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品川区世論調査 

あ ら ま し 

この小冊子は、2012（平成 24）年に実施した「第 20 回世論調査」の要約版です。今回は、

経年変化をみる定住性や重点施策などの項目に加え、防災、健康、商店街などの項目について

もたずねました。調査の結果は、今後の区政運営にあたり貴重な資料として活用してまいりた

いと考えております。 

ご協力いただきました区民の皆様には心より御礼を申し上げるとともに、調査結果の概要を

お知らせいたします。 

 調査の内容 

  １ 定住性について 

  ２ 生活環境について 

  ３ 防災について 

  ４ 広報と情報化について 

  ５ 区議会について 

  ６ 健康について 

  ７ 商店街について 

  ８ ごみ・リサイクルについて 

  ９ 品川区長期基本計画について 

  10 重点施策について 

調査概要 

■調査対象：品川区在住の満20歳以上の男女個人 

（平成24年６月１日現在） 

■抽出方法：層化２段無作為抽出法 

■対象者数：１,５００人 

■調査方法：調査員による個別面接聴取法 

■回 収 数：１,１３４人 

■回 収 率：７５.６％ 

■調査期間：平成 24 年６月 30日～７月 16 日 

■調査機関：株式会社 エスピー研 

この要約版は、世論調査の結果を抜粋し、わかりやすくまとめたものです。詳しい調査結果は、第 20回世論調

査として区公式ホームページと、区政資料コーナー（第三庁舎３階）または、図書館で閲覧することができます。
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１ 定住性について 

■ 定住意向 区民の定住意向は高い

定住意向をたずねたところ、これからも引き続き品川区に「ずっと住みたい」（53.8％）と「当分は

住みたい」（37.7％）を合わせると91.5％で、定住意向は過去最高となっています。 

また、東京都、区部との比較でみると、東京都より 15.8 ポイント、区部より 15.0 ポイント高くな

っています。 

※注意点 

  東京都と区部は地域定住意向の調査結果 

  資料出所：東京都生活文化局「都民生活に関する世論調査」（平成23年）

■ 定住意向理由 交通や買い物の便が良いという理由が上位

品川区に「ずっと住みたい」「当分は住みたい」と思う理由は、「交通の便が良いから」が79.9％と最

も高く、次いで「土地になじみや愛着があるから」（53.7％）、「買い物に便利だから」（50.5％）など

の順となっており、交通や買い物の便の良さが大きな理由となっています。 

ｎ

品 川 区 (1,134)

東 京 都 (2,009)

区 部 (1,296)

