
 

 

 

 

 

  

 

令和４年度 

第４回市民意識調査 

報告書 
 

 

 

調査期間:令和４年 12月２日(金)～12月 16日(金) 

 

 

 

 

テーマ 

1 札幌市の仕事の取り組み方に対する評価について 

2  シティプロモートの推進について 

3  成年後見制度について 

4  札幌市が実施する自動消火装置助成事業について 

5  食育について 

 

 

 

札幌市 

  



 

 

 

目   次 

１ 調査実施の概要  

(1) 目 的--------------------------------------------------------------------- 2 

(2) 項 目--------------------------------------------------------------------- 2 

(3) 設 計--------------------------------------------------------------------- 2 

(4) 回収結果------------------------------------------------------------------ 2 

(5) 回答者の特性-------------------------------------------------------------- 2 

(6) 集計・分析上の注意事項---------------------------------------------------- 3 

  

２ 調査結果の詳細  

(1) 札幌市の仕事の取り組み方に対する評価について  

 市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する全体の評価------------------------ 6 

 市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する項目ごとの評価  

 ア 窓口や電話で親切な対応を行っている------------------------------------ 7 

 イ 必要な業務（サービス）を実施している----------------------------------- 8 

 ウ 事務や事業の効率化、見直しを進めている-------------------------------- 9 

 エ 市政情報を積極的に発信している---------------------------------------- 10 

 市役所や区役所での手続き経験の有無---------------------------------------- 11 

 市役所や区役所で行ったことがある手続き------------------------------------ 12 

 市役所や区役所での手続きの待ち時間に対する印象---------------------------- 13 

 市役所や区役所で手続きが開始されるまでの平均時間-------------------------- 14 

 市役所や区役所での手続きのわかりやすさに対する印象------------------------ 15 

 改善を望む手続きの内容---------------------------------------------------- 16 

(2) シティプロモートの推進について  

 サッポロスマイルロゴを見たことの有無--------------------------------------  17 

 サッポロスマイルロゴの認知度---------------------------------------------- 18 

 サッポロスマイルロゴを見たことがある媒体や場所---------------------------- 19 

 札幌の魅力について------------------------------------------------------- 20 

 札幌の魅力を伝えたり、広めたりしたことがあるか否か------------------------- 21 

 札幌の魅力を伝えたり、広めたりする手段------------------------------------- 22 

 札幌の魅力を伝えたり、広めたりするきっかけ------------------------------- 23 

 札幌の情報を知る際の入手手段---------------------------------------------- 24 

 札幌以外の街の情報を知る際の入手手段-------------------------------------- 25 

(3) 成年後見制度について  

 成年後見制度の認知度------------------------------------------------------ 26 

 成年後見制度の窓口があった場合、相談窓口を利用したいと思うか否か----------- 27 

 窓口で相談したい内容------------------------------------------------------ 28 

 成年後見制度を利用したいと思うか否か-------------------------------------- 29 

 成年後見制度を利用したいと思わない、わからない理由------------------------- 30 

 親族の後見人となって支援することに抵抗があるか否か------------------------ 31 

 親族に依頼された時、後見人として支援したいと思える環境--------------------- 32 



 

 

(4) 札幌市が実施する自動消火装置助成事業について  

 自宅で火災の危険があると感じている場所（要因）----------------------------- 33 

 自動消火装置の購入・設置に要する費用の助成制度の認知度--------------------- 34 

 自動消火装置の購入・設置の助成制度の認知方法------------------------------ 35 

 自動消火装置を自宅に設置したいか否か-------------------------------------- 36 

 自宅に設置したい自動消火装置の台数---------------------------------------- 37 

 高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度の利用の有無------------------------ 38 

 高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を利用したいか否か------------------ 39 

 高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度の利用に踏み切れない理由------------ 40 

 高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を紹介したいか否か------------------ 41 

 高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を紹介したいと思わない理由---------- 42 

 火災予防に関する情報の入手手段-------------------------------------------- 43 

(5)食育について  

 「食育」への関心の有無--------------------------------------------------- 44 

 「食育」に関心がある理由--------------------------------------------------- 45 

 主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度--------------------------------------- 46 

 主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数を増やすために必要だと思うこと---------  47 

 一日の全ての食事を一人で食べる頻度---------------------------------------- 48 

 生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践しているか否か---------------- 49 

 生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践していない理由---------------- 50 

