため」79.4％、「運動不足解消のため」58.7％、「ストレス解消や気晴らしのた

め」41.3％、「美容やダイエットのため」27.1％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「健康維持・体力向上のため」は男性 50 歳代と

70 歳以上、女性 40 歳代と 70 歳以上、「運動不足解消のため」は男性 60 歳以上、女性 20 歳代、40～
50 歳代と 70 歳以上、「ストレス解消や気晴らしのため」は男女とも 20～30 歳代、「友人や仲間との交

流のため」は男性 20 歳代と 60 歳代、女性 20 歳代と 60 歳以上、「美容やダイエットのため」は女性 30
～50 歳代、「自分の記録や技術の向上のため」は男性 20 歳代、女性 50 歳代がそれぞれ高くなっている。 

頻度別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「健康維持・体力向上のため」はほぼ毎日、週に２

～３日程度、「運動不足解消のため」は週に１日程度、月に１～３日程度、「ストレス解消や気晴らしの

ため」と「友人や仲間との交流のため」は月に１～３日程度がそれぞれ高くなっている。 
時間別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「健康維持・体力向上のため」は３０分未満、「運動
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不足解消のため」は３０分以上１時間未満、「ストレス解消や気晴らしのため」は２時間以上、「友人や

仲間との交流のため」は１時間以上２時間未満、２時間以上、「美容やダイエットのため」３０分未満、

３０分以上１時間未満、「自分の記録や技術の向上のため」は２時間以上がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 56 スポーツをする理由【性別×年齢別、頻度別、時間別】 

回
答
者
数

（
人

）

健
康
維
持
・
体
力
向
上

の
た
め

運
動
不
足
解
消
の
た
め

ス
ト
レ
ス
解
消
や
気
晴

ら
し
の
た
め

友
人
や
仲
間
と
の
交
流

の
た
め

美
容
や
ダ
イ
エ

ッ
ト
の

た
め

自
分
の
記
録
や
技
術
の

向
上
の
た
め

家
族
と
の
ふ
れ
あ
い
の

た
め

家
族
や
友
人
な
ど
か
ら

勧
め
ら
れ
た
た
め

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

(%)

全体 338 79.0 58.0 41.4 23.4 20.7 11.8 2.1 1.5 3.3 0.6 1.2

男性／（計） 100 78.0 56.0 44.0 25.0 12.0 13.0 4.0 - 7.0 1.0 1.0

20歳代 16 62.5 37.5 50.0 31.3 6.3 18.8 6.3 - 18.8 - 6.3

30歳代 26 80.8 50.0 61.5 26.9 7.7 15.4 3.8 - 3.8 3.8 -

40歳代 23 73.9 56.5 43.5 17.4 21.7 13.0 8.7 - 4.3 - -

50歳代 8 87.5 62.5 37.5 12.5 25.0 12.5 - - - - -

60歳代 9 77.8 77.8 44.4 66.7 - 11.1 - - - - -

70歳以上 17 88.2 70.6 17.6 11.8 11.8 5.9 - - 11.8 - -

女性／（計） 155 79.4 58.7 41.3 21.3 27.1 11.0 0.6 1.9 2.6 0.6 0.6

20歳代 12 58.3 66.7 50.0 33.3 25.0 16.7 - - - - -

30歳代 38 68.4 44.7 65.8 13.2 39.5 13.2 - 2.6 - 2.6 -

40歳代 29 86.2 69.0 31.0 10.3 44.8 6.9 - 3.4 6.9 - -

50歳代 18 83.3 72.2 27.8 16.7 33.3 22.2 - - 5.6 - -

60歳代 31 80.6 51.6 41.9 32.3 6.5 9.7 3.2 - - - 3.2

70歳以上 27 92.6 63.0 22.2 29.6 11.1 3.7 - 3.7 3.7 - -

ほぼ毎日 63 88.9 44.4 36.5 7.9 17.5 15.9 - 1.6 7.9 1.6 -

週に２～３日程度 112 87.5 56.3 40.2 23.2 25.0 16.1 1.8 1.8 4.5 0.9 -

週に１日程度 107 75.7 63.6 44.9 28.0 17.8 7.5 2.8 1.9 0.9 - 1.9

月に１～３日程度 49 55.1 67.3 49.0 34.7 20.4 8.2 4.1 - - - -

30分未満 27 88.9 59.3 40.7 3.7 25.9 11.1 - - - - 7.4

30分以上１時間未満 76 81.6 63.2 42.1 10.5 30.3 9.2 1.3 2.6 - 1.3 -

１時間以上２時間未満 124 82.3 58.1 42.7 31.5 20.2 11.3 1.6 0.8 4.0 - -

２時間以上 47 63.8 53.2 46.8 31.9 14.9 23.4 6.4 2.1 6.4 2.1 -

※表側の無回答は除く。

頻
度

時
間

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 10－３ 問 10 で「１ している」と答えた人へ、どのようなスポーツをしていますか。（複数回答）

 

行っているスポーツは、「ウォーキング」37.6％が最も高く、次いで「体操・ラジオ体操・ヨガ」27.2％、

「ジョギング」20.1％、「ゴルフ」17.2％、「水泳・水中ウォーキング」16.6％、「ウエイトトレーニング」

13.3％などとなっている。 
 

 

図表 57 行っているスポーツ種目【単純集計】 

 

回答者数=338人

37.6%

27.2%

20.1%

17.2%

16.6%

13.3%

7.7%

6.8%

5.6%

2.4%

2.1%

1.5%

1.2%

0.9%

0.9%

0.9%

0.6%

0.3%

18.0%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40%

ウォーキング

体操･ラジオ体操･ヨガ

ジョギング

ゴルフ

水泳･水中ウォーキング

ウエイトトレーニング

テニス

ダンス

スキー･スノーボード

卓球

野球･ソフトボール

バスケットボール

剣道

サッカー

バレーボール

バドミントン

弓道・アーチェリー

柔道

その他

無回答

 

 
 
性別では、男性は「ウォーキング」35.0％、「ジョギング」33.0％、「ゴルフ」22.0％、「ウエイトトレ

ーニング」22.0％となっている。女性は「ウォーキング」38.1％、「体操･ラジオ体操･ヨガ」38.1％、「水

泳･水中ウォーキング」18.1％、「ジョギング」12.9％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ウォーキング」は男女とも 60 歳以上、「体操・

ラジオ体操・ヨガ」は女性 30～40 歳代と 60 歳以上、「ジョギング」は男性 20～30 歳代と 50～60 歳代、

女性 20 歳代、「ゴルフ」は男性 40 歳代と 60 歳以上、女性 30 歳代、「水泳･水中ウォーキング」は男性

40 歳代と 60 歳代、女性 40～50 歳代、「ウエイトトレーニング」は男性 20～30 歳代と 50 歳代、女性

50 歳代がそれぞれ高くなっている。 
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図表 58 行っているスポーツ種目【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回
答
者
数

（
人

）

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

体
操
･
ラ
ジ
オ

体
操
･
ヨ
ガ

ジ

ョ
ギ
ン
グ

ゴ
ル
フ

水
泳
･
水
中

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

ウ
エ
イ
ト
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

テ
ニ
ス

ダ
ン
ス

ス
キ
ー

･
ス

ノ
ー

ボ
ー

ド

卓
球

(%)
全体 338 37.6 27.2 20.1 17.2 16.6 13.3 7.7 6.8 5.6 2.4

男性／（計） 100 35.0 10.0 33.0 22.0 15.0 22.0 8.0 2.0 4.0 3.0

20歳代 16 25.0 6.3 56.3 - 12.5 25.0 6.3 6.3 18.8 -

30歳代 26 15.4 11.5 57.7 15.4 3.8 34.6 7.7 3.8 - 3.8

40歳代 23 34.8 - 13.0 26.1 26.1 17.4 8.7 - 4.3 -

50歳代 8 37.5 12.5 37.5 12.5 12.5 25.0 - - - -

60歳代 9 55.6 22.2 33.3 44.4 33.3 11.1 11.1 - - 22.2

70歳以上 17 64.7 17.6 - 41.2 11.8 5.9 5.9 - - -

女性／（計） 155 38.1 38.1 12.9 11.6 18.1 9.7 5.8 9.0 5.2 2.6

20歳代 12 8.3 25.0 50.0 8.3 8.3 16.7 16.7 16.7 - -

30歳代 38 36.8 50.0 18.4 23.7 13.2 2.6 2.6 7.9 7.9 -

40歳代 29 37.9 37.9 6.9 10.3 24.1 13.8 6.9 6.9 3.4 -

50歳代 18 27.8 16.7 11.1 5.6 33.3 33.3 16.7 16.7 5.6 5.6

60歳代 31 45.2 38.7 3.2 9.7 16.1 6.5 3.2 9.7 6.5 6.5

70歳以上 27 51.9 40.7 7.4 3.7 14.8 - - 3.7 3.7 3.7

タイプＡ 101 30.7 24.8 28.7 27.7 17.8 19.8 5.0 4.0 2.0 -

タイプＢ 102 43.1 27.5 15.7 16.7 20.6 9.8 11.8 2.0 9.8 4.9

タイプＣ 24 62.5 29.2 16.7 8.3 4.2 - 4.2 8.3 - -

タイプＤ 21 47.6 33.3 - 4.8 4.8 - 4.8 9.5 - -

タイプＥ 86 29.1 27.9 22.1 11.6 16.3 17.4 7.0 15.1 8.1 3.5

回
答
者
数

（
人

）

野
球
･
ソ
フ
ト

ボ
ー

ル

バ
ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル

剣
道

サ

ッ
カ
ー

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

弓
道
・
ア
ー

チ

ェ
リ
ー

柔
道

そ
の
他

無
回
答

(%)
全体 338 2.1 1.5 1.2 0.9 0.9 0.9 0.6 0.3 18.0 0.6

男性／（計） 100 6.0 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 18.0 -

20歳代 16 12.5 - - 18.8 6.3 - - - 18.8 -

30歳代 26 11.5 3.8 - - - 3.8 - - 23.1 -

40歳代 23 4.3 4.3 4.3 - - 4.3 4.3 4.3 13.0 -

50歳代 8 - - - - - - - - 25.0 -

60歳代 9 - - - - - - - - 11.1 -

70歳以上 17 - - - - - - - - 17.6 -

女性／（計） 155 - 0.6 0.6 - 1.3 0.6 - - 16.8 0.6

20歳代 12 - - - - - 8.3 - - 8.3 -

30歳代 38 - - - - 5.3 - - - 13.2 -

40歳代 29 - 3.4 3.4 - - - - - 17.2 -

50歳代 18 - - - - - - - - 22.2 -

60歳代 31 - - - - - - - - 22.6 3.2

70歳以上 27 - - - - - - - - 14.8 -

タイプＡ 101 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 - 2.0 1.0 17.8 -

タイプＢ 102 1.0 1.0 - - - 2.0 - - 18.6 -

タイプＣ 24 - - 4.2 - - 4.2 - - 8.3 4.2

タイプＤ 21 - - - - - - - - 33.3 -

タイプＥ 86 5.8 2.3 1.2 1.2 2.3 - - - 16.3 -

※表側の無回答は除く。

ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル

 
 
 
頻度別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ゴルフ」、「水泳･水中ウォーキング」、「スキー・ス

ノーボード」では月に１～３日程度、「ウエイトトレーニング」は週に２～３日程度がそれぞれ高くな

っている。 
時間別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ウォーキング」は 30 分以上１時間未満、「体操・
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ラジオ体操・ヨガ」は 30 分未満、１時間以上２時間未満、「ゴルフ」、「テニス」、「スキー･スノーボー

ド」は２時間以上、「ウエイトトレーニング」は１時間以上２時間未満がそれぞれ高くなっている。 
行う理由別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ウォーキング」は運動不足解消のため、家族

とのふれあいのため、家族や友人などから勧められたため、「体操･ラジオ体操･ヨガ」は、美容やダイ

エットのため、「ジョギング」、「水泳･水中ウォーキング」は美容やダイエットのため、自分の記録や技

術の向上のため、「ゴルフ」は自分の記録や技術の向上のためがそれぞれ高くなっている。 
 

図表 59 行っているスポーツ種目【頻度別、時間別、理由別】 

回
答
者
数

（
人

）

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

体
操
･
ラ
ジ
オ

体
操
･
ヨ
ガ

ジ

ョ
ギ
ン
グ

ゴ
ル
フ

水
泳
･
水
中

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

ウ
エ
イ
ト
ト

レ
ー

ニ
ン
グ

テ
ニ
ス

ダ
ン
ス

ス
キ
ー

･
ス

ノ
ー

ボ
ー

ド

卓
球

(%)
全体 338 37.6 27.2 20.1 17.2 16.6 13.3 7.7 6.8 5.6 2.4

ほぼ毎日 63 41.3 30.2 17.5 3.2 15.9 11.1 3.2 6.3 3.2 -

週に２～３日程度 112 40.2 31.3 23.2 17.9 20.5 22.3 9.8 11.6 2.7 5.4

週に１日程度 107 37.4 29.0 21.5 20.6 10.3 9.3 7.5 4.7 5.6 -

月に１～３日程度 49 20.4 14.3 14.3 28.6 24.5 6.1 10.2 2.0 16.3 4.1

30分未満 27 29.6 48.1 14.8 - 7.4 7.4 - 7.4 - -

30分以上１時間未満 76 53.9 21.1 25.0 11.8 21.1 7.9 1.3 6.6 3.9 2.6

１時間以上２時間未満 124 33.1 32.3 21.0 17.7 19.4 18.5 8.1 9.7 2.4 2.4

２時間以上 47 27.7 10.6 17.0 29.8 12.8 17.0 19.1 6.4 21.3 2.1

健康維持・体力向上のため 267 40.8 30.0 21.3 14.6 17.6 15.7 7.9 7.1 3.7 2.6

運動不足解消のため 196 44.4 25.5 21.4 14.8 16.8 15.3 7.7 5.1 3.6 3.1

ストレス解消や気晴らしのため 140 30.7 29.3 21.4 21.4 15.7 14.3 8.6 7.1 7.9 3.6

友人や仲間との交流のため 79 26.6 21.5 19.0 20.3 7.6 6.3 19.0 5.1 10.1 6.3

家族とのふれあいのため 7 42.9 - - 28.6 14.3 - 28.6 14.3 42.9 14.3

美容やダイエットのため 70 34.3 34.3 25.7 15.7 22.9 17.1 4.3 10.0 2.9 -

自分の記録や技術の向上のため 40 10.0 15.0 32.5 40.0 22.5 17.5 7.5 5.0 10.0 -

家族や友人などから勧められたため 5 60.0 - 20.0 - - - - 40.0 - -

その他 11 27.3 18.2 18.2 27.3 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 -

特に理由はない 2 50.0 - - - - - - - - -

回
答
者
数

（
人

）

野
球
･
ソ
フ
ト

ボ
ー

ル

バ
ス
ケ

ッ
ト

ボ
ー

ル

剣
道

サ

ッ
カ
ー

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

弓
道
・
ア
ー

チ

ェ
リ
ー

柔
道

そ
の
他

無
回
答

(%)
全体 338 2.1 1.5 1.2 0.9 0.9 0.9 0.6 0.3 18.0 0.6

ほぼ毎日 63 3.2 - 3.2 - - - 1.6 1.6 22.2 -

週に２～３日程度 112 0.9 2.7 0.9 1.8 - - - - 22.3 -

週に１日程度 107 1.9 1.9 0.9 - 1.9 - - - 15.0 0.9

月に１～３日程度 49 4.1 - - 2.0 2.0 6.1 2.0 - 10.2 2.0

30分未満 27 - - - - - - - - 22.2 3.7

30分以上１時間未満 76 1.3 2.6 - 1.3 - 2.6 - - 11.8 -

１時間以上２時間未満 124 1.6 0.8 1.6 1.6 0.8 - - - 20.2 -

２時間以上 47 6.4 2.1 2.1 - - 2.1 4.3 2.1 17.0 -

健康維持・体力向上のため 267 1.5 1.9 1.5 0.7 0.4 1.1 0.4 0.4 19.5 -

運動不足解消のため 196 2.0 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 16.3 0.5

ストレス解消や気晴らしのため 140 3.6 0.7 0.7 1.4 - 0.7 - - 15.7 0.7

友人や仲間との交流のため 79 3.8 5.1 - 1.3 3.8 - - - 24.1 1.3

家族とのふれあいのため 7 14.3 - - - 14.3 14.3 - - - -

美容やダイエットのため 70 - 2.9 1.4 1.4 1.4 - 1.4 1.4 15.7 -

自分の記録や技術の向上のため 40 - 2.5 - - - - 2.5 - 25.0 -

家族や友人などから勧められたため 5 - - 20.0 - 20.0 - - - 20.0 -

その他 11 - - - - - - - - 54.5 -

特に理由はない 2 50.0 - - - - - - - - -
※表側の無回答は除く。

理
由

頻
度

時
間

頻
度

時
間

理
由
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問 10－４ 問 10 で「２ していない」と答えた人へ、スポーツをしていない主な理由はどのようなこ

とですか。（複数回答） 

 

スポーツをしていない主な理由は、「仕事･家事･育児で忙しいから」45.7％が最も高く、次いで、「き

かっけがないから」25.0％、「お金がかかるから」16.4％、「病気･怪我（けが）をしているから」12.9％、

「面倒だから」12.4％などとなっている。 
 

 

図表 60 スポーツをしていない理由【単純集計】 

 

回答者数=348人

45.7%

25.0%

16.4%

12.9%

12.4%

11.5%

11.2%

10.6%

7.5%

6.6%

6.0%

3.7%

2.0%

1.7%

5.7%

5.7%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

仕事･家事･育児で忙しいから

きっかけがないから

お金がかかるから

病気･怪我（けが）をしているから

面倒だから

スポーツが苦手（下手）だから

場所や施設がないから

一緒にやる仲間がいないから

健康に自信がないから

ふだん身体を使っているから

スポーツに関心がないから（嫌いだから）

スポーツに関する情報がないから

教えてくれる人がいないから

医師などから止められているから

その他

特に理由はない

無回答

 
 
性別でみると、男性は「仕事･家事･育児で忙しいから」52.1％、「きっかけがないから」28.1％、「お

金がかかるから」15.6％となっている。一方、女性も「仕事･家事･育児で忙しいから」45.0％、「きっか

けがないから」24.0％、「お金がかかるから」19.3％となっており、男女とも同様の理由となっている。

なお、女性は「スポーツが苦手（下手）だから」も 17.5％とやや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「仕事･家事･育児で忙しいから」は男女とも概

ね 20～60 歳代と幅広い年齢階級で、「きっかけがないから」は男性 40～50 歳代、女性 30 歳代と 50 歳

代、「お金がかかるから」は男性 20 歳代と 50 歳代、女性 20 歳代と 40～50 歳代、「病気･怪我（けが）

をしているから」男性 60 歳以上、女性 50 歳以上、「面倒だから」は男性 30 歳代、女性 20～30 歳代、

「スポーツが苦手（下手）だから」は男性 20 歳代、女性の幅広い年齢、「場所や施設がないから」は男

性 20 歳代と 60 歳代、女性 20 歳代、「一緒にやる仲間がいないから」は男性 20～50 歳代がそれぞれ高

くなっている。また、「健康に自信がないから」、「ふだん身体を使っているから」は、男女とも 60 歳代

や 70 歳以上で高くなっている。 
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図表 61 スポーツをしていない理由【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

仕
事
･
家
事
･
育
児
で

忙
し
い
か
ら

き

っ
か
け
が
な
い
か
ら

お
金
が
か
か
る
か
ら

病
気
･
怪
我

（
け
が

）

を
し
て
い
る
か
ら

面
倒
だ
か
ら

ス
ポ
ー

ツ
が
苦
手

（
下

手

）
だ
か
ら

場
所
や
施
設
が
な
い
か

ら 一
緒
に
や
る
仲
間
が
い

な
い
か
ら

健
康
に
自
信
が
な
い
か

ら

(%)
全体 348 45.7 25.0 16.4 12.9 12.4 11.5 11.2 10.6 7.5

男性／（計） 96 52.1 28.1 15.6 10.4 13.5 8.3 12.5 19.8 6.3

20歳代 17 76.5 23.5 23.5 5.9 11.8 17.6 23.5 29.4 -

30歳代 19 73.7 26.3 15.8 5.3 21.1 15.8 5.3 31.6 -

40歳代 16 62.5 37.5 18.8 6.3 12.5 6.3 6.3 18.8 6.3

50歳代 13 46.2 38.5 23.1 - 15.4 - 15.4 30.8 7.7

60歳代 11 54.5 27.3 - 18.2 - - 36.4 9.1 -

70歳以上 19 - 15.8 5.3 26.3 15.8 5.3 - - 21.1

女性／（計） 171 45.0 24.0 19.3 10.5 14.0 17.5 8.8 5.8 7.0

20歳代 25 72.0 28.0 32.0 - 28.0 24.0 24.0 8.0 -

30歳代 30 66.7 30.0 20.0 - 20.0 16.7 10.0 3.3 3.3

40歳代 36 52.8 22.2 25.0 - 11.1 25.0 8.3 5.6 2.8

50歳代 22 54.5 36.4 27.3 22.7 13.6 9.1 9.1 13.6 -

60歳代 24 20.8 16.7 8.3 20.8 4.2 8.3 - 4.2 8.3

70歳以上 34 8.8 14.7 5.9 23.5 8.8 17.6 2.9 2.9 23.5

回
答
者
数

（
人

）

ふ
だ
ん
身
体
を
使

っ
て
い

る
か
ら

ス
ポ
ー

ツ
に
関
心
が
な
い

か
ら

（
嫌
い
だ
か
ら

）

ス
ポ
ー

ツ
に
関
す
る
情
報

が
な
い
か
ら

教
え
て
く
れ
る
人
が
い
な

い
か
ら

医
師
な
ど
か
ら
止
め
ら
れ
て

い
る
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

(%)
全体 348 6.6 6.0 3.7 2.0 1.7 5.7 5.7 0.9

男性／（計） 96 8.3 3.1 3.1 2.1 2.1 5.2 6.3 1.0

20歳代 17 - - - - - - - -

30歳代 19 5.3 5.3 5.3 - - - - -

40歳代 16 - 6.3 - 6.3 - - 18.8 -

50歳代 13 7.7 7.7 - 7.7 - 7.7 15.4 -

60歳代 11 18.2 - 9.1 - - 9.1 9.1 -

70歳以上 19 21.1 - 5.3 - 10.5 15.8 - 5.3

女性／（計） 171 5.8 8.8 4.7 2.3 0.6 7.0 4.7 0.6

20歳代 25 - 8.0 8.0 4.0 - 4.0 - -

30歳代 30 3.3 10.0 3.3 - 3.3 3.3 3.3 -

40歳代 36 - 11.1 2.8 2.8 - 2.8 5.6 -

50歳代 22 4.5 4.5 9.1 - - - 4.5 -

60歳代 24 20.8 4.2 8.3 - - 8.3 12.5 -

70歳以上 34 8.8 11.8 - 5.9 - 20.6 2.9 2.9
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 11 あなたは、今後、どのようなスポーツをしたいですか。現在、スポーツをしていない方は、今後、