91.5

75.7

76.5

1.8

11.9

11.2

6.6

12.3

12.3

0.2

0.0

0.0

0% 50% 100%

定住意向 転出意向 わからない 無回答

（％）

交通の便が良いから

土地になじみや愛着があるから

買い物に便利だから

周囲の環境が良いから

仕事（商売）に都合が良いから

住宅に満足しているから

まちの雰囲気が好きだから

近所との付き合いがうまくいっているから

子どもを育てやすいから

子どもの教育環境が良いから

物価が安いから

高齢者・障害者が住みやすいから

その他

わからない

無　回　答

79.9

53.7

50.5

35.1

29.8

27.4

21.6

16.0

11.2

11.1

9.3

6.8

2.5

0.2

0.2

82.9

56.3

51.5

38.5

31.3

29.5

24.5

19.1

12.2

10.9

8.8

8.6

2.2

0.1

0.0
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 2012（平成24）年（ｎ＝1,037）

 2010（平成22）年（ｎ＝1,009）

（％）
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２ 生活環境について 

■ 生活環境についての評価

交通や買い物の便での評価が高く、環境面での評価が低い 

生活環境を評価点でみると、「交通の便」や「買い物の便」での評価が高く、「海、川や運河などの水の

汚れ」「障害者のための施設」「住宅の密集具合」といった環境面での評価が低くなっています。 

評価点＝（「良い」の回答者数×５点＋「やや良い」の回答者数×４点＋「普通」の回答者数×３点＋「やや悪い」

の回答者数×２点＋「悪い」の回答者数×１点）÷回答者数 

図中、かっこのない値は2012（平成24）年の評価点を、かっこ付きの値は2010（平成22）年の評価点を示します。 

１　交通の便は

２　買い物の便は

３　集会施設などの利用の便は

４　生活道路の整備状況は

５　公園やこどもの遊び場は

６　日当たりや風通しは

７　景観やまちなみは

８　騒音や振動は

９　空気の汚れは

10　海、川や運河などの水の汚れは

11　まちの清潔さは

12　周囲の緑は

13　住宅の密集具合は

14　病院などの医療機関は

15　高齢者のための施設（特養ホームなど）は

16　保健所などの健診・相談などは

17　こどものための施設（保育園など）は

18　障害者のための施設は

19　自治会・サークルなどの地域活動は

20　図書館や文化施設などは

21　スポーツ・レクリエーション施設などは

22　近所の付き合いは

23　おまつりなど地域行事については

24　交通事故の危険性は

25　災害時の危険性は

26　防犯および風紀は

27　浸水・がけ崩れなどの危険性は

28　総合的にみてこのあたりの生活環境は
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３ 防災について 

■ 災害時に協力できる防災活動 

「避難所などでの炊き出しや支援物資配布などの活動」が６割半ば 

災害時に協力できる防災活動についてたずねたところ、「避難所などでの炊き出しや支援物資配布など

の活動」が65.0％と最も高く、次いで「高齢者や身体の不自由な方の安否確認や避難誘導など」（38.2％）、

「負傷者の救出救護活動」（36.8％）などの順となっています。 

■ 今後充実すべき防災対策

「防災用品の備蓄」、「さまざまな情報発信」がそれぞれで高い 

今後充実すべき防災対策についてたずねたところ、自助・共助では「防災用品の備蓄」が 84.6％と

最も高く、次いで「家具の転倒・落下防止対策」（65.5％）などの順となっています。公助では「さま

ざまな情報発信」が65.2％と最も高く、次いで「火災延焼防止のための木造密集地域対策」（44.0％）

などの順となっていています。 

ｎ＝1,134

防災用品の備蓄

家具の転倒・落下防止対策

家屋などの耐震診断・耐震補強
工事

その他

特に必要はない

さまざまな情報発信

火災延焼防止のための木造密集
地域対策

防災訓練や起震車などによる地
域や避難所ごとの防災普及教育

その他

特に必要はない

無　回　答

84.6

65.5

28.1

1.8

2.9

65.2

44.0

39.5

4.0

3.1

0.4
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自
助
・
共
助

公
助

（％）

ｎ＝1,134

避難所などでの炊き出しや支援物資配布などの活動

高齢者や身体の不自由な方の安否確認や避難誘導
など

負傷者の救出救護活動

避難所などでのトイレなどの清掃活動

自宅や敷地の一部の一時的な提供

その他

協力できるものはない

無　回　答

65.0

38.2

36.8

30.2

12.3

3.6

12.3

0.8

0 10 20 30 40 50 60 70（％）
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■ 必要な災害に関する情報 