 伝統的な食事を食べているか否か-------------------------------------------- 51 

 伝統的な食事を受け継ぐために必要な事-------------------------------------- 52 

 食に関する情報の入手手段-------------------------------------------------- 53 

 

 

 

  

 資料：令和４年度第４回市民意識調査票 -------------------------------------- 55 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

 

 

 

 

調査実施の概要 
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(１) 目的 

 この調査は、昭和 49 年度から毎年実施しており、市政や市民生活に関して、市民の意識、関心、要望の
傾向などを測定し、市政の参考とするものである。令和４年度第４回調査では、「札幌市の仕事の取り組み
方に対する評価」「シティプロモートの推進」などをテーマとして設問を構成している。 
 

(２) 項目 

① 札幌市の仕事の取り組み方に対する評価について 
② シティプロモートの推進について 
③ 成年後見制度について 
④ 札幌市が実施する自動消火装置助成事業について 
⑤ 食育について 

 

(３) 設計 

① 調査地域 札幌市内 
② 調査対象 満 18歳以上の男女個人 
③ 標本数  5,000人 
④ 調査方法 調査票を郵送し、返信用封筒で回収 
⑤ 調査期間 令和４年(2022年)12月 2日(金)～12月 16日(金) 
⑥ 抽出方法 住民基本台帳から「等間隔無作為抽出」 

(対象者の抽出は、本市の電算システムにて行う。) 

(４) 回収結果 

発送数  5,000 
回収数（率） 2,343  (46.9%) 
 

(５) 回答者の特性  

 

区分 実数 比率(%) 男性 比率(%) 女性 比率(%) その他 比率(%) 無回答 比率(%) 合計 比率(%)