スポーツをする場合のことを想定してお答えください。（複数回答） 

 

今後したいスポーツは、「ウォーキング」38.8％が最も高く、次いで、「水泳・水中ウォーキング」30.8％、

「体操・ラジオ体操・ヨガ」29.2％、「ゴルフ」16.6％、「ダンス」13.7％、「ジョギング」12.9％などと

なっている。 
 

 

図表 62 今後したいスポーツ種目【単純集計】 

 

回答者数=691人

38.8%

30.8%

29.2%

16.6%

13.7%

12.9%

11.1%

8.2%

7.4%

5.5%

5.5%

4.6%

4.1%

3.8%

2.2%

2.2%

1.4%

1.2%

7.1%

6.9%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40%

ウォーキング

水泳･水中ウォーキング

体操･ラジオ体操･ヨガ

ゴルフ

ダンス

ジョギング

テニス

ウエイトトレーニング

スキー･スノーボード

卓球

弓道・アーチェリー

野球･ソフトボール

サッカー

バドミントン

バレーボール

剣道

バスケットボール

柔道

その他

特にない

無回答

 

 
 
性別でみると、男性は「ウォーキング」31.1％、「水泳･水中ウォーキング」28.1％、「ゴルフ」24.0％、

「ジョギング」21.9％などとなっている。一方、女性は「ウォーキング」41.0%、「体操･ラジオ体操･

ヨガ」37.9％、「水泳･水中ウォーキング」32.7％、「ダンス」19.0%などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ウォーキング」は男性 60 歳以上、女性 50 歳

以上、「水泳・水中ウォーキング」は男性 40 歳代、女性 20 歳代と 60 歳代、「体操・ラジオ体操・ヨガ」

は女性 20～50 歳代、「ゴルフ」は男性 30～60 歳代、女性 20 歳代、「ダンス」は女性 20～40 歳代、「ジ

ョギング」は男性 20～30 歳代と 50～60 歳代がそれぞれが高くなっている。このほか、「野球･ソフト

ボール」、「サッカー」は男性の幅広い年齢で高くなっている。 
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図表 63 今後したいスポーツ種目【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

水
泳
･
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

体
操
･
ラ
ジ
オ
体
操
･
ヨ
ガ

ゴ
ル
フ

ダ
ン
ス

ジ

ョ
ギ
ン
グ

テ
ニ
ス

ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ス
キ
ー

･
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド

卓
球

(%)

全体 691 38.8 30.8 29.2 16.6 13.7 12.9 11.1 8.2 7.4 5.5

男性／（計） 196 31.1 28.1 15.3 24.0 5.1 21.9 11.7 13.3 13.3 5.6

20歳代 33 6.1 30.3 9.1 21.2 12.1 27.3 12.1 9.1 12.1 -

30歳代 45 17.8 28.9 11.1 24.4 6.7 31.1 22.2 24.4 15.6 6.7

40歳代 39 28.2 35.9 15.4 23.1 2.6 12.8 12.8 10.3 25.6 -

50歳代 21 38.1 28.6 9.5 23.8 4.8 33.3 4.8 23.8 9.5 14.3

60歳代 20 60.0 25.0 25.0 40.0 - 20.0 5.0 10.0 5.0 15.0

70歳以上 36 52.8 16.7 22.2 19.4 2.8 8.3 2.8 - 5.6 5.6

女性／（計） 327 41.0 32.7 37.9 11.6 19.0 8.0 10.7 6.4 4.6 6.7

20歳代 37 32.4 45.9 54.1 24.3 27.0 13.5 21.6 2.7 8.1 8.1

30歳代 68 26.5 32.4 39.7 17.6 29.4 10.3 19.1 5.9 7.4 5.9

40歳代 65 36.9 32.3 36.9 13.8 21.5 7.7 13.8 6.2 4.6 -

50歳代 40 47.5 32.5 45.0 5.0 15.0 7.5 7.5 20.0 2.5 5.0

60歳代 55 54.5 40.0 25.5 9.1 9.1 5.5 3.6 5.5 3.6 12.7

70歳以上 62 50.0 19.4 33.9 1.6 11.3 4.8 - 1.6 1.6 9.7

回
答
者
数

（
人

）

弓
道
・
ア
ー

チ

ェ
リ
ー

野
球
･
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル

サ

ッ
カ
ー

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

剣
道

バ
ス
ケ

ッ
ト
ボ
ー

ル

柔
道

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 5.5 4.6 4.1 3.8 2.2 2.2 1.4 1.2 7.1 6.9 3.0

男性／（計） 196 6.1 13.3 12.2 5.1 3.6 2.0 3.1 3.1 5.6 7.1 1.5

20歳代 33 9.1 24.2 27.3 - 6.1 6.1 3.0 3.0 12.1 3.0 -

30歳代 45 6.7 8.9 22.2 13.3 4.4 4.4 8.9 6.7 6.7 4.4 -

40歳代 39 2.6 20.5 10.3 5.1 7.7 - 2.6 - 2.6 10.3 2.6

50歳代 21 9.5 9.5 4.8 - - - - 4.8 4.8 9.5 -

60歳代 20 5.0 10.0 - 5.0 - - - - - - -

70歳以上 36 5.6 5.6 - 2.8 - - - 2.8 5.6 13.9 5.6

女性／（計） 327 5.8 0.6 0.3 4.3 2.1 2.8 0.3 - 8.3 5.5 3.1

20歳代 37 2.7 2.7 2.7 13.5 10.8 5.4 - - 5.4 - -

30歳代 68 14.7 1.5 - 5.9 2.9 4.4 1.5 - 7.4 4.4 -

40歳代 65 4.6 - - 4.6 1.5 4.6 - - 12.3 3.1 3.1

50歳代 40 10.0 - - 2.5 - - - - 10.0 2.5 2.5

60歳代 55 1.8 - - 1.8 - 1.8 - - 7.3 3.6 5.5

70歳以上 62 - - - - - - - - 6.5 16.1 6.5

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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ライフスタイル別にみると、タイプＡは「ゴルフ」、「ジョギング」、タイプＤは「ウォーキング」、タ

イプＥは「ダンス」、「卓球」が高くなっている。 
スポーツへの取り組み別にみると、〔スポーツをしている〕は「ゴルフ」、〔スポーツをしていない〕

は「ウォーキング」がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 64 今後したいスポーツ種目【ライフスタイル別、スポーツの有無別】 

回
答
者
数

（
人

）

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

水
泳
･
水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

体
操
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ラ
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オ
体
操
･
ヨ
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ゴ
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ダ
ン
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ン
グ
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ニ
ス

ウ
エ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

ス
キ
ー

･
ス
ノ
ー
ボ
ー

ド

卓
球

(%)

全体 691 38.8 30.8 29.2 16.6 13.7 12.9 11.1 8.2 7.4 5.5

タイプＡ 139 32.4 34.5 30.2 30.9 14.4 20.1 13.7 10.1 8.6 4.3

タイプＢ 160 40.0 28.8 26.3 18.8 8.1 13.8 10.6 13.1 9.4 5.6

タイプＣ 123 42.3 25.2 32.5 8.9 17.9 11.4 9.8 2.4 3.3 3.3

タイプＤ 130 49.2 33.8 30.0 6.2 9.2 7.7 6.9 5.4 4.6 3.8

タイプＥ 131 32.1 32.1 29.8 16.0 20.6 11.5 13.7 9.2 9.2 10.7

スポーツをしている 338 31.1 31.7 29.0 21.9 14.8 15.1 14.2 11.2 7.7 6.2

スポーツをしていない 348 46.6 30.5 29.6 11.8 12.9 10.9 8.3 5.5 7.2 4.9

回
答
者
数

（
人

）

弓
道
・
ア
ー

チ

ェ
リ
ー

野
球
･
ソ
フ
ト
ボ
ー

ル

サ

ッ
カ
ー

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

バ
レ
ー

ボ
ー

ル

剣
道

バ
ス
ケ

ッ
ト
ボ
ー

ル

柔
道

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 5.5 4.6 4.1 3.8 2.2 2.2 1.4 1.2 7.1 6.9 3.0

タイプＡ 139 4.3 2.9 2.9 4.3 3.6 1.4 3.6 1.4 9.4 2.2 1.4

タイプＢ 160 4.4 5.6 4.4 3.1 2.5 2.5 0.6 0.6 6.9 6.9 3.8

タイプＣ 123 3.3 5.7 4.1 2.4 1.6 4.1 - 1.6 3.3 12.2 2.4

タイプＤ 130 6.9 3.8 4.6 3.1 0.8 0.8 0.8 0.8 9.2 8.5 2.3

タイプＥ 131 8.4 5.3 4.6 5.3 2.3 2.3 2.3 1.5 6.1 6.1 3.8

スポーツをしている 338 7.4 4.7 3.3 5.3 3.0 2.4 2.1 1.8 8.3 5.3 3.6

スポーツをしていない 348 3.7 4.6 4.9 2.3 1.4 2.0 0.9 0.6 6.0 8.6 1.4

※表側の無回答は除く。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 12 あなたがスポーツを行いやすい時間帯はいつですか。現在、スポーツをしていない方は、今後、

スポーツをする場合のことを想定してお答えください。（単数回答） 

 

スポーツを行いやすい時間帯は、「土日祝日日中（９時～18 時）」が 50.2％で最も高く、次いで、「平

日日中（９時～18 時）」34.7％、「平日夜間（18 時～22 時）」25.3％などとなっている。なお、「平日」

は 66.0％、「土日祝日｣は 59.8％となっている。 
 

 

図表 65 行いやすい時間帯【単純集計】 

  

回答者数=691人

66.0%

6.7%

34.7%

25.3%

3.8%
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7.5%
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9.8%
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6.1%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80%

平日

平日早朝（５時～９時）

平日日中（９時～18時）

平日夜間（18時～22時）

平日深夜（22時～５時）

土日祝日

土日祝日早朝（５時～９時）

土日祝日日中（９時～18時）

土日祝日夜間（18時～22時）

土日祝日深夜（22時～５時）

特にない

無回答
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性別でみると、男性は「土日祝日日中（９時～18 時）」63.3％、「平日夜間（18 時～22 時）」24.0％、

「土日祝日夜間（18 時～22 時）」14.8％となっている。一方、女性は「平日日中（９時～18 時）」42.5％、

「土日祝日日中（９時～18 時）」43.7％、「平日夜間（18 時～22 時）」27.5％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日早朝（５時～９時）」は男性 20 歳代と 50

歳代、「平日日中（９時～18 時）」は男性 70 歳以上、女性 50 歳以上、「平日夜間（18 時～22 時）」は男

性 30 歳代と 50 歳代、女性 20～40 歳代、「平日深夜（22 時～５時）」は男性 20 歳代、「土日祝日早朝

（５時～９時）」は男性 30 歳代と 50 歳代、女性 30 歳代、「土日祝日日中（９時～18 時）」は男性 20～
60 歳代、女性 20～30 歳代、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は男性 20～30 歳代と 60 歳代、女性 20
歳代と 50 歳代、「土日祝日深夜（22 時～５時）」は男性 20 歳代がそれぞれ高くなっている。 

職業別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「平日早朝（５時～９時）」は学生、「平日日中（９

時～18 時）」は会社員（パートタイム）、専業主婦、無職、「平日夜間（18 時～22 時）」は会社員（フル

タイム）、教員・公務員・団体職員、学生、「土日祝日早朝（５時～９時）」は会社員（パートタイム）、

教員・公務員・団体職員、「土日祝日日中（９時～18 時）」は会社員（フルタイム）、教員・公務員・団

体職員、学生、「土日祝日夜間（18 時～22 時）」は会社員（フルタイム）、学生がそれぞれ高くなってい

る。 
 
 
図表 66 行いやすい時間帯【性別×年齢別、職業別】 
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（
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土
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（
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8
時
～

2
2
時

）

土
日
祝
日
深
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（
2
2
時
～

５
時

）

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 66.0 6.7 34.7 25.3 3.8 59.8 7.5 50.2 9.8 2.5 6.1 3.2

男性／（計） 196 53.6 8.2 19.9 24.0 3.6 74.0 8.7 63.3 14.8 3.6 5.1 1.0

20歳代 33 48.5 12.1 3.0 24.2 12.1 81.8 6.1 57.6 21.2 9.1 6.1 -

30歳代 45 57.8 4.4 6.7 44.4 4.4 82.2 13.3 75.6 26.7 2.2 - -

40歳代 39 30.8 5.1 2.6 20.5 2.6 84.6 5.1 76.9 10.3 5.1 7.7 2.6

50歳代 21 71.4 19.0 19.0 38.1 - 76.2 19.0 57.1 4.8 4.8 4.8 -

60歳代 20 40.0 - 30.0 10.0 - 90.0 10.0 80.0 15.0 - 5.0 -

70歳以上 36 75.0 11.1 63.9 2.8 - 36.1 2.8 33.3 5.6 - 8.3 2.8

女性／（計） 327 73.1 4.9 42.5 27.5 4.3 52.6 7.0 43.7 8.3 2.4 7.0 2.4

20歳代 37 75.7 8.1 16.2 51.4 8.1 78.4 8.1 59.5 16.2 2.7 2.7 -

30歳代 68 63.2 5.9 23.5 41.2 5.9 72.1 13.2 61.8 14.7 5.9 7.4 -

40歳代 65 76.9 3.1 36.9 36.9 6.2 60.0 12.3 47.7 6.2 1.5 3.1 -

50歳代 40 70.0 2.5 47.5 20.0 2.5 55.0 2.5 45.0 15.0 2.5 2.5 -

60歳代 55 78.2 3.6 60.0 12.7 3.6 27.3 3.6 23.6 - 1.8 10.9 5.5

70歳以上 62 75.8 6.5 66.1 6.5 - 29.0 - 27.4 1.6 - 12.9 8.1

自営業 83 66.3 7.2 38.6 21.7 4.8 56.6 8.4 47.0 6.0 2.4 4.8 2.4

会社員（フルタイム） 217 55.8 7.8 6.0 40.1 6.9 86.2 12.0 70.5 18.0 6.0 2.3 0.9

会社員（パートタイム） 37 64.9 8.1 40.5 13.5 5.4 62.2 13.5 48.6 8.1 2.7 8.1 2.7

教員・公務員・団体職員 54 53.7 9.3 5.6 38.9 1.9 79.6 13.0 64.8 13.0 - 5.6 1.9

専業主婦 114 86.8 2.6 81.6 7.9 - 29.8 0.9 27.2 1.8 - 6.1 2.6

学生 30 66.7 13.3 3.3 50.0 3.3 76.7 6.7 66.7 20.0 - 6.7 -

無職 116 72.4 4.3 60.3 8.6 1.7 31.0 2.6 27.6 2.6 - 12.1 7.8

その他 32 59.4 9.4 28.1 28.1 3.1 53.1 3.1 50.0 9.4 3.1 12.5 6.3

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

職
業
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子どもの有無別でみると、「平日日中（９時～18 時）」は中高生、高校卒業以上、「土日祝日日中（９

時～18 時）」は乳幼児、中高生、子どもなし、「平日夜間（18 時～22 時）」は子どもなし、「土日祝日深

夜（22 時～５時）」は乳幼児、小学生がそれぞれ高くなっている。 
今後やりたいスポーツ別でみると、「平日日中（９時～18 時）」はウォーキング、体操･ラジオ体操･

ヨガ、卓球、「平日夜間（18 時～22 時）」はダンス、テニス、バドミントン等のさまざまなスポーツ、

「土日祝日日中（９時～18 時）」はゴルフ、野球・ソフトボール、サッカー、テニス等のさまざまなス

ポーツがそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 67 行いやすい時間帯【子どもの有無別、今後やりたいスポーツ別】 
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土
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５
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特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 66.0 6.7 34.7 25.3 3.8 59.8 7.5 50.2 9.8 2.5 6.1 3.2

乳幼児 63 58.7 6.3 31.7 22.2 3.2 74.6 7.9 61.9 14.3 7.9 4.8 -

小学生 52 57.7 3.8 25.0 26.9 3.8 69.2 11.5 51.9 13.5 7.7 1.9 1.9

中高生 40 67.5 10.0 42.5 20.0 - 70.0 10.0 65.0 7.5 - - -

高校卒業以上 226 74.3 7.1 56.6 13.7 0.4 42.9 3.5 36.7 4.4 0.4 6.6 5.8

なし 294 62.2 6.5 20.4 34.4 6.8 68.7 8.8 58.2 13.6 3.1 6.8 1.0

ウォーキング 268 68.3 6.7 45.5 18.7 1.5 57.5 6.0 50.0 6.7 2.2 4.9 2.2

ジョギング 89 55.1 9.0 12.4 29.2 9.0 79.8 14.6 62.9 15.7 5.6 4.5 2.2

体操･ラジオ体操･ヨガ 202 73.3 5.9 42.1 25.7 4.0 61.9 8.4 53.0 9.9 2.5 4.0 1.5

ダンス 95 81.1 8.4 28.4 48.4 7.4 63.2 6.3 49.5 16.8 1.1 5.3 -

ウエイトトレーニング 57 70.2 10.5 28.1 22.8 12.3 64.9 14.0 54.4 12.3 3.5 5.3 -

水泳･水中ウォーキング 213 72.3 7.0 39.4 29.1 3.3 61.5 8.9 49.3 9.4 4.2 2.8 2.8

ゴルフ 115 62.6 6.1 27.8 30.4 2.6 75.7 12.2 66.1 15.7 0.9 1.7 0.9

野球･ソフトボール 32 56.3 9.4 18.8 31.3 9.4 87.5 6.3 71.9 18.8 3.1 - -

サッカー 28 60.7 3.6 14.3 32.1 14.3 78.6 10.7 71.4 17.9 - 3.6 -

バレーボール 15 66.7 20.0 20.0 20.0 13.3 80.0 13.3 53.3 20.0 6.7 - -

バスケットボール 10 80.0 20.0 - 40.0 20.0 50.0 10.0 30.0 10.0 - 20.0 -

テニス 77 71.4 10.4 20.8 42.9 3.9 83.1 10.4 70.1 14.3 2.6 - -

バドミントン 26 69.2 - 23.1 42.3 3.8 84.6 7.7 76.9 7.7 - - -

卓球 38 73.7 7.9 47.4 21.1 2.6 73.7 7.9 60.5 5.3 2.6 2.6 -

スキー･スノーボード 51 58.8 9.8 15.7 31.4 5.9 72.5 5.9 64.7 19.6 7.8 9.8 -

剣道 15 66.7 6.7 26.7 26.7 13.3 80.0 20.0 60.0 20.0 6.7 - -

柔道 8 62.5 - 12.5 50.0 - 87.5 12.5 87.5 12.5 - - 12.5

弓道・アーチェリー 38 68.4 2.6 28.9 36.8 5.3 68.4 7.9 60.5 10.5 - 5.3 -

その他 49 63.3 8.2 30.6 20.4 10.2 59.2 10.2 49.0 4.1 6.1 8.2 2.0

特にない 48 52.1 2.1 31.3 20.8 2.1 25.0 2.1 22.9 6.3 - 27.1 8.3

※表側の無回答は除く。

今
後
や
り
た
い
ス
ポ
ー

ツ

子
ど
も
の
有
無
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問 13 あなたが現在行っている（今後行ってみたい）スポーツを、今後より豊かに行うためには、どの

ような場所が必要ですか。現在、スポーツをしていない方は、今後、スポーツをする場合のことを想定

してお答えください。（複数回答） 

 

今後スポーツを行う場所は、「区立の体育館（スポーツセンターなど）」44.3％が最も高く、次いで、

「民間のスポーツ施設」39.1％、「近くの公園」24.0％、「区立小･中学校の校庭や体育館」22.3％などと

なっている。 
 

 

図表 68 スポーツをする場所【単純集計】 

  