「避難所(学校など)の場所」、「災害の規模・状況」がそれぞれで高い 

必要な災害に関する情報についてたずねたところ、平常時では「避難所（学校など）の場所」が67.4％

と最も高く、災害発生後では「災害の規模・状況」（56.7％）、「家族・知人の安否情報」（55.1％）

が高くなっています。 

■ 防災に関して既に行っていること 

「指定されている避難所（学校など）を確認している」が６割を超える 

防災に関して既に行っていることをたずねたところ、「指定されている避難所（学校など）を確認し

ている」が62.9％と最も高く、次いで「勤め先（パートなどを含む）や学校の防災訓練に参加したこと

がある」（35.8％）などの順となっています。 

指定されている避難所（学校など）
を確認している

勤め先（パートなどを含む）や学校
の防災訓練に参加したことがある

消火器による消火訓練をしたことが
ある

災害時、家族の集合場所・連絡方
法を決めている

広域避難場所を確認している

応急救命講習（AED 講習含む）を
受けたことがある

地域の防災訓練・避難所訓練に参
加したことがある

その他

無　回　答

62.9

35.8

34.9

34.8

30.4

25.8

18.3

4.1

2.9

33.2

19.6

1.1

0.7

42.6

22.3

26.2

25.2

27.4
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 2012（平成24）年（ｎ＝1,134）

 2010（平成22）年（ｎ＝1,125）

（％）

ｎ＝1,134

避難所（学校など）の場所

災害用の備蓄物資の内容や
場所

広域避難場所の場所や経路

耐震診断や耐震補強工事などを行う
際の補助金などの情報
木造密集地域の整備など防災対策
の内容

災害の規模・状況

家族・知人の安否情報

ライフラインの損壊・復旧状況

支援物資などの配給情報

公共交通機関の状況

病院など医療機関の情報

周辺道路の損壊・復旧状況

今後の見通し

その他

特に必要としない

無　回　答

67.4

56.8

54.9

21.2

21.0

56.7

55.1

50.0

35.5

28.2
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４ 広報と情報化について 

■ 区に関する情報の入手先 

「区のおしらせ 広報しながわ」が６割を超える 

区に関する情報の入手先をたずねたところ、「区のおしらせ 広報しながわ」が 62.4％と特に高く、

次いで「品川区ホームページ」（25.0％）などの順となっています。 

■ 「広報しながわ」の入手先 

「新聞（日刊六大紙）の折込ちらし」が８割近く 

｢広報しながわ｣の入手先をたずねたところ、「新聞（日刊六大紙）の折込ちらし」が77.8％と突出し

ています。 

区のお知らせ　広報しながわ

品川区ホームページ

町会回覧板での「○月の品川区から
のお知らせです」（ちらし）

しながわガイド（便利帳）や区勢概要
などの区発行の冊子・パンフレット

ケーブルテレビ（区民チャンネル）

ふれあい掲示板（統合ポスター）「○
月のしながわ」

新聞・雑誌

テレビ・ラジオ（ケーブルテレビ以外）

防災無線

品川区携帯電話用ホームページ

62.4

25.0

21.4

20.8

14.7

11.1

10.3

7.7

1.9

1.3

61.4

25.2

19.9

13.6

16.9

14.0

7.4

1.6

17.2

0 10 20 30 40 50 60 70

 2012（平成24）年（ｎ＝1,134）

 2010（平成22）年（ｎ＝1,125）

（％）

(新)
（上位10項目列挙）

新聞（日刊六大紙）の
折込ちらし

区内の駅、郵便局、公衆浴
場、スーパーマーケットなど

図書館などの公共施設

品川区ホームページ

区役所から入手困難な方に
お送りしている個別郵送

その他

無　回　答

77.8

14.3

9.3

4.9

1.6

5.5

0.3

80.3

8.2

5.8

1.3

1.6

2.3

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 2010（平成24）年（ｎ＝708）

 2010（平成22）年（ｎ＝691）

（％）
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■ 家庭で保有している通信機器 

「テレビ」が９割半ば 

家庭で保有している通信機器は、「テレビ」が95.3％と最も高く、次いで「携帯電話・PHS」（85.5％）、

「電話・IP 電話」（82.4％）などの順となっています。 

テレビ

携帯電話・ＰＨＳ

電話・ＩＰ電話

パソコン

ラジオ

ファックス

スマートフォン

ｉｐｏｄ

タブレット端末

その他

無　回　答

95.3

85.5

82.4

75.9

74.7

52.2

41.4

15.8

7.5

0.5

0.4

95.9

91.9

95.2

74.9

68.2

56.4

18.7

0.6

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 2012（平成24）年（ｎ＝1,134）

 2010（平成22）年（ｎ＝1,125）

（％）

(新)