対象者全体 2,343 100.0 950 40.5 1,377 58.8 7 0.3 9 0.4 2,343 100.0

【性別】

男性 950 40.5 950 100.0  -  -  -  -  -  - 950 100.0

女性 1,377 58.8  -  - 1,377 100.0  -  -  -  - 1,377 100.0

その他 7 0.3  -  -  -  - 7 100.0  -  - 7 100.0

無回答 9 0.4  -  -  -  -  -  - 9 100.0 9 100.0

【年代】

29歳以下 132 5.6 50 37.9 81 61.4 1 0.8 0 0.0 132 100.0

30～39歳 259 11.1 91 35.1 167 64.5 1 0.4 0 0.0 259 100.0

40～49歳 348 14.9 145 41.7 201 57.8 2 0.6 0 0.0 348 100.0

50～59歳 418 17.8 154 36.8 262 62.7 2 0.5 0 0.0 418 100.0

60～69歳 437 18.7 185 42.3 252 57.7 0 0.0 0 0.5 437 100.0

70歳以上 738 31.5 325 44.0 413 56.0 0 0.0 0 0.9 738 100.0

無回答 11 0.5 0 0.0 1 9.1 1 9.1 9 81.8 11 100.0

【居住区】

中央区 254 10.8 94 37.0 158 62.2 1 0.4 1 0.4 254 100.0

北区 305 13.0 121 39.7 184 60.3 0 0.0 0 0.0 305 100.0

東区 306 13.1 117 38.2 187 61.1 2 0.7 0 0.0 306 100.0

白石区 269 11.5 105 39.0 164 61.0 0 0.0 0 0.0 269 100.0

厚別区 172 7.3 75 43.6 97 56.4 0 0.0 0 0.0 172 100.0

豊平区 268 11.4 114 42.5 153 57.1 1 0.4 0 0.0 268 100.0

清田区 142 6.1 58 40.8 84 59.2 0 0.0 0 0.0 142 100.0

南区 183 7.8 89 48.6 94 51.4 0 0.0 0 0.0 183 100.0

西区 269 11.5 110 40.9 158 58.7 1 0.4 0 0.0 269 100.0

手稲区 161 6.9 66 41.0 94 58.4 1 0.6 0 0.0 161 100.0

無回答 14 0.6 1 7.1 4 28.6 1 7.1 8 57.1 14 100.0

【職業】

会社員 666 28.4 381 57.2 284 42.6 1 0.2 0 0.0 666 100.0

公務員 90 3.8 58 64.4 32 35.6 0 0.0 0 0.0 90 100.0

自営業 121 5.2 89 73.6 31 25.6 0 0.0 1 0.8 121 100.0

パート・アルバイト 352 15.0 56 15.9 294 83.5 2 0.6 0 0.0 352 100.0

主婦・主夫 421 18.0 5 1.2 413 98.1 3 0.7 0 0.0 421 100.0

学生 37 1.6 18 48.6 19 51.4 0 0.0 0 0.0 37 100.0

無職 544 23.2 296 54.4 248 45.6 0 0.0 0 0.0 544 100.0

その他 90 3.8 40 44.4 50 55.6 0 0.0 0 0.0 90 100.0

無回答 22 0.9 7 31.8 6 27.3 1 4.5 8 36.4 22 100.0

1 調査実施の概要 
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(６) 集計・分析上の注意事項 

 報告書内の図表において、各設問の有効回答数は、無回答を含め「Ｎ」で標記している。また、図表中の
構成比（％）は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100.0％になっていない場合
がある。 
 なお、個々の選択肢比率を合算する場合（「そう思う」と「ある程度そう思う」の合計など）は、個々の
回答者数の合計をＮで除して百分率を求め、小数第２位を四捨五入した。このため、本文やグラフの比率を
単純合計したものにはならない場合がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

区分 実数 比率(%) 男性 比率(%) 女性 比率(%) その他 比率(%) 無回答 比率(%) 合計 比率(%)

対象者全体 2,343 100.0 950 40.5 1,377 58.8 7 0.3 9 0.4 2,343 100.0

【同居家族】

配偶者 1,428 60.9 637 44.6 786 55.0 4 0.3 1 0.1 1,428 100.0

乳幼児(0～2歳程度） 71 3.0 16 22.5 55 77.5 0 0.0 0 0.0 71 100.0

就学前児童(3～5歳程度） 114 4.9 41 36.0 73 64.0 0 0.0 0 0.0 114 100.0

小学生(6～12歳程度） 197 8.4 71 36.0 126 64.0 0 0.0 0 0.0 197 100.0

中学生(13～15歳程度） 117 5.0 54 46.2 61 52.1 2 1.7 0 0.0 117 100.0

高校生(16～18歳程度） 129 5.5 52 40.3 77 59.7 0 0.0 0 0.0 129 100.0

大学（院）・専門学校生 113 4.8 33 29.2 79 69.9 1 0.9 0 0.0 113 100.0

65歳以上の高齢者 326 13.9 136 41.7 189 58.0 1 0.3 0 0.0 326 100.0

上記「1」～「8」以外の方 470 20.1 173 36.8 295 62.8 1 0.2 1 0.2 470 100.0

いない 441 18.8 154 34.9 287 65.1 0 0.0 0 0.0 441 100.0

無回答 29 1.2 5 17.2 15 51.7 1 3.4 8 27.6 29 100.0

【居住形態】

戸建住宅 1,128 48.1 477 42.3 648 57.4 2 0.2 1 0.1 1,128 100.0

集合住宅 1,169 49.9 456 39.0 709 60.7 4 0.3 0 0.0 1,169 100.0

その他 28 1.2 13 46.4 15 53.6 0 0.0 0 0.0 28 100.0

無回答 18 0.8 4 22.2 5 27.8 1 5.6 8 44.4 18 100.0

【出生地】

札幌生まれ 693 29.6 286 41.3 404 58.3 3 0.4 0 0.0 693 100.0
札幌以外 1,632 69.7 660 40.4 967 59.3 4 0.2 1 0.1 1,632 100.0

無回答 18 0.8 4 22.2 6 33.3 0 0.0 8 44.4 18 100.0

【札幌居住年数】

1年未満 38 1.6 20 52.6 18 47.4 0 0.0 0 0.0 44 100.0

1年以上～3年未満 74 3.2 36 48.6 37 50.0 1 1.4 0 0.0 70 100.0

3年以上～5年未満 83 3.5 31 37.3 52 62.7 0 0.0 0 0.0 58 100.0

5年以上10年未満 128 5.5 49 38.3 79 61.7 0 0.0 0 0.0 98 100.0

10年以上～20年未満 274 11.7 96 35.0 177 64.6 1 0.4 0 0.0 268 100.0

20年以上～30年未満 390 16.6 163 41.8 225 57.7 2 0.5 0 0.0 381 100.0

30年以上 1,339 57.1 553 41.3 783 58.5 2 0.1 1 0.1 1,428 100.0

無回答 17 0.7 2 11.8 6 35.3 1 5.9 8 47.1 44 100.0
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調査結果の詳細 
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◇市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する全体の評価 