回答者数=691人

44.3%

39.1%

24.0%

22.3%

17.1%

12.2%

11.0%

4.3%

7.5%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

区立の体育館（スポーツセンターなど）

民間のスポーツ施設

近くの公園

区立小･中学校の校庭や体育館

区立の屋外運動場（小石川運動場など）

区外のスポーツ施設

自宅

その他

特にない

無回答

 
 
 
性別でみると、男性は「区立の体育館（スポーツセンターなど）」45.4％、「民間のスポーツ施設」37.8％、

「区立の屋外運動場（小石川運動場など）」26.5％などとなっている。一方、女性は「区立の体育館（ス

ポーツセンターなど）」46.8％、「民間のスポーツ施設」45.0％、「近くの公園」20.8％などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「区立の体育館（スポーツセンターなど）」は男

性 30 歳代、女性 30 歳代と 50～60 歳代、「民間のスポーツ施設」は男性 20～30 歳代、女性 20～50 歳

代、「近くの公園」は男性 50～60 歳代、女性 20 歳代と 70 歳以上、「区立小･中学校の校庭や体育館」、

「区立の屋外運動場（小石川運動場など）」は男性の幅広い年齢、「区外のスポーツ施設」が男性 20～
30 歳代、女性 20 歳代それぞれ高くなっている。 
今後やりたいスポーツ別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「区立の体育館（スポーツセンタ

ーなど）」、「民間のスポーツ施設」、「近くの公園」はさまざまなスポーツ、「区立小･中学校の校庭や体

育館」はバドミントン、卓球、野球･ソフトボール、「区立の屋外運動場（小石川運動場など）」はサッ

カー、野球･ソフトボール、バドミントン、テニス等がそれぞれ高くなっている。 
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図表 69 スポーツをする場所【性別×年齢別、今後やりたいスポーツ別】 

回
答
者
数

（
人

）

区
立
の
体
育
館

（
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
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ど

）

民
間
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ス
ポ
ー

ツ
施
設

近
く
の
公
園

区
立
小
･
中
学
校
の
校
庭

や
体
育
館

区
立
の
屋
外
運
動
場

（
小

石
川
運
動
場
な
ど

）

区
外
の
ス
ポ
ー

ツ
施
設

自
宅

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 44.3 39.1 24.0 22.3 17.1 12.2 11.0 4.3 7.5 4.9

男性／（計） 196 45.4 37.8 25.0 26.0 26.5 14.8 9.2 2.6 7.1 1.5

20歳代 33 45.5 54.5 21.2 30.3 39.4 24.2 3.0 3.0 - 3.0

30歳代 45 53.3 48.9 20.0 17.8 28.9 17.8 6.7 4.4 4.4 -

40歳代 39 48.7 28.2 20.5 33.3 30.8 15.4 5.1 - 5.1 2.6

50歳代 21 42.9 38.1 42.9 28.6 23.8 9.5 9.5 - 9.5 -

60歳代 20 40.0 30.0 30.0 40.0 25.0 15.0 10.0 5.0 10.0 -

70歳以上 36 36.1 22.2 25.0 13.9 11.1 2.8 22.2 2.8 16.7 2.8

女性／（計） 327 46.8 45.0 20.8 19.6 13.5 10.7 12.5 5.5 8.6 4.3

20歳代 37 45.9 59.5 29.7 10.8 18.9 24.3 5.4 5.4 - 5.4

30歳代 68 52.9 69.1 22.1 17.6 19.1 10.3 16.2 2.9 10.3 1.5

40歳代 65 46.2 53.8 20.0 26.2 21.5 16.9 9.2 9.2 7.7 -

50歳代 40 57.5 60.0 7.5 30.0 12.5 10.0 22.5 7.5 2.5 2.5

60歳代 55 50.9 25.5 14.5 12.7 5.5 1.8 9.1 - 12.7 7.3

70歳以上 62 30.6 8.1 29.0 19.4 3.2 4.8 12.9 8.1 12.9 9.7

ウォーキング 268 42.9 33.2 36.2 25.0 11.2 7.8 13.8 4.9 6.7 3.7

ジョギング 89 55.1 52.8 30.3 23.6 30.3 13.5 13.5 3.4 1.1 3.4

体操･ラジオ体操･ヨガ 202 53.5 47.5 28.2 25.7 14.4 12.4 13.9 5.4 2.5 1.5

ダンス 95 49.5 51.6 23.2 26.3 17.9 14.7 16.8 7.4 4.2 1.1

ウエイトトレーニング 57 63.2 68.4 10.5 19.3 12.3 19.3 17.5 - 1.8 1.8

水泳･水中ウォーキング 213 55.4 44.1 20.2 25.4 18.3 16.0 11.7 2.8 2.3 3.8

ゴルフ 115 49.6 43.5 22.6 22.6 20.0 20.9 6.1 6.1 1.7 2.6

野球･ソフトボール 32 25.0 37.5 43.8 43.8 65.6 15.6 6.3 - 3.1 -

サッカー 28 46.4 39.3 39.3 25.0 67.9 21.4 3.6 - - 3.6

バレーボール 15 60.0 60.0 20.0 33.3 20.0 6.7 6.7 - - -

バスケットボール 10 50.0 10.0 40.0 40.0 30.0 10.0 20.0 10.0 - -

テニス 77 45.5 46.8 31.2 26.0 37.7 18.2 5.2 2.6 1.3 2.6

バドミントン 26 61.5 34.6 23.1 46.2 42.3 11.5 3.8 3.8 3.8 -

卓球 38 44.7 34.2 36.8 44.7 31.6 7.9 15.8 5.3 2.6 -

スキー･スノーボード 51 43.1 43.1 27.5 23.5 29.4 15.7 9.8 5.9 3.9 -

剣道 15 80.0 60.0 13.3 20.0 6.7 40.0 - 6.7 6.7 -

柔道 8 62.5 37.5 25.0 12.5 25.0 25.0 - - - 12.5

弓道・アーチェリー 38 71.1 44.7 21.1 21.1 21.1 26.3 10.5 2.6 5.3 2.6

その他 49 42.9 42.9 20.4 12.2 12.2 16.3 14.3 12.2 4.1 8.2

特にない 48 22.9 12.5 8.3 10.4 4.2 2.1 8.3 2.1 37.5 10.4

※表側の無回答は除く。

今
後
や
り
た
い
ス
ポ
ー

ツ

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 14 あなたは、今後、どのようなことが変われば、スポーツを（さらに）しやすくなると思いますか。

現在、スポーツをしていない方は、今後、スポーツをする場合のことを想定してお答えください。（複

数回答） 

 

スポーツに取り組むための条件は、「スポーツ施設の利用料金が安くなる」32.4％が最も高く、次い

で、「スポーツ施設の増加」28.1％、「仕事･家事･育児の時間の短縮」26.8％、「スポーツ施設の利用方法

が簡単になる」24.7％などが上位となっている。 
 

 

図表 70 スポーツに取り組むための条件【単純集計】 

  

回答者数=691人

32.4%

28.1%

26.8%
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17.9%
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2.9%

2.9%

8.5%

6.8%
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スポーツ施設の利用料金が安くなる

スポーツ施設の増加

仕事･家事･育児の時間の短縮

スポーツ施設の利用方法が簡単になる

一緒にスポーツをする仲間の増加

休暇の増加

収入の増加

スポーツに関する情報が入手しやすくなる

指導者の増加

大会などのイベントの増加

その他

特にない

無回答
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性別でみると、男性は「スポーツ施設の増加」33.2％、「スポーツ施設の利用料金が安くなる」32.7％、

「スポーツ施設の増加」33.2％、「仕事･家事･育児の時間の短縮」31.6％などとなっている。一方、女性

は「スポーツ施設の利用料金が安くなる」33.9％、「仕事･家事･育児の時間の短縮」27.5％、「スポーツ

施設の増加」24.5％などとなっており、順序に違いはあるものの上位 3 つは同様である。なお、男性は

「一緒にスポーツをする仲間の増加」、「休暇の増加」の割合もやや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「スポーツ施設の利用料金が安くなる」は男性

20 歳代、女性 20～30 歳代と 50 歳代、「スポーツ施設の増加」は男性 30～40 歳代と 60 歳代、女性 20
歳代、「仕事･家事･育児の時間の短縮」は男女とも 30～40 歳代、「スポーツ施設の利用方法が簡単にな

る」は男性 30 歳代と 50 歳代、女性 50～60 歳代、「一緒にスポーツをする仲間の増加」は男性の幅広

い年齢、女性 70 歳以上、「休暇の増加」は男女とも 20～30 歳代、男性 50 歳代、「収入の増加」は男性

20 歳代と 40 歳代、女性 20～50 歳代がそれぞれ高くなっている。 
子どもの有無別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、乳幼児は「仕事･家事･育児の時間の短縮」、

「休暇の増加」、小学生は「スポーツ施設の増加」、「仕事･家事･育児の時間の短縮」、中高生は「スポー

ツ施設の増加」、「スポーツ施設の利用料金が安くなる」、「仕事･家事･育児の時間の短縮」、「スポーツ施

設の利用方法が簡単になる」、「一緒にスポーツをする仲間の増加」「指導者の増加」、子どもなしは「ス

ポーツ施設の利用料金が安くなる」、「休暇の増加」、「収入の増加」がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 71 スポーツに取り組むための条件【性別×年齢別、子どもの有無別】 
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者
の
増
加

大
会
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ど
の
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増
加

そ
の
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特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 32.4 28.1 26.8 24.7 21.7 21.3 18.4 17.9 6.4 2.9 2.9 8.5 6.8

男性／（計） 196 32.7 33.2 31.6 25.5 27.6 26.5 18.4 12.8 5.6 3.1 3.1 7.7 3.1

20歳代 33 51.5 24.2 30.3 27.3 33.3 39.4 33.3 12.1 6.1 6.1 - 3.0 3.0

30歳代 45 28.9 42.2 51.1 33.3 33.3 33.3 17.8 8.9 4.4 2.2 4.4 - -

40歳代 39 30.8 41.0 38.5 20.5 20.5 25.6 25.6 12.8 5.1 2.6 - 2.6 2.6

50歳代 21 28.6 19.0 28.6 33.3 42.9 33.3 9.5 14.3 4.8 9.5 4.8 4.8 -

60歳代 20 30.0 45.0 25.0 25.0 30.0 20.0 5.0 15.0 - - - 10.0 -

70歳以上 36 25.0 22.2 5.6 16.7 13.9 5.6 8.3 13.9 11.1 - 8.3 27.8 11.1

女性／（計） 327 33.9 24.5 27.5 23.9 18.7 18.7 21.4 19.9 7.3 3.1 2.8 8.6 7.0

20歳代 37 48.6 35.1 29.7 24.3 16.2 37.8 32.4 18.9 2.7 8.1 - - 5.4

30歳代 68 47.1 16.2 51.5 25.0 14.7 36.8 25.0 20.6 1.5 5.9 4.4 2.9 1.5

40歳代 65 27.7 30.8 47.7 13.8 15.4 13.8 26.2 26.2 6.2 - 4.6 6.2 3.1

50歳代 40 57.5 25.0 15.0 42.5 22.5 25.0 35.0 22.5 5.0 2.5 - 2.5 -

60歳代 55 27.3 23.6 10.9 30.9 14.5 3.6 14.5 20.0 10.9 1.8 1.8 9.1 7.3

70歳以上 62 8.1 21.0 1.6 14.5 29.0 1.6 3.2 11.3 16.1 1.6 3.2 25.8 22.6

乳幼児 63 31.7 27.0 79.4 19.0 14.3 30.2 14.3 14.3 1.6 1.6 4.8 1.6 -

小学生 52 26.9 38.5 55.8 13.5 9.6 25.0 21.2 17.3 5.8 3.8 - 1.9 3.8

中高生 40 37.5 40.0 37.5 32.5 30.0 15.0 22.5 17.5 12.5 2.5 5.0 2.5 2.5

高校卒業以上 226 24.8 27.9 9.7 25.7 22.1 9.3 10.2 17.3 7.1 3.1 2.2 14.6 10.2

なし 294 37.8 27.6 28.6 27.2 25.2 29.9 26.2 19.7 5.8 3.7 3.7 5.1 3.7

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

子
ど
も
の
有
無
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ライフスタイル別にみると、タイプＡは「スポーツ施設の増加」、タイプＤは「スポーツに関する情

報が入手しやすくなる」、「特にない」、タイプＥは「スポーツ施設の利用料金が安くなる」、「仕事･家事･

育児の時間の短縮」、「休暇の増加」、「一緒にスポーツをする仲間の増加」が高くなっている。 
行いやすい時間帯別でみると、「スポーツ施設の利用料金が安くなる」は平日のさまざまな時間帯、「ス

ポーツ施設の増加」は平日夜間（18 時～22 時）、土日祝日のさまざまな時間帯、「仕事･家事･育児の時

間の短縮」、「休暇の増加」は平日夜間（18 時～22 時）、平日深夜（22 時～５時）、土日祝日のさまざま

な時間帯、「スポーツ施設の利用方法が簡単になる」は平日早朝（５時～９時）、平日深夜（22 時～５時）、

「一緒にスポーツをする仲間の増加」は平日日中（９時～18 時）土日祝日早朝（５時～９時）、土日祝

日夜間（18 時～22 時）、「収入の増加」は平日、土日祝日とも夜間や深夜、「スポーツに関する情報が入

手しやすくなる」は平日、土日祝日とも早朝や深夜がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 72 スポーツに取り組むための条件【ライフスタイル別、行いやすい時間帯別】 
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無
回
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(%)

全体 691 32.4 28.1 26.8 24.7 21.7 21.3 18.4 17.9 6.4 2.9 2.9 8.5 6.8

タイプＡ 139 33.8 35.3 30.9 21.6 22.3 23.7 18.7 19.4 7.9 2.9 3.6 2.9 5.0

タイプＢ 160 31.3 26.9 25.0 25.6 20.0 22.5 18.1 16.3 10.0 3.1 4.4 7.5 6.9

タイプＣ 123 30.1 25.2 23.6 23.6 23.6 18.7 17.1 14.6 3.3 1.6 1.6 13.0 8.1

タイプＤ 130 28.5 20.8 23.1 27.7 16.2 13.1 23.1 23.1 7.7 2.3 2.3 14.6 7.7

タイプＥ 131 38.2 31.3 32.1 23.7 28.2 29.0 15.3 16.8 2.3 4.6 2.3 6.1 4.6

平日 456 36.4 29.8 24.8 27.6 23.0 16.9 18.6 20.8 8.1 3.3 3.5 7.7 4.2

平日早朝（５時～９時） 46 47.8 30.4 26.1 32.6 19.6 23.9 15.2 28.3 6.5 6.5 2.2 6.5 4.3

平日日中（９時～18時） 240 32.9 28.3 16.7 28.3 27.5 5.0 13.8 21.7 8.8 2.1 3.3 12.1 5.4

平日夜間（18時～22時） 175 38.9 34.3 32.0 26.3 18.3 28.0 24.0 20.0 6.3 4.6 4.0 1.7 2.9

平日深夜（22時～５時） 26 50.0 30.8 46.2 38.5 23.1 42.3 34.6 30.8 15.4 7.7 3.8 - -

土日祝日 413 35.6 32.0 33.9 28.1 25.2 30.3 20.1 19.4 7.3 3.6 2.7 3.6 2.9

土日祝日早朝（５時～９時） 52 36.5 28.8 40.4 21.2 26.9 28.8 15.4 25.0 9.6 3.8 3.8 3.8 3.8

土日祝日日中（９時～18時） 347 35.4 34.9 32.9 29.4 25.6 28.8 19.0 19.6 6.9 2.9 2.3 3.2 2.9

土日祝日夜間（18時～22時） 68 26.5 35.3 41.2 20.6 30.9 45.6 25.0 14.7 5.9 7.4 2.9 5.9 -

土日祝日深夜（22時～５時） 17 35.3 35.3 47.1 29.4 23.5 52.9 23.5 23.5 11.8 5.9 - - 5.9

特にない 42 14.3 14.3 14.3 7.1 2.4 9.5 19.0 16.7 2.4 2.4 4.8 35.7 7.1

※表側の無回答は除く。

行
い
や
す
い
時
間
帯

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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４－４．国際交流活動について 

問 15 あなたは、これまでに外国へ行ったことがありますか。（単数回答） 

 

これまでに外国へ行ったことが「ある」は 78.7％、一方、「ない」は 18.7％となっている。 
 

 

図表 73 外国へ行った経験【単純集計】 

 

回答者数=691人

ある
78.7%

無回答
2.6%

ない
18.7%
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性別でみると、男性は「ある」78.6％、「ない」20.9％となっている。一方、女性は「ある」79.8％、

「ない」18.3％となっており、男女間でほとんど差はない。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ある」は男性 50～60 歳代、女性 30～50 歳代、

「ない」は男性 30 歳代と 70 歳以上、女性 20 歳代と 70 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別でみると、タイプＡ、タイプＥは「ある」が他のタイプより高くなっている。また、

タイプＣ、タイプＤは「ない」が他のタイプより高くなっている。 
 
 
図表 74 外国へ行った経験【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回答者＝691人
※表側の無回答は除く。

78.7%

78.6%

78.8%

73.3%

82.1%

95.2%

85.0%

69.4%

79.8%

73.0%

88.2%

92.3%

87.5%

78.2%

58.1%

92.1%

77.5%

65.9%

72.3%

85.5%

18.7%

20.9%

21.2%

26.7%

15.4%

4.8%

15.0%

30.6%

18.3%

27.0%

11.8%

6.2%

12.5%

14.5%

40.3%

6.5%

20.0%

30.9%

25.4%

12.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

1.8%

1.5%

2.3%

2.3%

3.3%

2.5%

1.4%

1.6%

7.3%

2.6%

2.6%

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

全体

男性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

女性／（計）

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

タイプＡ

タイプＢ

タイプＣ

タイプＤ

タイプＥ

男
性

／
年

齢
女

性
／

年
齢

ラ
イ

フ
ス

タ
イ

ル

ある ない 無回答

　
男
性
／
年
齢

　
女
性
／
年
齢

　
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

 

 



 71

 

問 15－１ 問 15 で「１ ある」と答えた人へ、外国での滞在期間はどれ位でしたか。（単数回答） 

 

外国へいったことがある人の滞在期間は、「１ヶ月未満」が 76.8％で圧倒的に高くなっている。 
 

 

図表 75 外国での滞在期間【単純集計】 

 

回答者数=544人

76.8%

6.1%

2.6%

4.8%

3.3%

5.5%

0.9%

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

１ヶ月未満

２～６ヶ月未満

６ヶ月～１年未満

１年以上～３年未満

３年以上～５年未満

５年以上

無回答
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性別でみると、男性は「１ヶ月未満」が 79.9％、女性も「１ヶ月未満」が 73.9％であり、圧倒的に高

いが、男性のほうが女性よりもやや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「１ヶ月未満」は男性 50 歳代と 70 歳以上、女

性 60 歳代、「２～６ヶ月未満」は男性 60 歳代、女性 20 歳代、「６ヶ月～１年未満」は男性 20 歳代、「１

年以上～３年未満」は男性 40 歳代、女性 20～30 歳代、「３年以上～５年未満」は女性 40 歳代、「５年

以上」は女性 50 歳代がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 76 外国での滞在期間【性別×年齢別】 

回
答
者
数

（
人

）

１
ヶ
月
未
満

２
～

６
ヶ
月
未
満

６
ヶ
月
～

１
年
未
満

１
年
以
上
～

３
年
未
満

３
年
以
上
～

５
年
未
満

５
年
以
上

無
回
答

(%)

全体 544 76.8 6.1 2.6 4.8 3.3 5.5 0.9

男性／（計） 154 79.9 5.2 3.2 5.2 2.6 3.9 -

20歳代 26 76.9 7.7 7.7 3.8 3.8 - -

30歳代 33 75.8 6.1 6.1 3.0 - 9.1 -

40歳代 32 78.1 - - 15.6 - 6.3 -

50歳代 20 90.0 5.0 - - 5.0 - -

60歳代 17 76.5 11.8 - - 5.9 5.9 -

70歳以上 25 84.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - -

女性／（計） 261 73.9 6.9 2.3 5.4 4.6 5.4 1.5

20歳代 27 66.7 11.1 - 11.1 7.4 3.7 -

30歳代 60 70.0 6.7 3.3 11.7 3.3 5.0 -

40歳代 60 73.3 1.7 5.0 5.0 8.3 6.7 -

50歳代 35 77.1 8.6 - 2.9 - 11.4 -

60歳代 43 83.7 9.3 - - 2.3 2.3 2.3

70歳以上 36 72.2 8.3 2.8 - 5.6 2.8 8.3

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 15－２ 問 15 で「１ ある」と答えた人へ、滞在の目的は何でしたか。（複数回答） 

 

外国へいったことのある人の滞在目的は、「観光」82.7％が圧倒的に高くなっている。次いで、「仕事」

22.1％、「家族・友人の訪問」17.1％、「留学」13.6％などとなっている。 
 

 

図表 77 滞在目的【単純集計】 

 

回答者数=544人

82.7%

22.1%

17.1%

13.6%

7.5%

3.5%

2.8%

5.0%

0.9%

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

観光

仕事

家族・友人の訪問

留学

研修

調査研究

文化芸術活動

その他

無回答
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性別でみると、男性は「観光」75.3％、「仕事」33.8％、「留学」15.6％となっている。一方、女性は

「観光」87.0％、「家族・友人の訪問」24.1％、「留学」15.3％となっており、滞在の目的としては男女

間でやや差がみられる。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「観光」は男性 70 歳以上、女性 60 歳以上、「仕