(新)
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５ 区議会について 

■ 区議会への関心 

関心が『ある』人が５割近く 

区議会への関心をたずねたところ、「大いにある」（3.8％）と「ある」（15.3％）と「少しある」（27.8％）

を合わせた『ある』は46.9％となっています。 

■ 区議会情報の入手先 

「区議会だより（声の区議会だより）」がほぼ５割 

区議会情報の入手先をたずねたところ、「区議会だより（声の区議会だより）」が 50.9％と突出して

おり、次いで「テレビや新聞」（10.3％）、「ケーブルテレビでの中継」（6.1％）などの順となっていま

す。 

区議会だより（声の区議会だより）

テレビや新聞

ケーブルテレビでの中継

家庭や地域の話題

区議会のホームページ

本会議録

本会議や委員会の傍聴

その他

特に入手していない

無　回　答

50.9

10.3

6.1

3.2

2.6

0.1

0.0

1.4

39.7

0.9

6.8

1.9

3.7

0.3

0.0

0.6

45.1

0.0

4.3

38.1

0 10 20 30 40 50 60

 2012（平成24）年（ｎ＝1,134）

 2008（平成20）年（ｎ＝1,095）

（％）

ｎ

(1,134) 3.8 15.3 27.8 37.5 14.9

0.8

0% 50% 100%
大いにある ある 少しある あまりない ない 無回答

（％）
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６ 健康について

■ 健康のために日ごろから行っていること 

「定期的に健康診断を受けている」が５割を超える 

健康のために日ごろから行っていることをたずねたところ、「定期的に健康診断を受けている」が

51.2％と最も高く、次いで「近いところはバスやタクシーに乗らずに歩くようにしている」（49.7％）、

「規則正しく食事を取るようにしている」（45.1％）などの順となっています。 

■ 健康診断の受診率 

「毎年受診している」が６割半ば 

健康診断の受診率をたずねたところ、「毎年受診している」が66.4％と最も高く、次いで「以前は受

診したことがあるが、ほとんど受けていない」（14.5％）、「２～３年に１回は受けている」（12.1％）

の順となっています。また、「いままで１回も受診したことがない」（6.0％）はわずかとなっています。 

定期的に健康診断を受けている

近いところはバスやタクシーに乗らずに歩
くようにしている

規則正しく食事を取るようにしている

睡眠時間を充分取るように心がけている

タバコは吸わないようにしている・タバコは
やめた

栄養のバランスに気をつけて食事をして
いる

日頃の生活の中で自分にあったストレス
解消方法を行っている

食事の献立に塩辛いものや油っこいもの
をひかえるようにしている

定期的に歯の健康診断を受けている

お酒を飲み過ぎないように気をつけてい
る・休肝日をもうけている

51.2

49.7

45.1

42.5

35.4

35.3

29.3

25.0

24.9

24.3

45.8

57.9

52.3

56.5

36.7

45.4

36.3

34.8

17.5

33.5

0 10 20 30 40 50 60

 2012（平成24）年（ｎ＝1,134）

 2002（平成14）年（ｎ＝1,134）

（％）

（上位10項目列挙）

ｎ

(1,134) 66.4 12.1 14.5 6.0

1.1

0% 50% 100%

毎年受診している
２～３年に１回は受けている
以前は受診したことがあるが、ほとんど受けていない
いままで１回も受診したことがない
無回答

（％）
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７ 商店街について 

■ 商店街の利用頻度

“サービス業”“飲食店”を『利用する』人が７割を超える 

商店街の利用頻度についてたずねたところ、「良く利用する」と「たまに利用する（月数回程度）」、

「利用することもある（月一回～半年に一回程度）」を合わせた『利用する』では、“サービス業(クリ

ーニング、理美容など）”が 74.5％、“飲食店(食事、喫茶、宴会、出前など）”が 71.1％などとな

っています。 

■ 商店街情報の入手先

“新聞折り込みチラシ”“区のお知らせ 広報しながわ”を『見る』人が多い 

商店街情報の入手先をたずねたところ、「良く見る」と「時々見る」を合わせた『見る』では、“新

聞折り込みチラシ”が51.0％、“区のお知らせ 広報しながわ”が47.7％などとなっています。 

ｎ

新聞折り込みチラシ (1,134)

区のお知らせ
広報しながわ

(1,134)

ポスター掲示 (1,134)

商店街・駅などでの
無料配布情報誌

(1,134)

インターネット
（パソコン・携帯）

(1,134)

ケーブルテレビ (1,134)

ダイレクトメール (1,134)

その他 ( 19)

25.7

17.5

6.9

4.6

3.3

52.6

25.3

30.2

31.3

16.0

13.8

11.7

12.9

47.4

17.7

24.5

36.7

34.4

25.1

19.7

27.2

30.3

26.7

23.5

44.4

54.8

63.4

55.13.2

3.6

0.00.0 0.0

1.7

1.9

1.8

1.5

1.6

1.1

1.0

0% 50% 100%
良く見る 時々見る あまり見ない まったく見ない 無回答

（％）

ｎ

サービス業
(クリーニング、理美容など）

(1,134)

飲食店
(食事、喫茶、宴会、出前など）

(1,134)

食料品
(青果、精肉、魚、乾物、お菓子、パンなど)

(1,134)

日用品
(生活用品、眼鏡、時計、生花、薬など）

(1,134)

衣料品
(洋服、和服、靴、下着など）

(1,134)

その他 ( 30)

24.1

17.7

35.7

20.8

6.8

23.3

23.9

28.0

20.0

20.1

10.3

20.0

26.5

25.4

13.1

22.8

18.9

56.7

15.7

19.0

19.2

20.4

33.9

9.3

9.4

11.7

15.2

29.5

0.00.00.0

0.6

0.7

0.3

0.4

0.6

0% 50% 100%
（％）

良く利用する
たまに利用する（月数回程度）
利用することもある（月一回～半年に一回程度）

あまり利用しない
利用することはない
無回答