問１ あなたは、市役所や区役所の仕事の取り組み方全般に対して、どのように思いますか。あてはまる

ものに１つだけ○をつけてください。 

※“よくやっていると思う（「よくやっていると思う」＋「どちらかといえばよくやっていると思う」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所の仕事の取り組み方への評価は、「よくやっていると思う」が 17.6％、「ど

ちらかといえばよくやっていると思う」が 38.7％、合わせると 56.3％となっている。一

方、「どちらかといえば不満である」が 5.5％、「不満である」が 2.4％、合わせると 7.9％と

なっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】“よくやっていると思う”が 70歳以上（61.7％）で最も高く、次いで 60歳代（56.5％）、30

歳代（55.2％）となっている。 

２ 調査結果の詳細 
 

（１）札幌市の仕事の取り組み方に対する評価について 

市役所や区役所の仕事の取り組み方について“よくやっていると思う”人は 56.3％ 

よくやっていると思う

17.6%

どちらかといえば

よくやっていると

思う

38.7%

どちらともいえない

31.8%

どちらかといえば

不満である

5.5%

不満である

2.4%

無回答

4.0%
対象者全体(N=2,343)

よくやっていると思う

17.6

18.2

17.1

14.3

22.0

18.1

17.2

15.8

14.0

19.6

どちらかといえば

よくやっていると思う

38.7

38.1

39.1

28.6

31.1

37.1

33.6

36.4

42.6

42.0

どちらともいえない

31.8

29.5

33.3

57.1

41.7

37.1

34.5

36.8

30.2

25.2

どちらかといえ

ば不満である

5.5

7.5

4.2

0.0

2.3

2.7

7.2

6.5

6.6

5.1

不満である

2.4

3.3

1.9

0.0

1.5

3.5

4.6

2.6

2.3

1.2

無回答

4.0

3.5

4.4

0.0

1.5

1.5

2.9

1.9

4.3

6.8

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する項目ごとの評価 

問２ あなたは、市役所や区役所の仕事の取り組み方に対して、次のア～エのそれぞれの項目について、

どのように思いますか。項目ごとの数字に１つずつ○をつけてください。 

ア．窓口や電話で親切な対応を行っている 

※“よくやっていると思う”（「よくやっていると思う」＋「どちらかといえばよくやっていると思う」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】窓口で親切な対応を行っているかについて、「よくやっていると思う」が 27.3％、「どちら

かといえばよくやっていると思う」が 42.7％、合わせると 70.0％となっている。一方、「どち

らかといえば不満である」が 4.6％、「不満である」が 1.8％、合わせると 6.4％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】“よくやっていると思う”が 70歳以上（77.0％）で最も高く、次いで 60歳代（70.0％）、

29歳以下（67.4％）となっている。 

窓口や電話で親切な対応を行っているかについて“よくやっていると思う‷人は 70.0％ 

よくやっている

と思う

27.3%

どちらかといえば

よくやっていると

思う

42.7%

どちらともいえ

ない

21.1%

どちらかといえば

不満である

4.6%

不満である

1.8%
無回答

2.6%

対象者全体(N=2,343)

よくやっていると思う

27.3

26.3

27.8

28.6

29.5

27.4

26.1

21.5

23.6

32.5

どちらかといえば

よくやっていると思う

42.7

43.4

42.3

28.6

37.9

39.0

39.1

42.6

46.5

44.4

どちらともいえない

21.1

22.4

20.2

42.9

28.0

23.2

24.7

26.3

21.7

14.2

どちらかといえば

不満である

4.6

4.3

4.8

0.0

2.3

8.1

5.7

6.9

3.4

2.6

不満である

1.8

1.8

1.8

0.0

1.5

1.9

3.4

1.9

1.8

0.9

無回答

2.6

1.8

3.1

0.0

0.8

0.4

0.9

0.7

3.0

5.3

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代
別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する項目ごとの評価 

問２ あなたは、市役所や区役所の仕事の取り組み方に対して、次のア～エのそれぞれの項目について、

どのように思いますか。項目ごとの数字に１つずつ○をつけてください。 

イ．必要な業務（サービス）を実施している 

※“よくやっていると思う”（「よくやっていると思う」＋「どちらかといえばよくやっていると思う」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】必要な業務（サービス）を実施しているかについて、「よくやっていると思う」が 18.1％、