事」は男性 30～40 歳代と 60 歳代以上、女性 40 歳代、「家族・友人の訪問」は男性 70 歳以上、女性 50
歳以上、「留学」は男性 20～40 歳代、女性 20～30 歳代がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイルに全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「仕事」、タイプＢは「家族・

友人の訪問」、タイプＤは「観光」、タイプＥは「留学」がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 78 滞在目的【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回
答
者
数

（
人

）

観
光

仕
事

家
族
・
友
人
の
訪
問

留
学

研
修

調
査
研
究

文
化
芸
術
活
動

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 544 82.7 22.1 17.1 13.6 7.5 3.5 2.8 5.0 0.9

男性／（計） 154 75.3 33.8 9.7 15.6 10.4 3.9 2.6 3.2 1.3

20歳代 26 69.2 11.5 - 19.2 7.7 3.8 3.8 3.8 -

30歳代 33 75.8 36.4 12.1 21.2 9.1 9.1 3.0 - -

40歳代 32 71.9 56.3 3.1 28.1 15.6 - 3.1 3.1 -

50歳代 20 80.0 20.0 5.0 10.0 5.0 - 5.0 5.0 5.0

60歳代 17 64.7 35.3 11.8 - 5.9 5.9 - 11.8 -

70歳以上 25 88.0 32.0 24.0 4.0 16.0 4.0 - - 4.0

女性／（計） 261 87.0 14.2 24.1 15.3 5.4 2.7 3.1 5.7 0.8

20歳代 27 85.2 - 18.5 29.6 14.8 3.7 - - -

30歳代 60 80.0 18.3 20.0 31.7 6.7 5.0 3.3 1.7 1.7

40歳代 60 86.7 28.3 20.0 11.7 5.0 3.3 1.7 6.7 1.7

50歳代 35 82.9 17.1 25.7 5.7 2.9 2.9 2.9 14.3 -

60歳代 43 97.7 2.3 34.9 4.7 2.3 - 2.3 7.0 -

70歳以上 36 91.7 5.6 27.8 5.6 2.8 - 8.3 5.6 -

タイプＡ 128 80.5 28.1 14.8 15.6 10.9 3.1 2.3 3.9 0.8

タイプＢ 124 83.1 23.4 22.6 14.5 7.3 2.4 2.4 4.8 -

タイプＣ 81 79.0 21.0 11.1 7.4 6.2 4.9 4.9 2.5 3.7

タイプＤ 94 89.4 16.0 14.9 8.5 5.3 1.1 1.1 9.6 -

タイプＥ 112 82.1 18.8 20.5 19.6 7.1 6.3 3.6 4.5 0.9

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 16 あなたは、地域における外国人と、どのように交流していますか。（単数回答） 

 

地域の外国人との交流は、「付き合いはない」50.4％が最も高く、次いで、「近所で外国人を見かけな

い」13.6％、「あいさつをする程度」10.4％、「ときどき話をする」6.9％、「近所ではないが外国人との

付き合いはある」6.9％となっており、「親しく付き合っている」は 5.6％に過ぎない。 
なお、「親しく付き合っている」、「ときどき話をする」、「あいさつをする程度」、「近所ではないが外

国人との付き合いはある」を合わせたものとして、多少なりとも外国人との交流がある人は 29.8％とな

っている。 
 

 

図表 79 地域外国人との交流【単純集計】 

  

回答者数=691人

付き合いはない
50.4%

無回答
4.1%

その他
2.0%近所ではないが

外国人との付き
合いはある

6.9%

近所で外国人を
見かけない

13.6%

親しく
付き合っている

5.6% ときどき
話をする

6.9%

あいさつを
する程度

10.4%
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性別でみると、男性は「付き合いはない」54.1％が最も高く、次いで、「近所で外国人を見かけない」

13.3％、「あいさつをする程度」11.2％となっている。一方、女性は「付き合いはない」47.7％が最も高

く、次いで、「近所で外国人を見かけない」16.5％、「あいさつをする程度」8.9％となっている。多少な

りとも外国人との交流がある人は、男性 29.6％、女性 29.7％であり、男女間でほとんど差がない。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「親しく付き合っている」は男性 30 歳代、「と

きどき話をする」は女性 20 歳代、「あいさつをする程度」は男性 50 歳代、女性 30 歳代がそれぞれ高く

なっている。 
外国経験別でみると、「ときどき話をする」、「近所ではないが外国人との付き合いはある」は、〔外国

へ行ったことがある〕が〔外国へ行ったことがない〕よりもやや高くなっている。 
 

 

図表 80 地域外国人との交流【性別×年齢別、渡航経験の有無別】 

回
答
者
数

（
人

）

親
し
く
付
き
合

っ
て
い
る

と
き
ど
き
話
を
す
る

あ
い
さ
つ
を
す
る
程
度

付
き
合
い
は
な
い

近
所
で
外
国
人
を
見
か
け

な
い

近
所
で
は
な
い
が
外
国
人

と
の
付
き
合
い
は
あ
る

そ
の
他

無
回
答

(%)

全体 691 5.6 6.9 10.4 50.4 13.6 6.9 2.0 4.1

男性／（計） 196 7.7 5.6 11.2 54.1 13.3 5.1 1.5 1.5

20歳代 33 9.1 6.1 9.1 60.6 12.1 3.0 - -

30歳代 45 15.6 6.7 13.3 44.4 13.3 6.7 - -

40歳代 39 10.3 - 7.7 51.3 17.9 7.7 2.6 2.6

50歳代 21 - 9.5 19.0 61.9 9.5 - - -

60歳代 20 5.0 10.0 10.0 55.0 5.0 5.0 5.0 5.0

70歳以上 36 - 5.6 11.1 55.6 16.7 5.6 2.8 2.8

女性／（計） 327 5.5 6.7 8.9 47.7 16.5 8.6 2.8 3.4

20歳代 37 5.4 16.2 5.4 43.2 18.9 8.1 2.7 -

30歳代 68 8.8 5.9 16.2 39.7 16.2 7.4 4.4 1.5

40歳代 65 7.7 9.2 3.1 55.4 13.8 10.8 - -

50歳代 40 2.5 5.0 2.5 55.0 17.5 12.5 5.0 -

60歳代 55 3.6 3.6 10.9 56.4 12.7 1.8 3.6 7.3

70歳以上 62 3.2 3.2 11.3 38.7 21.0 11.3 1.6 9.7

外国へ行ったことがある 544 6.1 8.1 10.3 50.0 14.2 8.3 2.2 0.9

外国へ行ったことがない 129 4.7 3.1 11.6 55.0 13.2 2.3 1.6 8.5

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

 



 77

 

問 17 あなたは、地域に外国人が住むことについて、どのように思いますか。（単数回答） 

 

地域に外国人が住むことについては、「異文化交流が活発になる」23.9％、「区民や子どもたちの国際

感覚の高揚につながる」17.7％であり、比較的前向きな回答は合わせて 41.6％となっている。これに対

して、「特に何とも思わない」が 43.3％と最も高くなっている。 

 

 

図表 81 地域に外国人が住むことについて【単純集計】 

 

回答者数=691人

区民や
子どもたちの
国際感覚の高
揚につながる

17.7%

わからない
5.8%

その他
2.7%

異文化交流が
活発になる

23.9%

無回答
3.0%

特に何とも
思わない

43.3%

好ましく
思わない

3.6%
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地域に外国人が住むことについて、性別でみると、男性は「異文化交流が活発になる」24.5％、「区

民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」11.7％であり、比較的前向きな回答は合わせて 36.2％、

「特に何とも思わない」は 51.5％となっている。一方、女性は「異文化交流が活発になる」23.9％、「区

民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」23.2％であり、比較的前向きな回答は合わせて 47.1％、

「特に何とも思わない」は 37.3％となっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「異文化交流が活発になる」は男性 30 歳代と

50～60 歳代、女性 30～40 歳代、「区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」は男性 40 歳代、女

性 30 歳代と 60 歳以上、「特に何とも思わない」は男性 20～30 歳代と 70 歳以上、女性 20 歳代がそれ

ぞれ高くなっている。 
外国経験別でみると、「異文化交流が活発になる」は〔外国へ行ったことがある〕のほうが〔外国へ

行ったことがない〕よりも 18.5 ポイント高くなっている。 
地域外国人との交流別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「異文化交流が活発になる」は〔親

しく付き合っている〕、〔どきとき話をする〕、〔近所ではないが外国人との付き合いはある〕、また、「区

民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」は〔親しく付き合っている〕、〔近所ではないが外国人と

の付き合いはある〕がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 82 地域に外国人が住むことについて【性別×年齢別、渡航経験の有無別他】 

回
答
者
数

（
人

）

異
文
化
交
流
が
活

発
に
な
る

区
民
や
子
ど
も
た

ち
の
国
際
感
覚
の

高
揚
に
つ
な
が
る

特
に
何
と
も
思
わ

な
い

好
ま
し
く
思
わ
な

い わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

(%)
全体 691 23.9 17.7 43.3 3.6 5.8 2.7 3.0

男性／（計） 196 24.5 11.7 51.5 4.6 4.6 2.0 1.0

20歳代 33 27.3 9.1 54.5 3.0 - 6.1 -

30歳代 45 31.1 8.9 53.3 2.2 4.4 - -

40歳代 39 12.8 23.1 43.6 7.7 7.7 2.6 2.6

50歳代 21 33.3 4.8 47.6 - 9.5 4.8 -

60歳代 20 35.0 20.0 45.0 - - - -

70歳以上 36 13.9 5.6 63.9 8.3 5.6 - 2.8

女性／（計） 327 23.9 23.2 37.3 3.1 7.0 3.1 2.4

20歳代 37 24.3 13.5 51.4 2.7 5.4 2.7 -

30歳代 68 29.4 27.9 38.2 2.9 - 1.5 -

40歳代 65 30.8 21.5 33.8 4.6 4.6 4.6 -

50歳代 40 20.0 22.5 32.5 5.0 17.5 2.5 -

60歳代 55 20.0 23.6 36.4 1.8 9.1 1.8 7.3

70歳以上 62 16.1 25.8 35.5 1.6 9.7 4.8 6.5

外国へ行ったことがある 544 27.8 18.8 42.3 2.6 5.1 2.9 0.6

外国へ行ったことがない 129 9.3 15.5 51.2 7.8 9.3 2.3 4.7

親しく付き合っている 39 51.3 25.6 17.9 - 2.6 - 2.6

ときどき話をする 48 35.4 20.8 35.4 2.1 - 6.3 -

あいさつをする程度 72 26.4 16.7 51.4 1.4 4.2 - -

付き合いはない 348 21.0 17.2 47.4 5.5 6.3 2.3 0.3

近所で外国人を見かけない 94 18.1 13.8 50.0 2.1 10.6 4.3 1.1
近所ではないが外国人との
付き合いはある

48 31.3 29.2 31.3 2.1 2.1 4.2 -

その他 14 14.3 14.3 35.7 7.1 14.3 14.3 -

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

地
域
外
国
人
と
の
交
流
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問 18 あなたは、地域に外国人観光客が訪れることについて、どのように思いますか。（単数回答） 

 

 

地域に外国人観光客が訪れることについては、「異文化交流が活発になる」39.2％、「区民や子どもた

ちの国際感覚の高揚につながる」18.1％であり、比較的前向きな回答は合わせて 57.3％となっている。

これに対して、「特に何とも思わない」は 31.0％となっている。 

 

 
図表 83 地域に外国人観光客が訪れることについて【単純集計】 

 

回答者数=691人

わからない
4.6%

その他
1.9%

無回答
2.9%
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子どもたちの

国際感覚の高揚
につながる

18.1%

異文化交流が
活発になる

39.2%
好ましく
思わない

2.3%

特に何とも
思わない

31.0%
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地域に外国人観光客が訪れることについて、性別でみると、男性は「異文化交流が活発になる」40.3％、

「区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」16.3％であり、比較的前向きな回答は合わせて

56.6％、「特に何とも思わない」は 34.7％となっている。一方、女性は「異文化交流が活発になる」39.1％、

「区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」18.7％であり、比較的前向きな回答は合わせて

57.8％、「特に何とも思わない」は 30.0％となっており、男女間であまり差はない。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「異文化交流が活発になる」は男性 20 歳代と

50～60 歳代、女性 20 歳代、「区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる」は男性 60 歳代、「特に

何とも思わない」は男性 40 歳代と 70 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
外国経験別では、「異文化交流が活発になる」は〔外国へ行ったことがある〕のほうが〔外国へ行っ

たことがない〕よりも 15.1 ポイント高くなっている。 
地域外国人との交流別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「異文化交流が活発になる」は〔親

しく付き合っている〕、〔どきとき話をする〕、〔近所ではないが外国人との付き合いはある〕、「区民や子

どもたちの国際感覚の高揚につながる」は〔近所ではないが外国人との付き合いはある〕、「特に何とも

思わない」は〔あいさつをする程度〕がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 84 地域に外国人観光客が訪れることについて【性別×年齢別、渡航経験の有無別他】 

回
答
者
数

（
人

）

異
文
化
交
流
が
活

発
に
な
る

区
民
や
子
ど
も
た

ち
の
国
際
感
覚
の

高
揚
に
つ
な
が
る

特
に
何
と
も
思
わ

な
い

好
ま
し
く
思
わ
な

い わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

(%)
全体 691 39.2 18.1 31.0 2.3 4.6 1.9 2.9

男性／（計） 196 40.3 16.3 34.7 4.6 2.6 1.0 0.5

20歳代 33 51.5 12.1 21.2 9.1 3.0 3.0 -

30歳代 45 40.0 20.0 35.6 2.2 - 2.2 -

40歳代 39 28.2 20.5 38.5 7.7 2.6 - 2.6

50歳代 21 57.1 9.5 33.3 - - - -

60歳代 20 50.0 25.0 25.0 - - - -

70歳以上 36 27.8 11.1 50.0 2.8 8.3 - -

女性／（計） 327 39.1 18.7 30.0 1.5 5.5 2.4 2.8

20歳代 37 51.4 16.2 32.4 - - - -

30歳代 68 42.6 17.6 33.8 1.5 4.4 - -

40歳代 65 38.5 20.0 32.3 3.1 1.5 4.6 -

50歳代 40 32.5 17.5 32.5 2.5 10.0 2.5 2.5

60歳代 55 34.5 16.4 29.1 1.8 9.1 1.8 7.3

70歳以上 62 37.1 22.6 21.0 - 8.1 4.8 6.5

外国へ行ったことがある 544 43.0 19.5 30.1 1.5 3.7 1.7 0.6

外国へ行ったことがない 129 27.9 14.0 37.2 6.2 7.8 3.1 3.9

親しく付き合っている 39 69.2 12.8 15.4 - - - 2.6

ときどき話をする 48 56.3 14.6 22.9 - 2.1 4.2 -

あいさつをする程度 72 30.6 18.1 45.8 1.4 4.2 - -

付き合いはない 348 36.8 19.3 32.8 3.7 4.9 2.0 0.6

近所で外国人を見かけない 94 37.2 16.0 34.0 2.1 7.4 2.1 1.1
近所ではないが外国人との
付き合いはある

48 47.9 29.2 20.8 - - 2.1 -

その他 14 35.7 14.3 28.6 - 14.3 7.1 -
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

地
域
外
国
人

と
の
交
流
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問 19 あなたは、外国人とともに暮らしやすい地域づくりのための取り組みとして、どのようなことが

必要だと思いますか。（複数回答） 

 

外国人とともに暮らすための取り組みは、「日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける」が 44.3％
と最も高く、次いで、「外国人向けの日本の文化や生活習慣の講座を開催する」44.1％、「外国人への公

的な相談体制や生活支援を充実する」27.1％などとなっている。 
 

 

図表 85 外国人とともに暮らすための取り組み【単純集計】 

 

回答者数=691人

44.3%

44.1%

27.1%

24.2%

22.1%

20.8%

14.9%

3.0%

8.2%

4.2%

0% 20% 40% 60%

日本人と外国人の懇談会や
交流の場を設ける

外国人向けの日本の文化や
生活習慣の講座を開催する

外国人への公的な相談体制や
生活支援を充実する

外国人に対する
日本語学習の手助けをする

日本人向けの異文化理解に
関する講座を開催する

外国語やひらがなルビ付きの
行政・生活情報を提供する

外国人に対する通訳ボランティア
などの通訳支援を充実する

その他

特にない

無回答
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性別でみると、男性は「日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける」43.9％、「外国人向けの日本

の文化や生活習慣の講座を開催する」40.3％、「外国人への公的な相談体制や生活支援を充実する」27.6％
などとなっている。一方、女性は「日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける」48.6％、「外国人向

けの日本の文化や生活習慣の講座を開催する」44.6％、「外国人への公的な相談体制や生活支援を充実

する」25.7％などとなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける」

は男性 30 歳代と 50～60 歳代、女性 30 歳代と 50 歳代、「外国人向けの日本の文化や生活習慣の講座を

開催する」は男性 50 歳代、女性 30 歳代、「外国人への公的な相談体制や生活支援を充実する」は男性

50 歳代、女性 20 歳代と 40 歳代がそれぞれ高くなっている。 
外国経験別でみると、「日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける」は〔外国へ行ったことがある〕

のほうが〔外国へ行ったことがない〕よりも 13.1 ポイント高くなっている。 
地域外国人との交流別でみると、〔親しく付き合っている〕、〔ときどき話をする〕、〔近所ではないが

外国人との付き合いはある〕で、全体よりもややポイントの高いものが多い。 
 
 
図表 86 外国人とともに暮らすための取り組み【性別×年齢別、渡航経験の有無別他】 

回
答
者
数

（
人

）

日
本
人
と
外
国
人
の
懇

談
会
や
交
流
の
場
を
設

け
る

外
国
人
向
け
の
日
本
の

文
化
や
生
活
習
慣
の
講

座
を
開
催
す
る

外
国
人
へ
の
公
的
な
相

談
体
制
や
生
活
支
援
を

充
実
す
る

外
国
人
に
対
す
る
日
本

語
学
習
の
手
助
け
を
す

る 日
本
人
向
け
の
異
文
化

理
解
に
関
す
る
講
座
を

開
催
す
る

外
国
語
や
ひ
ら
が
な
ル

ビ
付
き
の
行
政
・
生
活

情
報
を
提
供
す
る

外
国
人
に
対
す
る
通
訳

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の

通
訳
支
援
を
充
実
す
る

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 44.3 44.1 27.1 24.2 22.1 20.8 14.9 3.0 8.2 4.2

男性／（計） 196 43.9 40.3 27.6 27.0 23.0 20.9 14.3 3.6 6.6 1.5

20歳代 33 45.5 39.4 30.3 27.3 27.3 39.4 15.2 - - -

30歳代 45 53.3 42.2 31.1 35.6 24.4 31.1 20.0 8.9 - -

40歳代 39 41.0 41.0 25.6 23.1 15.4 17.9 12.8 2.6 2.6 2.6

50歳代 21 52.4 52.4 33.3 14.3 33.3 14.3 9.5 - - -

60歳代 20 50.0 40.0 25.0 35.0 35.0 20.0 15.0 5.0 5.0 -

70歳以上 36 22.2 30.6 22.2 25.0 13.9 - 11.1 2.8 30.6 5.6

女性／（計） 327 48.6 44.6 25.7 24.8 22.0 23.2 17.1 2.4 7.6 4.3

20歳代 37 45.9 35.1 40.5 27.0 21.6 32.4 21.6 2.7 5.4 -

30歳代 68 54.4 52.9 29.4 22.1 29.4 38.2 13.2 2.9 - -

40歳代 65 47.7 44.6 33.8 30.8 21.5 24.6 23.1 - 6.2 -

50歳代 40 60.0 42.5 27.5 37.5 12.5 12.5 20.0 2.5 10.0 2.5

60歳代 55 40.0 45.5 18.2 16.4 23.6 10.9 16.4 3.6 10.9 10.9

70歳以上 62 45.2 41.9 9.7 19.4 19.4 17.7 11.3 3.2 14.5 11.3

外国へ行ったことがある 544 47.2 45.8 29.4 25.6 23.7 22.4 15.4 3.1 6.3 2.0

外国へ行ったことがない 129 34.1 41.1 20.9 21.7 17.1 17.1 13.2 3.1 17.8 4.7

親しく付き合っている 39 48.7 53.8 30.8 35.9 23.1 20.5 12.8 7.7 5.1 5.1

ときどき話をする 48 39.6 60.4 31.3 33.3 18.8 25.0 27.1 2.1 - -

あいさつをする程度 72 40.3 50.0 22.2 22.2 23.6 16.7 19.4 2.8 11.1 2.8

付き合いはない 348 45.7 40.5 27.9 25.6 22.1 20.7 12.4 2.0 9.5 1.7

近所で外国人を見かけない 94 45.7 43.6 30.9 20.2 24.5 24.5 17.0 1.1 11.7 2.1
近所ではないが外国人との
付き合いはある

48 54.2 50.0 33.3 18.8 20.8 27.1 20.8 6.3 - -

その他 14 42.9 57.1 7.1 21.4 35.7 21.4 14.3 21.4 7.1 -
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

地
域
外
国
人
と
の
交
流

 

 



 83

 

４－５．観光について 

問 20 あなたは、文京区の観光の情報発信の手法について、どのようなことが必要だと思いますか。（単

数回答） 

 