「どちらかといえばよくやっていると思う」が 41.4％、合わせると 59.5％となっている。一

方、「どちらかといえば不満である」が 5.1％、「不満である」が 2.1％、合わせると 7.2％と

なっている。 

【性 別】「男女で大きな差は見られない。 

【年代別】“よくやっていると思う”が 29歳以下（69.7％）で最も高く、次いで 30歳代（65.6％）、

70歳以上（59.5％）となっている。 

 

必要な業務（サービス）を実施しているかについて“よくやっていると思う”人は 59.5％ 

よくやってい

ると思う

18.1%

どちらかといえば

よくやっていると

思う

41.4%

どちらともい

えない

29.7%

どちらかといえ

ば不満である

5.1%

不満である

2.1%

無回答

3.5%

対象者全体(N=2,343)

よくやっていると思う

18.1

17.3

18.4

28.6

30.3

23.9

20.4

15.8

11.9

17.3

どちらかといえば

よくやっていると思う

41.4

42.1

41.0

42.9

39.4

41.7

38.5

39.2

45.3

42.1

どちらともいえない

29.7

28.2

30.9

28.6

25.0

26.6

31.9

34.7

31.6

27.0

どちらかといえば

不満である

5.1

7.3

3.7

0.0

2.3

5.4

3.7

7.4

6.2

4.3

不満である

2.1

2.7

1.7

0.0

2.3

2.3

3.7

2.2

1.8

1.4

無回答

3.5

2.4

4.3

0.0

0.8

0.0

1.7

0.7

3.2

7.9

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する項目ごとの評価 

問２ あなたは、市役所や区役所の仕事の取り組み方に対して、次のア～エのそれぞれの項目について、 

どのように思いますか。項目ごとの数字に１つずつ○をつけてください。 

ウ．事務や事業の効率化、見直しを進めている 

※“よくやっていると思う”（「よくやっていると思う」＋「どちらかといえばよくやっていると思う」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】事務や事業の効率化、見直しを進めているかについて、「よくやっていると思う」が 7.5％、

「どちらかといえばよくやっていると思う」が 23.9％となっている。一方、「どちらかといえ

ば不満である」が 10.2％、「不満である」が 3.6％となっている。 

【性 別】「どちらかといえば不満である」、「不満である」を合わせた”不満である”は男性が 17.3％

と、女性の 11.3％より 6.0ポイント高くなっている。 

【年代別】“よくやっていると思う”が 70歳以上（38.0％）で最も高く、次いで 29歳以下（34.1％）、

60歳代（31.8％）となっている。 

事務や事業の効率化、見直しを進めているかについて“よくやっていると思う”人は 31.4％ 

よくやってい

ると思う

7.5%

どちらかといえば

よくやっていると

思う

23.9%

どちらともい

えない

50.3%

どちらかといえ

ば不満である

10.2%

不満である

3.6%

無回答

4.4%

対象者全体(N=2,343)

よくやっていると思う

7.5

7.1

7.8

0.0

12.9

9.3

7.5

6.5

5.7

7.6

どちらかといえば

よくやっていると思う

23.9

24.7

23.4

28.6

21.2

17.0

18.7

20.1

26.1

30.4

どちらともいえない

50.3

47.6

52.3

57.1

54.5

54.1

53.7

58.4

50.1

42.4

どちらかといえば

不満である

10.2

12.6

8.5

14.3

6.8

14.7

11.5

9.6

11.9

8.0

不満である

3.6

4.7

2.8

0.0

3.8

4.6

6.9

4.8

2.1

1.9

無回答

4.4

3.3

5.2

0.0

0.8

0.4

1.7

0.7

4.1

9.8

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所の仕事の取り組み方に対する項目ごとの評価 

問２ あなたは、市役所や区役所の仕事の取り組み方に対して、次のア～エのそれぞれの項目について、

どのように思いますか。項目ごとの数字に１つずつ○をつけてください。 

エ．市政情報を積極的に発信している 

※“よくやっていると思う”（「よくやっていると思う」＋「どちらかといえばよくやっていると思う」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市政情報を積極的に発信しているかについて、「よくやっていると思う」が 12.0％、「どち