文京区の観光情報発信の手法については、「区、観光協会のホームページの内容の充実」が 31.4％で

最も高く、次いで、「新聞、テレビ、雑誌を活用した情報提供」22.1％、「パンフレットなど紙での情報

提供の充実」19.2％、「ドラマ、映画などの撮影誘致」15.3％などとなっている。 
 

 

図表 87 観光の情報発信手法【単純集計】 

 

回答者数=691人

無回答
2.5%

特にない
7.8%

その他
1.6%

ドラマ、映画など
の撮影誘致

15.3%

区、観光協会の
ホームページの

内容の充実
31.4%

パンフレットなど
紙での情報提供

の充実
19.2%

新聞、テレビ、
雑誌を活用した

情報提供
22.1%
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性別でみると、男性は「区、観光協会のホームページの内容の充実」が 32.7％、「新聞、テレビ、雑

誌を活用した情報提供」19.4％、「ドラマ、映画などの撮影誘致」18.4％となっている。一方、女性は「区、

観光協会のホームページの内容の充実」が 32.1％、「新聞、テレビ、雑誌を活用した情報提供」25.1％、

「パンフレットなど紙での情報提供の充実」20.2％などとなっている。「ドラマ、映画などの撮影誘致」

は男性のほうが女性より、また、「新聞、テレビ、雑誌を活用した情報提供」は女性のほうが男性より

やや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「区、観光協会のホームページの内容の充実」

は男性 40 歳代と 60 歳代、女性 40～50 歳代、「新聞、テレビ、雑誌を活用した情報提供」は女性 70 歳

以上、「パンフレットなど紙での情報提供の充実」は男女とも 60 歳以上、「ドラマ、映画などの撮影誘

致」は男性 20～30 歳代と 50 歳代、女性 30 歳代がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＣは「ドラマ、映画などの撮影誘

致」、タイプＤは「パンフレットなど紙での情報提供の充実」、タイプＥは「区、観光協会のホームペー

ジの内容の充実」がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 88 観光の情報発信手法【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

回
答
者
数

（
人

）

区

、
観
光
協
会
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ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ
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内
容
の
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レ
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誌
を
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用
し
た
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報
提
供

パ
ン
フ
レ

ッ
ト
な
ど
紙
で

の
情
報
提
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の
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実

ド
ラ
マ

、
映
画
な
ど
の
撮

影
誘
致

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 31.4 22.1 19.2 15.3 1.6 7.8 2.5

男性／（計） 196 32.7 19.4 17.3 18.4 1.5 9.2 1.5

20歳代 33 30.3 18.2 12.1 21.2 3.0 12.1 3.0

30歳代 45 33.3 20.0 11.1 24.4 2.2 8.9 -

40歳代 39 43.6 20.5 7.7 17.9 - 7.7 2.6

50歳代 21 28.6 14.3 19.0 33.3 - 4.8 -

60歳代 20 50.0 15.0 25.0 10.0 - - -

70歳以上 36 16.7 25.0 33.3 2.8 2.8 16.7 2.8

女性／（計） 327 32.1 25.1 20.2 13.1 1.8 5.8 1.8

20歳代 37 32.4 24.3 21.6 13.5 - 5.4 2.7

30歳代 68 35.3 20.6 17.6 20.6 2.9 2.9 -

40歳代 65 41.5 26.2 6.2 18.5 3.1 4.6 -

50歳代 40 52.5 20.0 15.0 10.0 2.5 - -

60歳代 55 20.0 21.8 34.5 5.5 - 12.7 5.5

70歳以上 62 16.1 35.5 27.4 8.1 1.6 8.1 3.2

タイプＡ 139 33.8 22.3 17.3 16.5 0.7 7.2 2.2

タイプＢ 160 30.0 26.3 18.1 11.9 2.5 8.8 2.5

タイプＣ 123 25.2 18.7 23.6 22.0 2.4 6.5 1.6

タイプＤ 130 28.5 24.6 26.9 10.0 0.8 7.7 1.5

タイプＥ 131 38.2 19.1 11.5 18.3 0.8 9.2 3.1

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 21 あなたは、旅行先でおみやげに、１人につき平均いくらのものを買いますか。また、１回の食事

（昼食と夕食）に平均いくら使いますか。（各単数回答） 

 

旅行先での出費についてみると、おみやげは「501～1,000 円」37.5％、「1,001～1,500 円」26.0％の

順、食事・昼食は「501～1,500 円」54.0％、「1,501～2,500 円」26.9％の順、また、食事・夕食は「2,501
～5,000 円」32.0％、「1,501～2,500 円」29.1％の順となっている。 
 

 

図表 89 旅行先での出費【単純集計】 

おみやげ 食事・昼食 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事・夕食 
 

回答者数=691人

1.7%

16.1%

29.1%

32.0%

14.0%

7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０円～500円

501円～1,500円

1,501円～2,500円

2,501円～5,000円

5,001円以上

無回答

 
 

 

回答者数=691人

8.4%

37.5%

26.0%

13.6%

10.1%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

０円～500円
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1,001円～1,500円

1,501円～2,000円

2,001円以上

無回答 回答者数=691人

3.8%

54.0%

26.9%

7.2%

1.6%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

０円～500円

501円～1,500円

1,501円～2,500円

2,501円～5,000円

5,001円以上

無回答
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性別でみると、おみやげに関しては、男性は「1,001～1,500 円」32.7％、女性は「501～1,000 円」

45.3％が最も高くなっている。食事・昼食に関しては、男性は「501～1,500 円」52.6％、女性は「501
～1,500 円」56.9％が最も高くなっている。食事・夕食に関しては、男性は「1,501～2,500 円」29.6％、

女性は「2,501～5,000 円」35.5％が最も高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、おみやげに関しては、女性は各年齢とも「501

～1,000 円」、男性 50 歳代の「2,001 円以上」を頂点にして、概ね年齢が上がるとともに価格が上がっ

ている。食事・昼食に関しては、全体に比べて男性は 30～40 歳代で「2,501～5,000 円」、女性は 50～
60 歳代で「1,501～2,500 円」が高くなっている。食事・夕食に関しては、全体に比べて男性は 30～40
歳代で「5,001 円以上」、女性は 30～50 歳代で「2,501～5,000 円」がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡはおみやげ「1,501～2,000 円」、

食事・夕食「5,001 円以上」、「タイプＥ」はおみやげ「501～1,000 円」、食事・昼食「501～1,500 円」、

食事・夕食「1,501～2,500 円」がそれぞれ高くなっている。 
 
 
図表 90 旅行先での出費【性別×年齢別、ライフスタイル別】 

(1) おみやげ (2) 食事・昼食 (3) 食事・夕食
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０
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円

５
０
０
１
円
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上

無
回
答

(%)

全体 691 8.4 37.5 26.0 13.6 10.1 4.3 3.8 54.0 26.9 7.2 1.6 6.5 1.7 16.1 29.1 32.0 14.0 7.1

男性／（計） 196 9.2 28.6 32.7 18.4 9.2 2.0 4.1 52.6 29.1 8.2 1.0 5.1 2.6 18.4 29.6 29.1 15.3 5.1

20歳代 33 18.2 30.3 33.3 6.1 9.1 3.0 3.0 72.7 18.2 - - 6.1 3.0 33.3 27.3 30.3 - 6.1

30歳代 45 8.9 33.3 37.8 15.6 4.4 - - 40.0 37.8 15.6 - 6.7 - 13.3 33.3 22.2 24.4 6.7

40歳代 39 7.7 30.8 33.3 20.5 7.7 - 5.1 53.8 20.5 15.4 2.6 2.6 - 17.9 30.8 23.1 25.6 2.6

50歳代 21 9.5 23.8 23.8 23.8 19.0 - - 57.1 33.3 4.8 4.8 - - 14.3 42.9 28.6 14.3 -

60歳代 20 10.0 15.0 30.0 40.0 - 5.0 10.0 55.0 20.0 5.0 - 10.0 10.0 15.0 25.0 35.0 5.0 10.0

70歳以上 36 2.8 30.6 30.6 16.7 13.9 5.6 5.6 47.2 38.9 2.8 - 5.6 2.8 16.7 22.2 41.7 11.1 5.6

女性／（計） 327 8.0 45.3 24.5 10.4 8.0 4.0 4.6 56.9 25.7 6.1 1.8 4.9 2.1 15.3 28.4 35.5 13.1 5.5

20歳代 37 13.5 51.4 13.5 5.4 13.5 2.7 2.7 56.8 27.0 8.1 2.7 2.7 - 21.6 35.1 21.6 18.9 2.7

30歳代 68 7.4 54.4 23.5 8.8 4.4 1.5 2.9 60.3 27.9 4.4 2.9 1.5 - 10.3 30.9 39.7 16.2 2.9

40歳代 65 10.8 49.2 27.7 4.6 6.2 1.5 1.5 66.2 20.0 6.2 1.5 4.6 3.1 12.3 26.2 41.5 12.3 4.6

50歳代 40 10.0 35.0 32.5 12.5 2.5 7.5 7.5 47.5 32.5 2.5 - 10.0 5.0 10.0 22.5 45.0 7.5 10.0

60歳代 55 7.3 43.6 21.8 14.5 7.3 5.5 9.1 43.6 32.7 7.3 1.8 5.5 3.6 18.2 21.8 36.4 12.7 7.3

70歳以上 62 1.6 35.5 25.8 16.1 14.5 6.5 4.8 61.3 17.7 8.1 1.6 6.5 1.6 21.0 33.9 25.8 11.3 6.5

タイプＡ 139 8.6 33.1 20.9 19.4 14.4 3.6 1.4 49.6 31.7 6.5 4.3 6.5 - 8.6 23.0 36.0 25.9 6.5

タイプＢ 160 10.0 37.5 26.9 13.1 11.3 1.3 4.4 57.5 26.9 8.8 0.6 1.9 2.5 18.8 30.0 33.8 11.9 3.1

タイプＣ 123 5.7 34.1 29.3 13.8 13.0 4.1 4.9 53.7 27.6 6.5 1.6 5.7 1.6 20.3 27.6 36.6 7.3 6.5

タイプＤ 130 7.7 38.5 26.9 10.8 8.5 7.7 6.2 46.9 26.9 6.2 1.5 12.3 3.8 14.6 26.9 30.0 12.3 12.3

タイプＥ 131 9.9 43.5 28.2 10.7 3.8 3.8 2.3 62.6 21.4 8.4 - 5.3 0.8 19.1 36.6 25.2 12.2 6.1

※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 22 Ｆ２で回答した地区で、あなたが自慢できるところや自慢できるものにはどのようなことがあり

ますか。ご自由にお書きください。 

 

 大塚地区 

・ 治安が良く、静かで住みやすい。また、交通の便が良い。 

・ お祭りが盛んである。 

・ 護国寺があって、いつも見守ってもらっているような安心感がある。 

・ 国立大学等があり、アカデミックな環境である。 

・ 緑が多く、空気が綺麗で、他から帰ってくるとホッとする。 

・ 大塚公園のラジオ体操。大塚公園が、人々の集いの場になっている。 

・ 商店街があり、お店や町内の方々が温かい。 

・ 子育て中の母親に優しく声を掛けて下さる。 

・ 護国寺、お茶の水女子大学、教育の森公園とスポーツセンター、図書館付の大塚公園、小石川

植物園等がある。また、病院が充実している。 

・ 富士山が見える（富士見坂不忍通り）。 

 
 音羽地区 

・ 江戸川橋交差点から護国寺方面を見渡した時の景色（対称美）。 

・ 昔から地域に住んでいる人々が、静かに落着いて生活している。緑が多く、まちが綺麗で、そ

の状態を維持していこうという雰囲気がある。護国寺を中心にまちに信心深い人が多く、皆が

平凡に暮らす事を幸せに思っている。 

・ 鳩山会館、護国寺、神田川沿いの散歩道、江戸川公園、護国寺周辺、椿山荘の庭園。 

 

 春日地区 

・ 交通の便が良く静かで住みやすい。また、富坂署があり、パトロール等が頻繁であるため、安

全である。 

・ 歴史がある。 

・ 永井荷風生誕の地。 

・ 学校が多い。 

・ 春の局の像は美しいと思う。 

・ 文京区役所がある。25 階からの展望は何度見ても良い。 

・ 中央大学、北野神社、小石川植物園がある。そのほか、娯楽施設やホール等も近場にある。 

 

 小石川地区 

・ 小さなレストランが多く、その多くが地域に根ざした美味しいもの作りに熱心に取り組んでい

る所が多い。 

・ 伝通院（徳川家ゆかりの場所）、播磨坂、教育の森公園、沢蔵司稲荷裏山の祠、小石川植物園、

後楽園、社寺林等がある。 

・ 坂が多い。 

・ 町内会がしっかりしているし、隣近所の付合いがある。 

・ 小学校が沢山あり、子どもたちが大勢いる｡ 

・ 交通の便が良く、住宅地で静かで、庶民的。日常の買物に便利。また、治安が良い。 

・ 歴史にまつわる所が多い。 

・ 桜並木があり、四季それぞれに美しい景観を楽しめ、公共施設（図書館・公園・テニスコート）

が近くにあるので大変便利。 



 88

 

 後楽地区 

・ メトロもＪＲ水道橋駅も近く、交通の便が良い。 

・ 東京ドーム、小石川後楽園、日本友交会館がある（シビックセンターも）。神社・お寺等のス

ピリチュアルポイントもある。 

 

 小日向地区 

・ 子どもや犬と一緒に路地散歩を楽しむ事ができる。 

・ 丸の内線が地上を走っている場所であるため、小さな子どもは喜んで見ている。 

・ 播磨坂の桜。 

・ 地区（町会）の活動が盛んで、子どもの為の行事等が多い。 

・ 緑が多い。また、静かで治安が良いし、交通の便も良い。 

・ 住宅地なので、高い建物が無い。 

 

 水道地区 

・ 静かな環境である。 

・ トッパンホール、水道橋図書館等がある。 

・ 神田川がある。 

・ 治安が良い。朝、子どもたちの登校時、挨拶を良くしてくれる。 

・ 礫南スポーツクラブ、５ヶ町合同夏祭り。 

・ 何所に行くにも便利で、緑が多い。 

 

 関口地区 

・ 椿山荘、神田川、地蔵通り商店街、東京カテドラル等がある。 

・ 美術館が多いし、公園も多い。 

・ 神田川畔の桜並木周囲のジョギングコース、神社・寺等がある、公園の緑。 

 

 千石地区 

・ 緑豊かで住みやすい。また、静かで治安が良い。 

・ 六義園、東京大学、小石川植物園がある。 

・ 古い建築が残っている。落ち着いた静かな住宅街。 

・ 交通の便が良く、生活するのに必要なものが揃っている。 

・ かつての山の手の良きスタイルが残っている。 

・ いろいろな大学に近い。 

 

 千駄木地区 

・ 都心ではあるが、高い建物・マンションが無く、とても住みやすい地域。治安も良い。 

・ 活気ある商店街、庶民的な雰囲気。下町情緒溢れる路地やまちの小さなカフェが多い。 

・ お祭りが多く活気があり、イベントが多く楽しい。 

・ 古い建物や文豪のゆかりの場所がある。 

・ 住民が礼儀正しい。 

・ 安田邸、根津神社、須藤公園がある。また、都立駒込病院が近い。 

・ 緑が多く、落着いている。また、どこに行くにも便利である。 

・ 谷根千としての町の魅力がある。 

・ 町内会での老若男女のコミュニケーション。また、隣り近所の声掛けが良くある。 

・ 公園が多くあり、子どもたちの遊ぶ声がいつも聞こえる。 
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 西片地区 

・ 歴史的な文化財があり、まち並みが綺麗。また、緑が多い。 

・ 住民が礼儀正しい。 

・ 東京大学に近い。 

・ 町会活動が充実している（西片だよりの配布、西片祭等）。 

・ 住みやすい住宅地であり、交通の便もよい。 

 

 根津地区 

・ 昔ながらのまち並み。戦前から残っている建物もある。 

・ 個人で頑張っているお店がある。 

・ 飾らないまちの雰囲気がある。 

・ 地域の人が温かい。 

・ 夜も静かで、とても落ち着く。生活し易いし、緑が多い。 

・ 根津神社がある。 

・ レストラン・美容院等、お店が多い。 

・ 地域の人たちと交流があるので、まちの治安に不安は無い。 

 

 白山地区 

・ 交通の便が良い。 

・ 知らない人が、信号待ちの間やエレベーターで乗り合わせた時等、気軽に声を掛けてくれる。 

・ 静かで落ち着いているところ。また、地域に安全性・安心感がある。 

・ 小石川植物園の緑が豊かである。 

・ 祭が盛んである。 

・ 都心でありながら緑が多く、野鳥のさえずりが聞ける。近隣に寺院や神社も多く、歴史を感じ

させる。 

・ 都道が広く、電柱が埋設されており、グリーンベルトがあり空が広い。東京 23 区で、空が広く

見える所は貴重である。 

・ 東洋大学がある（駅伝を観て嬉しかった）。 

・ 白山神社。四季折々の花が咲き、毎日の犬の散歩も楽しみの一つである。 

・ 文豪たちの足跡が近所至る所で見られるのは、本好きならばワクワクする。 

 

 本駒込地区 

・ 田畑銀座の雰囲気、まち並み、住み易さ、活気がある場所が多い。 

・ 歩いているだけで文学散歩が出来る。 

・ 教育施設（保・幼・小・中・高・児童館）や福祉会館が近くにあり、子育てしやすいし、交通

の便が良い。お年寄りが多く、子どもに良く声を掛けてくれる。 

・ 治安が良く、落着いている。 

・ 六義園があり、その周りに大和郷があり、まち全体がゆったりしている。 

・ 高層ビル（マンション）があまり無く、江戸時代の山の手のまち並みも残っている。 

・ 寺・神社・大学等、季節の花を見がてらの散歩コースが多い。 

・ 駒込吉祥寺。歴史上有名な方々の墓地がある。 

・ 近所の方々と笑顔で挨拶が出来、安心して住める。 

・ 町会でも盆踊りや神社の祭礼・餅つき等、季節毎の行事も種々あり、親しみやすい。 

・ 大和郷幼稚園は幼児教育の施設であると共に、住民の文化活動の拠点となっている。 
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 本郷地区 

・ 文豪が数多く住んでいた地区であり、歴史を身近に感じられる所。 

・ 治安が良い。夜間や休日等、静かに過ごせるし、交通の便が良い。 

・ 高級感と暮らしやすさ（庶民的）が共にあるところ。 

・ 幅広い年齢層の人が住んでおり、生活しやすい。 

・ 大学が多く、アカデミックな雰囲気がある。 

・ 美術館・病院等の施設が充実している。 

・ 一葉の家と下宿、坂道、古い旅館、東京大学がある。 

・ 東京大学に留学生が多い為か、外国人が歩いていても違和感が全くない。東大の留学生ともっ

と交流出来れば良いと思っている。 

・ 東京大学構内の四季の彩り。 

・ 坂が多く、歴史や伝統を残し伝えるまちの佇まい。 

・ 大学図書館・シビックホール等の文化施設に恵まれている。 

 

 向丘地区 

・ 人が一杯住んでいるはずなのに、静かで穏やか。治安が良い。 

・ 近くに東京大学があり、構内は緑が多いので落ち着く場所である。 

・ 空気が綺麗である。また、ゴミを荒らすカラスが殆ど見られないように思う。猫も少ない。 

・ 寺が多い。 

・ 周りに高い建物が無いので良い。 

 

 目白台地区 

・ 旧田中邸や目白公園等がある。 

・ 緑が多く、四季が感じられる。 

・ まちに風情があり、周りが静かである。 

・ 川のほとりの散歩道が気持良い。 

・ 交通の便が良く、また、池袋や新宿に歩いていけない（帰れない）距離ではない。 

・ 目白通りのイチョウ並木は秋に紅葉が美しい。銀杏も採れる。 

・ 新江戸川公園。落ち着いた自然を活かした日本庭園である。 

・ 和敬塾は古い館が林の中にあり、とても良い雰囲気である。 

 

 弥生地区 

・ 弥生土器発見の地、弥生時代の名前の由来になった所である。 

・ 根津神社や東京大学の構内。 

・ 閑静なまちである。 

 

 湯島地区 

・ 神田明神等、多くの神社が近くにある。 

・ 静かで治安が良い。 

・ 緑が多く、鳥も多く飛来する。 

・ 湯島天神は学問の神様であり、受験期には大変な賑いがある。また、春には梅祭、５月には本

祭り、秋には菊祭と祭事が多く催されている。 

・ 旧岩崎邸や湯島聖堂等がある。 

・ 東京大学構内は静かで散歩に最適である。 

・ まちの人の優しさ。 

・ 文化的歴史が残っている。 
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５．生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興のイメージや望ましい方向性について 

問 23 あなたは、「アカデミー」と聞いてどのようなイメージが浮かびますか。（複数回答） 

 

「アカデミー」のイメージは、「趣味、教養を深めること」が 66.0％で最も高く、次いで、「講座や学

習活動を行うこと」38.2％、「生涯を通じて学ぶこと」34.7％、「生涯を充実させること」24.5％、「生活

を楽しむこと」22.3％などとなっている。 
 

 

図表 91 アカデミーのイメージ【単純集計】 

 

回答者数=691人

66.0%

38.2%

34.7%

24.5%

22.3%

10.7%

9.7%

6.9%

3.8%

3.9%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80%

趣味、教養を深めること

講座や学習活動を行うこと

生涯を通じて学ぶこと

生涯を充実させること

生活を楽しむこと

職業上の知識技能の習得

健康、体力づくり

地域を知ること

その他

特にない

無回答

 

 
 
性別でみると、男性は「趣味、教養を深めること」が 65.8％、「講座や学習活動を行うこと」33.2％、

「生涯を通じて学ぶこと」30.6％となっている。次いで、女性は「趣味、教養を深めること」が 67.0％、

「講座や学習活動を行うこと」43.1％、「生涯を通じて学ぶこと」35.5％などとなっている。「講座や学

習活動を行うこと」は女性のほうが男性よりも 10 ポイント近く高くなっており、また、「職業上の知識

技能の習得」は男性のほうが女性よりもやや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「趣味、教養を深めること」は男性 40 歳代と

60 歳代、女性 40 歳代、「講座や学習活動を行うこと」は男性 50 歳代、女性 40 歳代、「生涯を通じて学

ぶこと」は男性 50 歳代、女性 50 歳代、「生涯を充実させること」は男女とも 70 歳以上、「生活を楽し

むこと」は男性 50 歳代、女性 60 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「趣味、教養を深めること」、

「職業上の知識技能の習得」、タイプＢは「生涯を通じて学ぶこと」、「生活を楽しむこと」、「地域を知

ること」タイプＣは「生涯を充実させること」、タイプＥは「講座や学習活動を行うこと」がそれぞれ

高くなっている。 
文化芸術活動別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、〔参加したことも鑑賞したこともある〕は

「趣味、教養を深めること」、「生活を楽しむこと」、〔参加したことはあるが鑑賞したことはない〕は「地
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域を知ること」がそれぞれ高くなっている。 
生涯学習への取り組み別では、〔生涯学習に取り組んだ〕は〔生涯学習に取り組んでいない〕よりも、

「趣味、教養を深めること」、「講座や学習活動を行うこと」、「生涯を通じて学ぶこと」、「生涯を充実さ

せること」、「生活を楽しむこと」がそれぞれ高くなっている。 
スポーツへの取り組み別では、〔スポーツをしている〕は〔スポーツをしていない〕よりも、全般的

には各項目とも高くなっている。 
外国経験別では、〔外国へ行ったことがある〕は〔外国へ行ったことがない〕よりも「趣味、教養を

深めること」、「講座や学習活動を行うこと」、「生涯を通じて学ぶこと」がそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 92 アカデミーのイメージ【性別×年齢別、ライフスタイル別、文化芸術活動の度合い別他】 
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(%)

全体 691 66.0 38.2 34.7 24.5 22.3 10.7 9.7 6.9 3.8 3.9 4.2

男性／（計） 196 65.8 33.2 30.6 22.4 19.9 15.3 10.7 5.1 4.1 4.1 3.6

20歳代 33 57.6 30.3 21.2 18.2 12.1 27.3 3.0 - 9.1 6.1 6.1

30歳代 45 62.2 31.1 24.4 22.2 17.8 17.8 4.4 4.4 6.7 4.4 -

40歳代 39 79.5 33.3 30.8 15.4 23.1 12.8 5.1 2.6 - - -

50歳代 21 61.9 57.1 52.4 23.8 28.6 4.8 4.8 9.5 - 4.8 -

60歳代 20 75.0 35.0 35.0 25.0 15.0 15.0 25.0 10.0 5.0 10.0 5.0

70歳以上 36 61.1 22.2 30.6 30.6 25.0 11.1 27.8 8.3 2.8 2.8 11.1

女性／（計） 327 67.0 43.1 35.5 26.0 23.2 9.8 7.6 7.6 4.0 3.4 3.4

20歳代 37 64.9 40.5 27.0 18.9 5.4 16.2 2.7 2.7 5.4 2.7 2.7

30歳代 68 61.8 41.2 32.4 23.5 16.2 13.2 1.5 5.9 5.9 1.5 1.5

40歳代 65 73.8 64.6 21.5 18.5 9.2 6.2 - - 6.2 1.5 1.5

50歳代 40 67.5 32.5 47.5 22.5 22.5 15.0 2.5 5.0 2.5 5.0 7.5

60歳代 55 69.1 38.2 40.0 23.6 41.8 9.1 14.5 10.9 - 1.8 3.6

70歳以上 62 64.5 35.5 46.8 45.2 40.3 3.2 22.6 19.4 3.2 8.1 4.8

タイプＡ 139 71.2 41.0 33.8 23.0 21.6 15.8 5.8 4.3 5.8 2.9 4.3

タイプＢ 160 66.9 37.5 40.0 26.9 28.8 7.5 14.4 12.5 2.5 5.6 1.9

タイプＣ 123 63.4 31.7 35.0 31.7 17.9 11.4 10.6 5.7 0.8 4.1 3.3

タイプＤ 130 62.3 35.4 31.5 16.2 20.0 7.7 6.2 6.9 6.2 4.6 7.7

タイプＥ 131 65.6 45.0 32.1 26.0 22.1 12.2 11.5 4.6 3.8 2.3 2.3

参加したことも鑑賞したこともある 173 71.1 39.3 37.0 27.7 29.5 8.7 11.6 8.1 2.9 2.9 4.6

参加したことはあるが鑑賞したこ
とはない

16 62.5 37.5 25.0 18.8 25.0 6.3 6.3 18.8 - 6.3 6.3

参加したことはないが鑑賞したこ
とはある

258 69.8 43.0 35.7 26.7 23.3 8.5 10.5 6.2 3.5 2.7 1.9

参加したことも鑑賞したこともない 231 59.3 32.0 32.9 20.3 16.0 14.7 7.4 6.1 4.8 6.1 4.8

参加・鑑賞程度不明 8 50.0 50.0 37.5 12.5 - 12.5 12.5 - 12.5 - 12.5

生涯学習に取り組んだ 286 71.0 45.1 41.6 29.7 26.9 11.9 11.9 9.1 2.8 3.5 3.5

生涯学習に取り組んでいない 394 63.5 33.8 29.7 20.8 18.8 10.2 8.1 4.6 4.3 4.3 3.8

スポーツをしている 338 68.3 39.1 37.6 27.2 24.3 10.4 12.1 8.6 3.8 2.7 3.3

スポーツをしていない 348 64.4 37.9 32.5 22.1 20.4 11.2 7.5 5.5 3.7 5.2 4.0

外国へ行ったことがある 544 69.7 41.0 36.0 23.3 23.0 11.2 8.6 6.4 4.0 2.9 2.6

外国へ行ったことがない 129 53.5 29.5 30.2 28.7 18.6 10.1 11.6 8.5 3.1 8.5 7.0

※表側の無回答は除く。

文
化
芸
術
活
動

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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問 24 あなたは、生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興を、区と区民が協力して進めてい

くことに対してどのように感じますか。（単数回答） 

 

生涯学習などを区と区民が協力して進めることは、「ぜひ進めてほしい」43.3％、「進めてほしい」32.6％、

「最低限の支援だけ進めてほしい」7.1％となっている。 
 

 

図表 93 区と区民の協力推進【単純集計】 

 

回答者数=691人

43.3%

32.6%

7.1%

5.6%

0.7%

2.0%

1.7%

3.5%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

ぜひ進めてほしい

進めてほしい

最低限の支援だけ
進めてほしい

どちらともいえない

まったく進めなくともよい

自分には関係がない

その他

わからない

無回答

 
 
 
性別でみると、男性は「ぜひ進めてほしい」39.8％、「進めてほしい」37.2％、「最低限の支援だけ進

めてほしい」9.2％となっている。一方、女性は「ぜひ進めてほしい」43.7％、「進めてほしい」33.3％、

「最低限の支援だけ進めてほしい」6.1％となっており、男女間で大きな違いはみられない。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ぜひ進めてほしい」は男性 30 歳代、女性 20

～40 歳代、「進めてほしい」は男性 40～60 歳代、女性 60 歳以上、「最低限の支援だけ進めてほしい」

は男性 60 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「ぜひ進めてほしい」、タイ

プＤは「どちらともいえない」がそれぞれ高くなっている。 
文化芸術活動別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「ぜひ進めてほしい」は〔参加したことも

鑑賞したこともある〕、〔参加したことはあるが鑑賞したことはない〕それぞれ高くなっている。 
生涯学習別でみると、「ぜひ進めてほしい」は〔生涯学習に取り組んだ〕のほうが〔生涯学習に取り

組んでいない〕よりも高くなっている。 
スポーツ経験別でみると、「ぜひ進めてほしい」は〔スポーツをしている〕のほうが〔スポーツをし

ていない〕よりも高くなっている。 
外国経験別でみると、「ぜひ進めてほしい」は〔外国へ行ったことがある〕のほうが〔外国へ行った

ことがない〕よりも高くなっている。 
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図表 94 区と区民の協力推進【性別×年齢別、ライフスタイル別、文化芸術活動の度合い別他】 

回
答
者
数

（
人

）

ぜ
ひ
進
め
て
ほ
し
い

進
め
て
ほ
し
い

最
低
限
の
支
援
だ
け
進

め
て
ほ
し
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ま

っ
た
く
進
め
な
く
と

も
よ
い

自
分
に
は
関
係
が
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 43.3 32.6 7.1 5.6 0.7 2.0 1.7 3.5 3.5

男性／（計） 196 39.8 37.2 9.2 5.6 1.5 3.1 0.5 1.5 1.5

20歳代 33 39.4 33.3 9.1 6.1 - 3.0 3.0 - 6.1

30歳代 45 48.9 26.7 8.9 8.9 2.2 4.4 - - -

40歳代 39 41.0 46.2 7.7 2.6 - 2.6 - - -

50歳代 21 38.1 47.6 4.8 4.8 - 4.8 - - -

60歳代 20 25.0 50.0 15.0 5.0 - - - 5.0 -

70歳以上 36 36.1 30.6 11.1 5.6 5.6 2.8 - 5.6 2.8

女性／（計） 327 43.7 33.3 6.1 5.2 0.3 0.9 2.1 4.9 3.4

20歳代 37 62.2 18.9 5.4 5.4 - - 2.7 2.7 2.7

30歳代 68 57.4 17.6 5.9 7.4 1.5 - 2.9 5.9 1.5

40歳代 65 49.2 33.8 6.2 3.1 - 3.1 1.5 1.5 1.5

50歳代 40 40.0 32.5 - 7.5 - 2.5 2.5 7.5 7.5

60歳代 55 27.3 45.5 7.3 9.1 - - 1.8 5.5 3.6

70歳以上 62 29.0 48.4 9.7 - - - 1.6 6.5 4.8

タイプＡ 139 54.0 26.6 7.2 5.0 - 1.4 2.2 0.7 2.9

タイプＢ 160 46.9 33.1 7.5 5.6 1.3 1.9 1.3 2.5 -

タイプＣ 123 42.3 33.3 8.9 4.1 1.6 1.6 0.8 4.1 3.3

タイプＤ 130 26.2 34.6 6.2 10.8 - 3.8 2.3 8.5 7.7

タイプＥ 131 45.8 35.9 6.1 3.1 0.8 1.5 2.3 2.3 2.3

参加したことも鑑賞したこともある 173 49.7 31.8 4.6 5.8 0.6 1.7 1.7 1.2 2.9
参加したことはあるが鑑賞したこ
とはない

16 50.0 31.3 6.3 6.3 - - - - 6.3

参加したことはないが鑑賞したこ
とはある

258 42.6 37.2 6.2 5.0 0.8 0.4 1.9 3.9 1.9

参加したことも鑑賞したこともない 231 38.5 28.6 10.4 6.5 0.9 4.3 1.7 5.2 3.9

参加・鑑賞程度不明 8 62.5 25.0 - - - - - - 12.5

生涯学習に取り組んだ 286 48.3 33.9 5.2 3.8 - 1.7 1.4 2.4 3.1

生涯学習に取り組んでいない 394 40.6 31.2 8.6 7.1 1.3 2.3 2.0 4.1 2.8

スポーツをしている 338 47.0 33.4 7.1 5.3 0.6 0.6 2.4 1.5 2.1

スポーツをしていない 348 40.2 31.9 7.2 6.0 0.9 3.4 1.1 5.5 3.7

外国へ行ったことがある 544 46.1 34.6 6.3 4.8 0.7 1.5 1.5 2.6 2.0

外国へ行ったことがない 129 31.8 27.1 10.9 9.3 0.8 4.7 3.1 7.0 5.4
※表側の無回答は除く。

文
化
芸
術
活
動

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
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問 25 問 24（区と区民の協力推進）で回答したように感じるのはなぜですか。（複数回答） 

 

生涯学習などを区と区民が協力して進めることに回答した理由は、「まだ始める予定はないが、関心

があるから」が 35.3％で最も高く、次いで、「これから学習や活動を始めたいと思っているから」が 22.1％、

「現在、学習や活動を行っているから」17.1％、「今のままでは不十分であると思うから」13.6％などと

なっている。 
 

 

図表 95 問 24（区と区民の協力推進）の理由【単純集計】 

 

回答者数=691人

35.3%

22.1%

17.1%

13.6%

7.5%

4.8%

3.2%

1.6%

7.8%

5.9%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

まだ始める予定はないが、
関心があるから

これから学習や活動を
始めたいと思っているから

現在、学習や活動を行っているから

今のままでは不十分であると思うから

以前は学習や活動を行っていたが、
現在は行っていないから

今のままで十分であると思うから

興味がもてないから

必要でないと思うから

その他

特に理由はない

無回答

 
 



 96

 
性別でみると、男性は「まだ始める予定はないが、関心があるから」38.3％、「これから学習や活動

を始めたいと思っているから」18.9％、「現在、学習や活動を行っているから」15.8％となっている。一

方、女性は「まだ始める予定はないが、関心があるから」35.2％、「これから学習や活動を始めたいと

思っているから」24.8％、「現在、学習や活動を行っているから」18.7％となっており、「これから学習

や活動を始めたいと思っているから」は、女性のほうが男性よりも 5.9 ポイント高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「まだ始める予定はないが、関心があるから」

は男性 40 歳代と 60 歳代、女性 40 歳代、「これから学習や活動を始めたいと思っているから」は男性

50 歳代、女性 20 歳代と 40 歳代、「現在、学習や活動を行っているから」は男性 20 歳代と 70 歳以上、

女性 50 歳以上がそれぞれ高くなっている。 
区と区民の協力推進別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、〔ぜひ進めてほしい〕は「まだ始め

る予定はないが、関心があるから」、「これから学習や活動を始めたいと思っているから」、「現在、学習

や活動を行っているから」、「今のままでは不十分であると思うから」、また、〔進めてほしい〕は「まだ

始める予定はないが、関心があるから」がそれぞれ高くなっている。一方、〔最低限の支援だけ進めて

ほしい〕、〔どちらともいえない〕、〔まったく進めなくともよい〕、〔自分には関係がない〕は「今のまま

で十分であると思うから」などがそれぞれ高くなっている。 
 

 

図表 96 問 24（区と区民の協力推進）の理由【性別×年齢別、区と区民との協力推進への意識別】 

回
答
者
数

（
人

）

ま
だ
始
め
る
予
定
は
な
い
が

、
関
心

が
あ
る
か
ら

こ
れ
か
ら
学
習
や
活
動
を
始
め
た
い

と
思

っ
て
い
る
か
ら

現
在

、
学
習
や
活
動
を
行

っ
て
い
る

か
ら

今
の
ま
ま
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思

う
か
ら

以
前
は
学
習
や
活
動
を
行

っ
て
い
た

が

、
現
在
は
行

っ
て
い
な
い
か
ら

今
の
ま
ま
で
十
分
で
あ
る
と
思
う
か

ら 興
味
が
も
て
な
い
か
ら

必
要
で
な
い
と
思
う
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 35.3 22.1 17.1 13.6 7.5 4.8 3.2 1.6 7.8 5.9 5.2

男性／（計） 196 38.3 18.9 15.8 14.3 5.6 6.1 5.1 1.0 9.2 4.1 2.6

20歳代 33 30.3 18.2 24.2 6.1 6.1 3.0 6.1 - 9.1 6.1 9.1

30歳代 45 40.0 22.2 11.1 13.3 - 8.9 8.9 2.2 15.6 2.2 -

40歳代 39 51.3 17.9 5.1 17.9 5.1 - 5.1 - 12.8 - -

50歳代 21 38.1 33.3 14.3 23.8 - 4.8 4.8 - - - -

60歳代 20 45.0 20.0 20.0 15.0 10.0 5.0 - - 5.0 5.0 -

70歳以上 36 22.2 8.3 25.0 13.9 13.9 13.9 2.8 2.8 5.6 11.1 5.6

女性／（計） 327 35.2 24.8 18.7 12.5 8.0 3.7 1.8 1.2 8.0 6.1 4.6

20歳代 37 35.1 35.1 21.6 13.5 - - - 2.7 5.4 5.4 2.7

30歳代 68 35.3 19.1 14.7 13.2 4.4 4.4 4.4 - 11.8 4.4 2.9

40歳代 65 44.6 32.3 10.8 16.9 4.6 4.6 - 3.1 4.6 3.1 1.5

50歳代 40 37.5 22.5 22.5 10.0 7.5 2.5 2.5 - 12.5 5.0 7.5

60歳代 55 38.2 23.6 23.6 9.1 9.1 5.5 1.8 - 1.8 10.9 3.6

70歳以上 62 21.0 19.4 22.6 11.3 19.4 3.2 1.6 1.6 11.3 8.1 9.7

ぜひ進めてほしい 299 40.5 35.5 23.1 19.1 6.7 0.7 - - 5.4 2.3 1.3

進めてほしい 225 46.2 19.1 17.3 12.4 12.4 3.1 - 0.9 3.6 4.0 2.7

最低限の支援だけ進めてほしい 49 18.4 6.1 12.2 16.3 2.0 26.5 6.1 8.2 18.4 4.1 -

どちらともいえない 39 17.9 2.6 2.6 2.6 2.6 20.5 12.8 - 20.5 17.9 2.6

まったく進めなくともよい 5 - - 20.0 - - - 20.0 60.0 40.0 - -

自分には関係がない 14 7.1 - 7.1 - - 7.1 64.3 7.1 14.3 7.1 -

その他 12 8.3 - - - 8.3 - 8.3 8.3 66.7 8.3 -

わからない 24 4.2 - 4.2 - 4.2 8.3 12.5 - 4.2 58.3 4.2
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

区
と
区
民
の
協
力
推
進
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問 26 あなたは、生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興を、区と区民が協力して進めてい

くために、区はどのようなことに力を入れるべきだと考えますか。（複数回答） 

 

生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興を、区と区民が協力して進めていくために、区が

力を入れるべきことは、「一人でも気軽に参加できること」が 40.5％で最も高く、次いで、「施設使用料

や参加費が安いこと」37.5％、「講座、教室を充実させること」35.3％、「活動時間帯を工夫すること」

35.2％、「活動場所を工夫すること」32.4％などとなっている。 
 

 

図表 97 区の注力課題【単純集計】 

回答者数=691人

40.5%

37.5%

35.3%

35.2%

32.4%

27.1%

24.2%

22.4%

19.7%

17.2%

13.7%

13.0%

11.3%

5.8%

5.6%

2.5%

4.6%

3.5%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

一人でも気軽に参加できること

施設使用料や参加費が安いこと

講座、教室を充実させること

活動時間帯を工夫すること

活動場所を工夫すること

一流（本物）のものに触れる機会を創出すること

大学などの公開講座などを充実すること

区報ぶんきょうやホームページなどによる情報発信を行うこと

図書館の図書や情報を充実すること

教えてくれる人がいること

博物館や美術館の講座を充実すること

学習や活動について気軽に相談できる窓口を充実すること

一緒に行う仲間づくりの機会を創出すること

成果を発表できる大会などのイベントを開催すること

時間が確保できるように企業への働きかけを進めること

他地域（団体）との交流を推進すること

その他

特にない

無回答

 
 
 
性別でみると、男性は「一人でも気軽に参加できること」40.3％、「活動場所を工夫すること」35.2％、

「施設使用料や参加費が安いこと」34.7％などとなっている。一方、女性は「一人でも気軽に参加でき

ること」41.9％、「講座、教室を充実させること」41.0％、「施設使用料や参加費が安いこと」40.7％な

どとなっており、「施設使用料や参加費が安いこと」、「講座、教室を充実させること」は、女性のほう

が男性よりも高くなっている。また、女性では「区報ぶんきょうやホームページなどによる情報発信を

行うこと」もやや高くなっている。 
性／年齢別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、「一人でも気軽に参加できること」は男性 20 歳

代と 50～60 歳代、女性 60 歳以上、「施設使用料や参加費が安いこと」は男性 30 歳代と 60 歳代、女性
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20～50 歳代、「講座、教室を充実させること」は女性 30～40 歳代、「活動時間帯を工夫すること」は男