らかといえばよくやっていると思う」が 34.0％、合わせると 46.0％となっている。一方、「ど

ちらかといえば不満である」が 8.5％、「不満である」が 2.8％、合わせると 11.2％となって

いる。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】“よくやっていると思う”が 29歳以下（50.8％）で最も高く、次いで 70歳以上（50.4％）、

50歳代（44.7％）となっている。 

市政情報を積極的に発信しているかについて“よくやっていると思う”人は 46.0％ 

よくやってい

ると思う

12.0%

どちらかといえば

よくやっていると

思う

34.0%

どちらともい

えない

39.0%

どちらかといえ

ば不満である

8.5%

不満である

2.8%

無回答

3.8%

対象者全体(N=2,343)

よくやっていると思う

12.0

11.7

12.2

0.0

20.5

12.0

11.8

11.0

7.3

13.7

どちらかといえば

よくやっていると思う

34.0

32.9

34.8

42.9

30.3

30.1

30.7

33.7

36.2

36.7

どちらともいえない

39.0

38.5

39.2

57.1

38.6

43.6

40.8

41.4

40.7

34.1

どちらかといえば

不満である

8.5

10.1

7.4

0.0

7.6

10.8

9.2

10.8

9.8

5.4

不満である

2.8

4.0

1.9

0.0

2.3

3.1

5.7

2.4

2.3

1.8

無回答

3.8

2.7

4.5

0.0

0.8

0.4

1.7

0.7

3.7

8.3

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所での手続き経験の有無 

問３ あなたは、過去に札幌市（※）への届出や申請などの手続きをしたことがありますか。あてはまるも

のに１つだけ○をつけてください。 ※ 市役所、区役所、市税事務所などの窓口での手続きのほか、

オンライン申請やコンビニ交付などの窓口を利用しない手続きも含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所での手続きについて、「概ね５年以内にしたことがある」が 77.3％、「５年

以上前にしたことがある」が 11.1％、」「したことがない・覚えていない」が 6.7％となってい

る。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「概ね５年以内にしたことがある」が 30歳代（91.1％）で最も高く、次いで 29歳以下（84.1％）、

40歳代（79.3％）となっている。 

 

 

市役所や区役所での手続きを「概ね５年以内にしたことがある」人は 77.3％ 

概ね５年以内にし

たことがある

77.3%

５年以上前にし

たことがある

11.1%

したことがない・

覚えていない

6.7%

無回答

4.9%

対象者全体(N=2,343)

概ね５年以内にし

たことがある

77.3

77.9

76.9

100.0

84.1

91.1

79.3

76.3

77.8

70.7

５年以上前にし

たことがある

11.1

10.7

11.5

0.0

6.1

4.6

7.8

9.1

11.0

17.2

したことがない・覚

えていない

6.7

7.6

6.0

0.0

8.3

2.7

6.3

7.4

7.1

7.0

無回答

4.9

3.8

5.7

0.0

1.5

1.5

6.6

7.2

4.1

5.0

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所で行ったことがある手続き 

≪問３で「１ 概ね５年以内にしたことがある」または「２ ５年以上前にしたことがある」と答えた方

にお聞きします。≫ 

問３－１ あなたは、市役所や区役所などでどのような手続きをしましたか。あてはまるものにいくつで 

も○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所で行ったことがある手続きの内容は、「各種証明書の取得」が 68.9％、「マ

イナンバーカードに関すること」が 52.8％、「保健福祉に関すること」が 36.6％となってい

る。 

【性 別】「市内の住所変更」、「子育てに関すること」は女性が、男性と比べて 5.5ポイント以上高く

なっている。 

【年代別】「保健福祉に関すること」は、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。 

 

 

 

 