性 30～40 歳代、女性 20～30 歳代、「活動場所を工夫すること」は男性 40～60 歳代、女性 50 歳代がそ

れぞれ高くなっている。 
 
 
図表 98 区の注力課題【性別×年齢別】 
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る
情

報
発
信
を
行
う
こ
と

図
書
館
の
図
書
や
情
報
を

充
実
す
る
こ
と

教
え
て
く
れ
る
人
が
い
る

こ
と

(%)
全体 691 40.5 37.5 35.3 35.2 32.4 27.1 24.2 22.4 19.7 17.2

男性／（計） 196 40.3 34.7 30.6 34.2 35.2 27.0 19.9 16.3 23.5 17.3

20歳代 33 48.5 39.4 30.3 21.2 27.3 33.3 27.3 6.1 27.3 9.1

30歳代 45 31.1 46.7 31.1 48.9 33.3 22.2 20.0 13.3 24.4 26.7

40歳代 39 38.5 35.9 30.8 46.2 43.6 33.3 23.1 25.6 17.9 15.4

50歳代 21 47.6 14.3 28.6 33.3 47.6 33.3 33.3 14.3 28.6 14.3

60歳代 20 60.0 45.0 35.0 30.0 45.0 30.0 5.0 30.0 20.0 20.0

70歳以上 36 30.6 19.4 25.0 16.7 22.2 16.7 8.3 13.9 19.4 16.7

女性／（計） 327 41.9 40.7 41.0 35.2 29.4 27.8 25.1 27.5 17.7 15.6

20歳代 37 37.8 56.8 37.8 56.8 29.7 21.6 27.0 24.3 8.1 16.2

30歳代 68 33.8 50.0 48.5 44.1 32.4 35.3 29.4 25.0 26.5 11.8

40歳代 65 32.3 44.6 53.8 38.5 33.8 26.2 33.8 36.9 15.4 16.9

50歳代 40 40.0 60.0 35.0 25.0 37.5 22.5 20.0 47.5 12.5 5.0

60歳代 55 58.2 21.8 38.2 21.8 20.0 21.8 25.5 12.7 20.0 27.3

70歳以上 62 50.0 21.0 27.4 27.4 24.2 33.9 12.9 22.6 17.7 14.5

回
答
者
数

（
人

）

博
物
館
や
美
術
館
の
講
座

を
充
実
す
る
こ
と

学
習
や
活
動
に
つ
い
て
気

軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
を

充
実
す
る
こ
と

一
緒
に
行
う
仲
間
づ
く
り

の
機
会
を
創
出
す
る
こ
と

成
果
を
発
表
で
き
る
大
会

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
こ
と

時
間
が
確
保
で
き
る
よ
う
に

企
業
へ
の
働
き
か
け
を
進
め

る
こ
と

他
地
域

（
団
体

）
と
の
交

流
を
推
進
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)
全体 691 13.7 13.0 11.3 5.8 5.6 2.5 4.6 3.5 5.8

男性／（計） 196 12.2 11.2 14.8 8.7 5.1 3.6 4.6 6.1 3.6

20歳代 33 9.1 12.1 18.2 18.2 9.1 3.0 6.1 6.1 6.1

30歳代 45 15.6 11.1 26.7 6.7 6.7 6.7 6.7 4.4 -

40歳代 39 5.1 7.7 5.1 15.4 7.7 2.6 5.1 2.6 -

50歳代 21 14.3 9.5 19.0 - - - - 4.8 -

60歳代 20 20.0 10.0 15.0 10.0 - 5.0 - - -

70歳以上 36 13.9 16.7 5.6 - 2.8 2.8 5.6 16.7 13.9

女性／（計） 327 15.6 13.5 8.9 4.6 6.1 2.4 4.0 1.5 6.1

20歳代 37 16.2 8.1 8.1 5.4 18.9 8.1 2.7 - 2.7

30歳代 68 17.6 11.8 4.4 2.9 10.3 1.5 5.9 - 1.5

40歳代 65 18.5 9.2 9.2 4.6 4.6 - 3.1 1.5 1.5

50歳代 40 5.0 25.0 15.0 5.0 2.5 10.0 2.5 2.5 10.0

60歳代 55 16.4 14.5 12.7 7.3 1.8 - 1.8 3.6 5.5

70歳以上 62 16.1 14.5 6.5 3.2 1.6 - 6.5 1.6 16.1
※表側の無回答は除く。

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢

男
性
／
年
齢

女
性
／
年
齢
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ライフスタイル別に全体と比べて特徴的なものを挙げると、タイプＡは「講座、教室を充実させるこ

と」、「活動時間帯を工夫すること」、「大学などの公開講座などを充実すること」、タイプＢは「一人で

も気軽に参加できること」、「活動場所を工夫すること」、タイプＣは「施設使用料や参加費が安いこと」、

タイプＥは「区報ぶんきょうやホームページなどによる情報発信を行うこと」がそれぞれ高くなってい

る。 
 
 
図表 99 区の注力課題【ライフスタイル別】 

回
答
者
数

（
人

）

一
人
で
も
気
軽
に
参
加
で

き
る
こ
と

施
設
使
用
料
や
参
加
費
が

安
い
こ
と

講
座

、
教
室
を
充
実
さ
せ

る
こ
と

活
動
時
間
帯
を
工
夫
す
る

こ
と

活
動
場
所
を
工
夫
す
る
こ

と 一
流

（
本
物

）
の
も
の
に

触
れ
る
機
会
を
創
出
す
る

こ
と

大
学
な
ど
の
公
開
講
座
な

ど
を
充
実
す
る
こ
と

区
報
ぶ
ん
き
ょ
う
や
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
な
ど
に
よ
る
情

報
発
信
を
行
う
こ
と

図
書
館
の
図
書
や
情
報
を

充
実
す
る
こ
と

教
え
て
く
れ
る
人
が
い
る

こ
と

(%)

全体 691 40.5 37.5 35.3 35.2 32.4 27.1 24.2 22.4 19.7 17.2

タイプＡ 139 31.7 36.0 41.0 43.9 34.5 31.7 30.2 19.4 21.6 16.5

タイプＢ 160 46.3 32.5 40.0 34.4 38.8 29.4 24.4 23.1 16.3 17.5

タイプＣ 123 39.8 44.7 26.8 33.3 27.6 25.2 25.2 15.4 16.3 17.9

タイプＤ 130 41.5 34.6 26.9 30.8 27.7 25.4 18.5 24.6 20.8 17.7

タイプＥ 131 42.0 42.0 38.9 33.6 31.3 22.9 23.7 29.8 23.7 16.8

回
答
者
数

（
人

）

博
物
館
や
美
術
館
の
講
座

を
充
実
す
る
こ
と

学
習
や
活
動
に
つ
い
て
気

軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
を

充
実
す
る
こ
と

一
緒
に
行
う
仲
間
づ
く
り

の
機
会
を
創
出
す
る
こ
と

成
果
を
発
表
で
き
る
大
会

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
こ
と

時
間
が
確
保
で
き
る
よ
う
に

企
業
へ
の
働
き
か
け
を
進
め

る
こ
と

他
地
域

（
団
体

）
と
の
交

流
を
推
進
す
る
こ
と

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

(%)

全体 691 13.7 13.0 11.3 5.8 5.6 2.5 4.6 3.5 5.8

タイプＡ 139 13.7 7.9 9.4 7.2 5.0 2.2 6.5 2.2 4.3

タイプＢ 160 10.0 15.6 13.1 5.6 5.0 2.5 4.4 2.5 2.5

タイプＣ 123 11.4 14.6 8.1 3.3 8.1 2.4 4.9 4.9 6.5

タイプＤ 130 19.2 13.8 13.1 4.6 4.6 3.1 3.1 5.4 10.8

タイプＥ 131 16.0 13.7 13.0 8.4 6.1 2.3 4.6 3.1 3.8

※表側の無回答は除く。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
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問 27 今後の生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興に関して、ご意見・ご要望等をご自由

にお書きください。 

 

 事業内容の充実 

【生涯学習】 

・ 外国人に日本語を教える手助けをしつつ、これからは外国語を学ぶ等の機会を設ける。一方向

の講義スタイルではなく、双方向の方が身に付きやすいし一石二鳥。 

・ 伝統のある文化や資源を残しつつも、若い人も高齢の方も楽しめる、活気ある取組みを期待す

る。 

・ 文京区ならではの特色を出してほしい。例えば、大学が多い地域特性を活かした大学の施設等

を活用した企画、神社・仏閣・史跡が多い地域特性を活かした歴史探訪ウォーキングツアーや

文化交流イベント等、区民・国内外観光客共に楽しみ学べる企画等。 

 

【文化芸術】 

・ シビックホールで何らかの大々的な催し物があると地域が盛り上がると思う。 

・ コンサート・展覧会の招待券や割引券を、町内会を通じて配布するというのはいかがか。 

・ 文豪達の作品を勉強し、小説の中で歩いた道等を歩きながら、その作品を楽しむ企画。 

 
【スポーツ】 

・ スポーツ大会を多く開催する事で、まちが元気になる。 

・ 親子で参加できる教室やスポーツ内容を増やしてほしい。仲間が増えたり、コミュニティーに

参加できたりする機会になる。 

・ 教育の森・スポーツ施設は、少し専門的な一部の人々の場所のように思う。もっと普通のレベ

ルのスポーツもできればと思う。 

・ 運動・栄養は重要なテーマである。民間だけでなく、産（企業）との連携もしていくと良い。 

 
【観光】 

・ 文京区は歴史のある建造物・エリアが他より圧倒的に多いため、国内外の旅行者にユニークな

アプローチ（古い旅館でのランチなど）が可能だと思う。 

・ 民間のカフェや料理店等への協力の要請。例えば外国人に対して分かりやすい料理店マップを

つくり、店での語学堪能なスタッフの有無や、たとえいなくても好意的かどうか分かるように

する。 

・ 観光地化がすぎると、住みにくくなるのが心配である。 

 

【国際】 

・ 外国人観光客を増やしていけるような取り組みを行い、文京区の活性化を図ってはいかがか。 

・ 特定の人々に偏っている。もっと周知させ、誰でも参画できるようにしたらと考える。 

・ 学習やスポーツも日本人だけでなく、外国の人達も講師に招いてほしい。それだけで、外国に

行かなくても国際感覚が少しは伝わるのではないか。 

・ 国際交流を目的とした短期（例えば週末）のホームステイの実施。 

・ 区として国際交流の為にどのような活動をしているのかを、区報等で知らせてほしい。皆が支

え合って生活していくためにも、何か交流できるきっかけを区が提供してほしいと思う。 
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 機会提供、参加のための工夫 

・ 生涯学習などに参加する事は、働きながらではなかなか難しい。機会提供を増やしてほしい。 

・ どうすれば気軽に参加する事ができるのかを工夫する。 

・ 講習会等は世代別に別けて行う等、より誰もが参加しやすい環境を作ってほしい。 

・ 子どもを預けて、活動できるシステムをつくってほしい。 

・ 一回だけの単発の講座のような体験シリーズを増やしたら、参加のきっかけにはなると思う。 

・ いろいろと相談出来る場所を増やしてほしい。 

・ 講座に申込んだが、抽選で外れた事が２度あった。応募状況を見て、人気の高いものは講座数

や内容の充実を図っていただけたらと思う。 

 
 情報提供・宣伝方法の工夫 

・ 区がどのような施設や機会を提供しているのかの情報がほしいと感じている。 

・ 文京区には「これがシンボル」というものがないため、テレビ番組・有名な映画等とのタイア

ップのような、有効な方法での宣伝が必要不可欠になると思う。 

・ 区報はイベント情報や教室情報も分かりやすいので、頼りにしている。 

・ 一般人に分かりやすいような宣伝方法等で、区が行っている事を広めてほしい。 

・ 深夜でもアクセスできるホームページの充実が必要。 

・ アカデミー施設・交流館等、それぞれの予約がしにくいので、友人と活動がしにくい。空き部

屋情報をホームページに出していただけるとありがたい。 

・ 広報紙に載せるだけではなく、「内容・場所・時間帯」を掲示板で知らせる工夫がほしい。 

 
 施設・場所の確保 

・ テニスコートは、実質、遊休施設となっているコートがあればどんどん一般開放してほしい。 

・ 小石川運動場の登録手続きを簡単にしてほしい。 

・ 使用料が安いスポーツ施設を提供してほしい。 

・ 区内の有料文化施設はどこでも使用できるような、区民向けの年間パスポートを作ってほしい。 

・ 施設は十分にあると思うが、生活の中で常に活用する事ができない。やはり地域にある学校・

交流館・公園・空き地等を利用し、子どもから老人まで全世代が交流できる場を区と区民が協

力して作っていけると良いと思う。 

・ 区民・都民に限らず、誰でも使える場所・建物を提供すべき。 

・ 近所のテニスコートはかなり先まで予約がいっぱいで、１度も当選した事がない。 

・ 図書館の本を中身・冊数共に充実してほしい。 

・ 中央図書館のような、設備の整った図書館が在ると嬉しい。特に「自習スペース」がほしい。 

 
 時間帯の配慮 

・ 時間・環境等、もっと参加しやすくなれば良いと思う。 

・ 働いている世代が参加しやすい時間帯・場所・内容を是非とも考えていただきたい。高齢者ば

かりとか、主婦、子育て中の方ばかりのグループには入りづらい。 

・ 平日の昼間は仕事がある人は参加しにくいため、平日と休日（土日祝）それぞれ同じような講

座を開くのはいかがか。 

 

 費用について 

・ 低価格で利用出来るものが出来たら嬉しい。 

 

 成果披露 

・ 以前、読み聞かせの講座を何度か受講した。為になる良い講座ばかりだったが、その後、継続

的にブラッシュアップする講座や学んだ事を活かせる機会がないのが残念である。読み聞かせ

ボランティア等で、区内の幼稚園・小学校・図書館等で活動ができたら素晴しいと思う。 
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 教育機関との連携 

・ 大学の講義を聴講しやすい制度を作ってほしい。 

・ これだけ地域に大学があるので、大学と提携して、内容を充実させていただきたいと思う。 

・ 区内の学校（区立・都立・国立・私立）の施設を活用出来るようにする。夜間や休日は特に。 

 
 人材について 

・ 地域の大学院生等を講師として活用する。 

・ 区内の人材の発掘を行い、地域に根ざしたものとなるよう働きかけていく事で、より裾野が広

がり、豊かになっていくと思う。 

 
 仲間づくり 

・ フラダンス・体操・コーラス・手芸を楽しんでやっている。友達ができる事が一番嬉しい。 

・ さまざまな交流の場を通じて、地域で協力し合う機会が増えると良いと思う。 

 
 文京区アカデミー推進計画について 

・ 生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興の５つのうち、どれに一番力を注ぐのかを

はっきりさせないと、全部が中途半端な取組みになりそう。どれか一つでも、全国にない画期

的な事をすれば、区民の関心も集るのでは。 

・ 行政と区民が、ボランティアを含め、協働して作る姿勢で取組むと良いと考える。 

・ この政策にあまりお金を使わないでほしい。我の人生（老後）は我で決するものだ。お上から

与えられるものではない。政策の優先順位として、若い世代に充実した保育園を造ってほしい。 

・ 生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際振興等に興味を持つ人は、それなりの考えがある

のだから、自分自身で自由に行動を起こせば良い。これ以上の公共施設は必要無い。 

・ 生涯学習・文化芸術・スポーツは個人が行うので、区が関与する必要ない。個々が集って団体

をつくり、それぞれを進めていけば良い。 
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＜参考＞ 使用した調査票 
 

学習や趣味・スポーツなどに関する調査 
 

 

１．この調査票では、調査対象の方を「あなた」とします。できるだけご本人がお答えください。

ただし、ご本人が答えられないときは、どなたかがご本人の意見を聞いて、ご本人の立場に

立ってお答えください。 

２．次ページから順にご記入ください。途中回答により、次に答える問を案内していますので、

それにしたがってください。 

３．ご記入に際して： 

(1) 回答は、あてはまる項目を選び、その番号を○で囲むものと、文字または数字などを記入

するものがあります。 

(2) 質問により回答が「１つ」、「いくつでも」など、○の数は質問ごとに指定しています。 

(3) ご記入は、黒か青のボールペンまたはサインペンをお使いください。 

(4) 個人情報保護の観点から、調査票や返信用の封筒には、お名前やご住所を記入しないでく

ださい。 

４．ご記入いただきました調査票は、２月５日（金曜日）までに、同封の返信用封筒に入れ

て投函してください。切手を貼る必要はありません。 

５．記入方法などについて、わからないことがございましたら、下記にお問い合わせください。 

 

文京区 アカデミー推進部 アカデミー推進課 TEL：03-5803-1307（担当：佐藤） 

  
日ごろより区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

文京区では、平成17年に「文京アカデミー構想」を策定し、地域特性である大学等

の教育機関、文化施設等と連携を図ることで「区内まるごとキャンパス」を実現し、最

先端の生涯学習・文化施策を区民の皆様と協力して展開する「生涯学習都市・文京」を

築くことを目指し、積極的に事業を推進してきました。  

このたび、より将来的な施策を展開するための課題や方向性等の検討を行い、今後の

生涯学習、スポーツ、文化芸術、観光、国際の振興の新たな指針となる「文京区アカデ

ミー推進計画」を策定することといたしました。 

この調査は、区民の皆様の日ごろの学習や趣味・スポーツ・文化芸術活動・観光・国

際交流に関する実態やご意見・ご要望などを伺い、計画を策定するうえでの基礎資料と

して活用するために行います。 

 調査の対象として、区内に在住する 20 歳以上の皆様の中から、2,000 名を無作為

に選ばせていただきました。 

 ご回答いただいた内容は、すべて統計的に処理しますので、ご本人が特定されたり、

皆様の回答がそのまま公表されることはありません。また、ご回答いただいた調査票

は、本調査の目的以外に使用することはありません。プライバシーの保護に関しては万

全を期しますので、安心して率直なお答えを記入してください。 

お忙しいところ恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますようお願

い申し上げます。  

平成２2 年１月

文  京  区
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【１．調査票記入者の状況についてお聞きします】 

 Ｆ１  はじめにあなたご本人のことについてお伺いします。 

（１） 性別（○は１つ） １ 男性 ２ 女性 

（２） 年齢 

（平成 22 年１月１日現在） 

（○は１つ） 

１ 20 歳代 

２ 30 歳代 

３ 40 歳代 

４ 50 歳代 

５ 60 歳代 

６ 70 歳以上 

（３） 職業（○は１つ） １ 自営業 

２ 会社員（フルタイム） 

３ 会社員（パートタイム） 

４ 教員・公務員・団体職員 

５ 専業主婦 

６ 学生 

７ 無職 

８ その他（                      ） 

（４） 結婚（○は１つ） １ 未婚 ２ 既婚 

（５） 子どもの有無 

（○はいくつでも） 

１ 乳幼児 

２ 小学生 

３ 中高生 

４ 高校卒業以上 

５ なし 

 

 Ｆ２  あなたのお住まいの地区はどちらですか。（○は１つ） 

１ 大塚 

２ 音羽 

３ 春日 

４ 小石川 

５ 後楽 

６ 小日向 

７ 水道 

８ 関口 

９ 千石 

10 千駄木 

11 西片 

12 根津 

13 白山 

14 本駒込 

15 本郷 

16 向丘 

17 目白台 

18 弥生 

19 湯島 

 

 Ｆ３  通勤・もしくは通学されている方にお伺いします。あなたの通勤・通学先はどちらですか。

（○は１つ） 

１ 文京区内 

２ 区外近隣区（千代田区、中央区、港区、新宿区、豊島区） 

３ 「１」「２」以外の東京 23 区 

４ 東京都内市町村 

５ 東京都外 

６ その他（                                       ） 

 

 Ｆ４  あなたは、文京区にお住まいになって何年になりますか。（○は１つ） 

１ １年未満 

２ １年以上５年未満 

３ ５年以上 10 年未満 

４ 10 年以上 15 年未満 

５ 15 年以上 20 年未満 

６ 20 年以上 
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【２．文京区のイメージについてお聞きします】 

 問１  あなたは、文京区についてどのようなイメージをお持ちですか。（○はいくつでも） 

１ 交通の便がよい 

２ 治安がよい 

３ まち並みがきれい 

４ 歴史や伝統がある 

５ 坂や路地が多い 

６ 緑が多いまちである 

７ 大学が多くアカデミックな雰囲気がある 

８ 文豪等の文化人の集うまちである 

９ 優秀な人材が多い 

10 落ち着きがある 

11 高級感がある 

12 活気がある 

13 庶民的である 

14 話題性がある 

15 子育てがしやすい 

16 教育水準が高い 

17 公共施設が充実している 

18 コンサートホール・美術館などの文化芸

術・スポーツ施設が充実している 

19 地域活動が盛んである 

20 商業施設が充実している 

21 行政サービスが充実している 

22 病院・福祉施設が充実している 

23 バリアフリー化が進んでいる 

24 その他（              ）

25 特にない 

 

【３－１．文化芸術活動についてお聞きします】 

 問２  あなたは、この１年くらいの間に、文化芸術活動に参加したり鑑賞したりするために、文

化施設やホール等を有する施設（区の施設に限らず、国・都・民間施設も含む）に足を運

びましたか。（○は１つ） 

１ 参加したことも鑑賞したこともある 

２ 参加したことはあるが鑑賞したことはない      （問２－１へ） 

３ 参加したことはないが鑑賞したことはある 

４ 参加したことも鑑賞したこともない （問２－２へ） 

 

 問２－１  問２で「１」～「３」と答えた人へ、参加又は鑑賞した分野・テーマは、どの

ようなことですか。（○はいくつでも） 

１ 音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど） 

２ 美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど） 

３ 舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど） 

４ 生活文化（いけばな・書道・編物・染色など） 

５ 伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など） 

６ メディア芸術（コンピューターなどの電子機器を使った芸術） 

７ その他（                                    ）

 

 問２－２  問２で「４ 参加したことも鑑賞したこともない」と答えた人へ、参加も鑑賞

もしなかった主な理由は、どのようなことですか。（○は主なもの３つまで） 

１ 仕事・学業や家事・育児などで忙しいから 

２ お金がかかるから 

３ 活動する場所や施設が近くになかったから 

４ 文化芸術に関する必要な情報がどこにあるかわからなかったから 

５ 一緒に活動する仲間がいなかったから 

６ 文化芸術が嫌い又は興味・関心がないから 

７ その他（           ） 

８ 特に理由はない 
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 問３  あなたが今後、参加又は鑑賞したいと思う分野・テーマは、どのようなことですか。現在、

文化芸術活動を行っていない方は、今後、文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答

えください。（○はいくつでも） 

１ 音楽（オーケストラ・吹奏楽・ポップス・ジャズなど） 

２ 美術（絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど） 

３ 舞台芸術（演劇・ダンス・日舞・ミュージカルなど） 

４ 生活文化（いけばな・書道・編物・染色など） 

５ 伝統芸能（雅楽・能楽・狂言・歌舞伎など） 

６ メディア芸術（コンピューターなどの電子機器を使った芸術） 

７ その他（                                   ） 

８ 特にない 

 

 問４  あなたが文化芸術活動を行いやすい時間帯はいつですか。現在、文化芸術活動を行ってい

ない方は、今後、文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答えください。 

（○は主なもの２つまで） 

１ 平日早朝（５時～９時） 

２ 平日日中（９時～18 時） 

３ 平日夜間（18 時～22 時） 

４ 平日深夜（22 時～５時） 

 

５ 土日祝日早朝（５時～９時） 

６ 土日祝日日中（９時～18 時） 

７ 土日祝日夜間（18 時～22 時） 

８ 土日祝日深夜（22 時～５時） 

９ 特にない 

 

 問５  あなたが現在行っている（今後行ってみたい）文化芸術活動を、より活発に、より深く楽

しめるようにするためには、どのような場所が必要ですか。現在、文化芸術活動を行って

いない方は、今後、文化芸術活動を行う場合のことを想定してお答えください。 

（○は主なもの３つまで） 

１ シビックセンター 

２ シビックホールなどのホール 

３ アカデミー文京などの生涯学習施設 

４ 交流館 

５ 区民センター等のその他区立施設 

６ 総合体育館などの区立体育施設 

７ 区立小中学校の教室・体育館 

８ 区内の大学施設 

９ 図書館 

10 美術館 

11 博物館や資料館 

12 文化情報提供施設 

13 公園・広場・空き地 

14 練習スタジオ 

15 ギャラリー 

16 福祉施設 

17 その他（                                                         ） 

18 特にない 
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【３－２．生涯学習についてお聞きします】 

 問６  あなたは、この１年くらいの間に、生涯学習に取り組みましたか。（○は１つ） 

１ 取り組んだ（問６－１へ） ２ 取り組んだことはない（問６－２へ） 

 

 問６－１  問６で「１ 取り組んだ」と答えた方へ、どのような学習や活動を行いました

か。（○はいくつでも） 

１ 教養的なもの（文学、歴史、自然科学など） 

２ 地域の伝統文化・郷土史 

３ パソコン・インターネット 

４ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、

和裁、編み物など） 

５ 園芸・ガーデニング 

６ 子育て・教育に関する活動 

７ 福祉に関する活動 

８ まちづくり 

９ 緑化・環境問題・リサイクルなど 

10 健康・医学・食育 

11 自然体験・野外活動、農業体験など 

12 社会科見学（工場・産業）・観光 

13 仕事に関係ある知識の習得や資格取得など

14 時事問題・社会問題 

15 その他 

  （                  ）

 

 問６－２  問６で「２ 取り組んだことはない」と答えた方へ、生涯学習に取り組んでい

ない理由はどのようなことですか。（○はいくつでも） 

１ お金がかかるから 

２ 仕事や家事が忙しくて時間がないから 

３ 自分の希望に合う講座や教室などがないから 

４ 講座や教室などが行われる時期・時間が合わないから 

５ 適切な指導者や講師がいないから 

６ 適当な活動場所がないから 

７ 成果を活かす場や機会が少ないから 

８ 一緒に学習する仲間が少ないから 

９ 人間関係が難しいから 

10 周囲の理解を得にくいから 

11 十分な情報が得られないから 

12 きっかけがないから 

13 面倒であるから 

14 そういうことは好きではないから 

15 特に必要ないから 

16 その他（                                 ） 

17 特に理由はない 

 

 問７  あなたは、今後どのような生涯学習に取り組みたいと思いますか。現在、生涯学習を行っ

ていない方は、今後、生涯学習を行う場合のことを想定してお答えください。 

（○はいくつでも） 

１ 教養的なもの（文学、歴史、自然科学など）

２ 地域の伝統文化・郷土史 

３ パソコン・インターネット 

４ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和

裁、編み物など） 

５ 園芸・ガーデニング 

６ 子育て・教育に関する活動 

７ 福祉に関する活動 

８ まちづくり 

９ 緑化・環境問題・リサイクルなど 

10 健康・医学・食育 

11 自然体験・野外活動、農業体験など 

12 社会科見学（工場・産業）・観光 

13 仕事に関係ある知識の習得や資格取得など

14 時事問題・社会問題 

15 その他 

  （                 ） 

16 特にない 
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 問８  あなたが生涯学習を行いやすい時間帯はいつですか。現在、生涯学習を行っていない方は、

今後、生涯学習を行う場合のことを想定してお答えください。（○は主なもの２つまで） 

１ 平日早朝（５時～９時） 

２ 平日日中（９時～18 時） 

３ 平日夜間（18 時～22 時） 

４ 平日深夜（22 時～５時） 

５ 土日祝日早朝（５時～９時） 

６ 土日祝日日中（９時～18 時） 

７ 土日祝日夜間（18 時～22 時） 

８ 土日祝日深夜（22 時～５時） 

９ 特にない 

 

 問９  あなたが現在行っている（今後行ってみたい）生涯学習を、今後より豊かに行うためには、

どのような「場所」が必要ですか。現在、生涯学習を行っていない方は、今後、生涯学習

を行う場合のことを想定してお答えください。（○は主なもの３つまで） 

１ シビックセンター 

２ シビックホールなどのホール 

３ アカデミー文京などの生涯学習施設 

４ 交流館 

５ 区民センター等のその他区立施設 

６ 総合体育館などの区立体育施設 

７ 区立小中学校の教室・体育館 

８ 区内の大学施設 

９ 図書館 

10 美術館 

11 博物館や資料館 

12 民間のカルチャーセンターやスポーツクラブなど 

13 民間が運営する習い事の教室など 

14 テレビや通信教育 

15 インターネット 

16 その他（                                   ）

17 特にない 

 

【３－３．スポーツ活動についてお聞きします】 

 問 10  あなたは、日頃、スポーツをしていますか。（○は１つ） 

１ している（問 10－１へ） ２ していない（問 10－４へ） 

 

 問 10－１  問 10 で「１ している」と答えた人へ、あなたは、日頃、スポーツをどの程

度していますか。（それぞれ○は１つ） 

（１）スポーツをする頻度 （２）１回あたりの平均時間 

１ ほぼ毎日 

２ 週に２～３日程度 

３ 週に１日程度 

４ 月に１～３日程度 

１ ３０分未満 

２ ３０分以上１時間未満 

３ １時間以上２時間未満 

４ ２時間以上 
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 問 10－２  問 10 で「１ している」と答えた人へ、スポーツをする主な理由は何ですか。 

（○は主なもの３つまで） 

１ 健康維持・体力向上のため 

２ 運動不足解消のため 

３ ストレス解消や気晴らしのため 

４ 友人や仲間との交流のため 

５ 家族とのふれあいのため 

６ 美容やダイエットのため 

７ 自分の記録や技術の向上のため 

８ 家族や友人などから勧められたため 

９ その他（                                 ）

10 特に理由はない 

 

 問 10－３  問 10 で「１ している」と答えた人へ、どのようなスポーツをしていますか。 

（○は主なもの３つまで） 

１ ウォーキング 

２ ジョギング 

３ 体操･ラジオ体操･ヨガ 

４ ダンス 

５ ウエイトトレーニング 

６ 水泳･水中ウォーキング 

７ ゴルフ 

８ 野球･ソフトボール 

９ サッカー 

10 バレーボール 

11 バスケットボール 

12 テニス 

13 バドミントン 

14 卓球 

15 スキー･スノーボード 

16 剣道 

17 柔道 

18 弓道・アーチェリー 

19 その他 

 （          ）

 

 問 10－４  問 10 で「２ していない」と答えた人へ、スポーツをしていない主な理由は

どのようなことですか。（○は主なもの３つまで） 

１ 仕事･家事･育児で忙しいから 

２ お金がかかるから 

３ 場所や施設がないから 

４ きっかけがないから 

５ 面倒だから 

６ 教えてくれる人がいないから 

７ 一緒にやる仲間がいないから 

８ スポーツが苦手（下手）だから 

９ 病気･怪我（けが）をしているから 

10 健康に自信がないから 

11 医師などから止められているから 

12 ふだん身体を使っているから 

13 スポーツに関心がないから(嫌いだから) 

14 スポーツに関する情報がないから 

15 その他（                                ） 

16 特に理由はない 

 

 問 11  あなたは、今後、どのようなスポーツをしたいですか。現在、スポーツをしていない方

は、今後、スポーツをする場合のことを想定してお答えください。 

（○は主なもの３つまで） 

１ ウォーキング 

２ ジョギング 

３ 体操･ラジオ体操･ヨガ 

４ ダンス 

５ ウエイトトレーニング 

６ 水泳･水中ウォーキング 

７ ゴルフ 

８ 野球･ソフトボール 

９ サッカー 

10 バレーボール 

11 バスケットボール 

12 テニス 

13 バドミントン 

14 卓球 

15 スキー･スノーボード 

16 剣道 

17 柔道 

18 弓道・アーチェリー 

19 その他 

  （          ） 

20 特にない 
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 問 12  あなたがスポーツを行いやすい時間帯はいつですか。現在、スポーツをしていない方は、

今後、スポーツをする場合のことを想定してお答えください。（○は主なもの２つまで） 

１ 平日早朝（５時～９時） 

２ 平日日中（９時～18 時） 

３ 平日夜間（18 時～22 時） 

４ 平日深夜（22 時～５時） 

５ 土日祝日早朝（５時～９時） 

６ 土日祝日日中（９時～18 時） 

７ 土日祝日夜間（18 時～22 時） 

８ 土日祝日深夜（22 時～５時） 

９ 特にない 

 

 問 13  あなたが現在行っている（今後行ってみたい）スポーツを、今後より豊かに行うために

は、どのような場所が必要ですか。現在、スポーツをしていない方は、今後、スポーツ

をする場合のことを想定してお答えください。（○はいくつでも） 

１ 自宅 

２ 近くの公園 

３ 区立小･中学校の校庭や体育館 

４ 区立の屋外運動場（小石川運動場など） 

５ 区立の体育館（スポーツセンターなど） 

６ 民間のスポーツ施設 

７ 区外のスポーツ施設 

８ その他 

  （                  ）

９ 特にない 

 

 問 14  あなたは、今後、どのようなことが変われば、スポーツを（さらに）しやすくなると思いま

すか。現在、スポーツをしていない方は、今後、スポーツをする場合のことを想定して

お答えください。（○は主なもの３つまで） 

１ 仕事･家事･育児の時間の短縮 

２ 収入の増加 

３ 休暇の増加 

４ 一緒にスポーツをする仲間の増加 

５ 指導者の増加 

６ スポーツ施設の増加 

７ スポーツ施設の利用料金が安くなる 

８ スポーツ施設の利用方法が簡単になる 

９ スポーツに関する情報が入手しやすくなる

10 大会などのイベントの増加 

11 その他（              ）

12 特にない 

 

【３－４．国際交流活動についてお聞きします】 

 問 15  あなたは、これまでに外国へ行ったことがありますか。（○は１つ） 

１ ある（問 15－１へ） ２ ない（問 16 へ） 

 

 問 15－１  問 15 で「１ ある」と答えた人へ、外国での滞在期間はどれ位でしたか。 

（複数回の場合は最長期間）（○は１つ） 

１ １ヶ月未満 

２ ２～６ヶ月未満 

３ ６ヶ月～１年未満 

４ １年以上～３年未満 

５ ３年以上～５年未満 

６ ５年以上 

 

 問 15－２  問15で「１ ある」と答えた人へ、滞在の目的は何でしたか。（○はいくつでも） 

１ 観光 

２ 仕事 

３ 研修 

４ 留学 

５ 調査研究 

６ 文化芸術活動 

７ 家族・友人の訪問 

８ その他 

  （         ）
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 問 16  あなたは、地域における外国人と、どのように交流していますか。（○は１つ） 

１ 親しく付き合っている 

２ ときどき話をする 

３ あいさつをする程度 

４ 付き合いはない 

５ 近所で外国人を見かけない 

６ 近所ではないが外国人との付き合いはある 

７ その他（                                      ）

 

 問 17  あなたは、地域に外国人が住むことについて、どのように思いますか。（○は１つ） 

１ 異文化交流が活発になる 

２ 区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる 

３ 特に何とも思わない 

４ 好ましく思わない 

５ わからない 

６ その他（                                       ）

 

 問 18  あなたは、地域に外国人観光客が訪れることについて、どのように思いますか。 

（○は１つ） 

１ 異文化交流が活発になる 

２ 区民や子どもたちの国際感覚の高揚につながる 

３ 特に何とも思わない 

４ 好ましく思わない 

５ わからない 

６ その他（                                    ）

 

 問 19  あなたは、外国人とともに暮らしやすい地域づくりのための取り組みとして、どのよう

なことが必要だと思いますか。（○は主なもの３つまで） 

１ 日本人向けの異文化理解に関する講座を開催する 

２ 外国人向けの日本の文化や生活習慣の講座を開催する 

３ 日本人と外国人の懇談会や交流の場を設ける 

４ 外国人への公的な相談体制や生活支援を充実する 

５ 外国語やひらがなルビ付きの行政・生活情報を提供する 

６ 外国人に対する日本語学習の手助けをする 

７ 外国人に対する通訳ボランティアなどの通訳支援を充実する 

８ その他（                                   ）

９ 特にない 

 

【３－５．観光についてお聞きします】 

 問 20  あなたは、文京区の観光の情報発信の手法について、どのようなことが必要だと思いま

すか。（○は１つ） 

１ パンフレットなど紙での情報提供の充実 

２ 区、観光協会のホームページの内容の充実 

３ 新聞、テレビ、雑誌を活用した情報提供 

４ ドラマ、映画などの撮影誘致 

５ その他（                                   ） 

６ 特にない 
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 問 21  あなたは、旅行先でおみやげに、１人につき平均いくらのものを買いますか。また、１

回の食事（昼食と夕食）に平均いくら使いますか。（それぞれ○は１つ） 

（１）おみやげ （２）食事/昼食 （３）食事/夕食 

１ ０円～500 円 

２ 501 円～1,000 円 

３ 1,001 円～1,500 円 

４ 1,501 円～2,000 円 

５ 2,001 円以上 

１ ０円～ 500 円 

２ 501 円～1,500 円 

３ 1,501 円～2,500 円 

４ 2,501 円～5,000 円 

５ 5,001 円以上 

１ ０円～ 500 円 

２ 501 円～1,500 円 

３ 1,501 円～2,500 円 

４ 2,501 円～5,000 円 

５ 5,001 円以上 

 

 問 22  Ｆ２で回答した地区で、あなたが自慢できるところや自慢できるものにはどのようなこ

とがありますか。ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４．生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興の 
           イメージや望ましい方向性についてお聞きします】 

文京区では、「文京アカデミー構想」（平成 17 年 11 月策定）により、生涯学習・文化芸術・ス

ポーツ・観光・国際に関して、「区内まるごとキャンパス」の名のもとに区民にとって満足度の

高い施策を提供してきました。この度、区と区民が協力することによってより幅広く「生涯学習

都市・文京」の具体化を図ろうと考えています。 

 

 問 23  あなたは、「アカデミー」と聞いてどのようなイメージが浮かびますか。（○はいくつでも） 

１ 生涯を通じて学ぶこと 

２ 趣味、教養を深めること 

３ 職業上の知識技能の習得 

４ 生涯を充実させること 

５ 生活を楽しむこと 

６ 地域を知ること 

７ 講座や学習活動を行うこと 

８ 健康、体力づくり 

９ その他（                                      ） 

10 特にない 

 

 問 24  あなたは、生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興を、区と区民が協力して

進めていくことに対してどのように感じますか。（○は 1つ） 

１ ぜひ進めてほしい 

２ 進めてほしい 

３ どちらともいえない 

４ 最低限の支援だけ進めてほしい 

５ まったく進めなくともよい 

６ 自分には関係がない 

７ その他（                                      ） 

８ わからない 
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 問 25  問 24 で回答したように感じるのはなぜですか。（○は主なもの３つまで） 

１ 現在、学習や活動を行っているから 

２ これから学習や活動を始めたいと思っているから 

３ まだ始める予定はないが、関心があるから 

４ 以前は学習や活動を行っていたが、現在は行っていないから 

５ 今のままで十分であると思うから 

６ 今のままでは不十分であると思うから 

７ 必要でないと思うから 

８ 興味がもてないから 

９ その他（                                      ） 

10 特に理由はない 

 

 問 26  あなたは、生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興を、区と区民が協力して

進めていくために、区はどのようなことに力を入れるべきだと考えますか。 

（○は主なもの５つまで） 

１ 活動時間帯を工夫すること 

２ 活動場所を工夫すること 

３ 講座、教室を充実させること 

４ 大学などの公開講座などを充実すること 

５ 博物館や美術館の講座を充実すること 

６ 図書館の図書や情報を充実すること 

７ 成果を発表できる大会などのイベントを開催すること 

８ 教えてくれる人がいること 

９ 施設使用料や参加費が安いこと 

10 一流（本物）のものに触れる機会を創出すること 

11 他地域（団体）との交流を推進すること 

12 区報ぶんきょうやホームページなどによる情報発信を行うこと 

13 一人でも気軽に参加できること 

14 一緒に行う仲間づくりの機会を創出すること 

15 時間が確保できるように企業への働きかけを進めること 

16 学習や活動について気軽に相談できる窓口を充実すること 

17 その他（                                  ） 

18 特にない 

 

 問 27  今後の生涯学習・文化芸術・スポーツ・観光・国際の振興に関して、ご意見・ご要望等

をご自由にお書きください。 
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【５．ライフスタイルについてお聞きします】 

 問 28  あなたの日頃の生活行動や意識について、最も近いものをお選びください。（○は１つずつ） 

※本問は、生涯学習やまちの賑わい等に関して、どの
ような人がどのような関心を持っているのかを分析
し、対応策を検討するための設問です。すべての項
目にお答えください。 

あ
て
は
ま
る 

あ
る
程
度 

あ
て
は
ま
る 

ど
ち
ら
と
も

い
え
な
い 

あ
ま
り
あ
て

は
ま
ら
な
い 

あ
て
は
ま
ら

な
い 

例）○○○は△△△である １ ２ ３ ４ ５ 

グループのなかで注目の的になりたい １ ２ ３ ４ ５ 

洋服などを買うとき目立つものを買うほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

ファッションのためにお金や時間をかけてもおしくない １ ２ ３ ４ ５ 

服装や装飾品は一流銘柄のものをつける １ ２ ３ ４ ５ 

自分を表現する手段としてファッションを重視する １ ２ ３ ４ ５ 

名もない銘柄やイミテーションは恥ずかしい １ ２ ３ ４ ５ 

皆が認める銘柄品を身につけていないと不安だ １ ２ ３ ４ ５ 

スポーツで丈夫な身体づくりに励む １ ２ ３ ４ ５ 

スポーツで疲れた神経をスカッとさせる １ ２ ３ ４ ５ 

月に何回かはスポーツや趣味のことをする １ ２ ３ ４ ５ 

好きでよくするスポーツや趣味がある １ ２ ３ ４ ５ 

今の世の中、努力すれば成功できる １ ２ ３ ４ ５ 

今の世の中、知恵を働かせれば成功できる １ ２ ３ ４ ５ 

出世するためにあらゆる努力を惜しまない １ ２ ３ ４ ５ 

同じ一生なら、苦労しても成功者になりたい １ ２ ３ ４ ５ 

部屋に観葉植物をいつも置いている １ ２ ３ ４ ５ 

食べるものには大変こるほうである １ ２ ３ ４ ５ 

フランス料理や懐石料理など、ご馳走には目がない １ ２ ３ ４ ５ 

経済的に恵まれなくても、気ままに楽しく暮らせればよい １ ２ ３ ４ ５ 

人は世間の目など気にせず、好きな人生を送るのがよい １ ２ ３ ４ ５ 

リーダーになって苦労するより、人に従っている方がよい １ ２ ３ ４ ５ 

自分の欲望に忠実に生きるのが、本当の生き方だと思う １ ２ ３ ４ ５ 

仕事で認められなくても、趣味やレジャーで認められればよい １ ２ ３ ４ ５ 

あまり収入がよくなくても、やりがいのある仕事をしたい １ ２ ３ ４ ５ 

出世よりは、自分の人生をエンジョイする生活を送りたい １ ２ ３ ４ ５ 

家族のためなどで、自分が犠牲になって頑張ることはよい １ ２ ３ ４ ５ 

頑張って出世して初めて、自分のやりたいことができると思う １ ２ ３ ４ ５ 

遊びでも仕事でも、やりだすととことん熱中してしまう １ ２ ３ ４ ５ 

家族がうまく行くためには、自分の気持ちを抑えるほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

自分のことを考える前に他人のことを考えるほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

少し無理だと思われるくらいの目標をたてて頑張るほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

古いものは受け継がれてきた良さを理解し残すほうだ １ ２ ３ ４ ５ 

 ご協力ありがとうございました。返信用封筒に入れてご返送ください。切手を貼る必要はありません。 
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