市役所や区役所で行ったことがある手続きについて「各種証明書の取得」と回答した人は 68.9％ 

対

象

者

数

各

種

証

明

書

の

取

得
（

戸

籍
、

住

民

票
、

印

鑑

証

明
、

税

証

明

な

ど
）

マ

イ

ナ

ン

バ
ー

カ
ー

ド

に

関

す

る

こ

と

保

健

福

祉

に

関

す

る

こ

と
（

国

民

健

康

保

険
、

介

護

保

険
、

高

齢

者

福

祉
、

障

が

い

者

福

祉

な

ど
）

市

内

の

住

所

変

更

市

外

か

ら

の

転

入

死

亡

子

育

て

に

関

す

る

こ

と
（

児

童

手

当
、

子

ど

も

医

療

費

助

成

な

ど
）

婚

姻
、

離

婚

出

生

そ

の

他

覚

え

て

い

な

い

無

回

答

2,072 68.9 52.8 36.6 22.9 17.8 12.5 11.5 8.4 7.1 2.5 0.3 0.2

男性 842 70.7 54.8 36.9 19.7 19.2 11.6 7.5 7.4 5.3 1.8 0.1 0.1

女性 1,217 67.9 51.5 36.4 25.2 16.8 13.3 14.4 9.3 8.5 2.9 0.4 0.3

その他 7 71.4 57.1 28.6 14.3 - - 14.3 - - - - -

29歳以下 119 58.0 54.6 23.5 35.3 37.0 - 11.8 16.8 12.6 1.7 - -

30～39 歳 248 74.2 52.4 26.2 42.7 33.1 4.0 41.5 23.4 27.4 1.2 0.4 -

40～49 歳 303 70.3 57.8 26.7 29.0 21.8 4.6 24.4 9.6 8.3 2.3 0.3 -

50～59 歳 357 76.2 51.0 29.7 18.2 14.8 12.6 7.8 5.9 2.2 3.6 - 0.6

60～69 歳 388 75.5 53.4 42.0 16.8 13.4 18.0 2.8 4.6 2.1 3.4 - 0.3

70 歳以上 649 60.7 51.0 47.9 16.6 10.6 18.5 1.2 4.5 3.7 1.8 0.6 0.3

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

対象者全体（N=2,072)
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◇市役所や区役所での手続きの待ち時間に対する印象 

問３－２ あなたは、市役所や区役所などへの届出や申請などの手続きについて、手続きが開始されるま

での待ち時間をどのように思いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

※“短い”（「短い」＋「どちらかといえば短い」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所での手続きの待ち時間について、「短い」が 4.3％、「どちらかといえば短い」

が 24.0％、合わせると 28.3％となっている。一方、「どちらかといえば長い」が 23.3％、「長

い」が 10.6％、合わせると 33.8％となっている。 

【性 別】「短い」、「どちらかといえば短い」を合わせた”短い”は男性が 32.9％と、女性の 25.2％よ

り 7.7ポイント高くなっている。 

【年代別】“短い”は 70歳以上（33.3％）で最も高く、最も低い 30歳代（15.3％）と比べると 18ポ

イントの差となっている。 

 

市役所や区役所での手続きの待ち時間について“短い”と回答した人が 28.3％ 

短い

4.3%

どちらかとい

えば短い

24.0%

どちらともいえない

36.9%

どちらかと

いえば長い

23.3%

長い

10.6%

無回答

1.0%

対象者全体(N=2,391)

短い

4.3

5.2

3.7

0.0

6.7

3.6

5.3

3.9

3.1

4.6

どちらかといえば

短い

24.0

27.7

21.5

28.6

16.0

11.7

19.5

26.1

28.6

28.7

どちらともいえない

36.9

35.5

37.7

42.9

30.3

36.3

32.7

34.7

39.2

39.9

どちらかといえ

ば長い

23.3

21.0

24.9

28.6

30.3

27.8

28.4

23.5

20.6

19.4

長い

10.6

9.7

11.1

0.0

16.0

19.8

13.9

11.5

8.2

5.2

無回答

1.0

0.8

1.1

0.0

0.8

0.8

0.3

0.3

0.3

2.2

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

［凡例］

対象者全体(N=2,072)

男性(N=842)

女性(N=1,217)

その他(N=7)

29歳以下(N=119)

30～39歳(N=248)

40～49歳(N=303)

50～59歳(N=357)

60～69歳(N=388)

70歳以上(N=649)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所で手続きが開始されるまでの平均時間 

問３－３ あなたは、市役所や区役所などへの届出や申請などの手続きについて、手続きが開始されるま

でに平均してどのくらい待ちましたか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所で手続きが開始されるまでの待ち時間は、「15分以上 30分未満」が 40.3％、

次いで「15分未満」が 30.7％、「1時間以上 2時間未満」が 20.9％となっている。 

【性 別】「15分未満」は、男性が 35.5％と、女性の 27.4％より 8.1ポイント高くなっている。 

【年代別】50 歳代では「15 分未満」が、30 歳代では「30 分以上 1 時間未満」が、その他の年代では

「15分以上 30分未満」が、最も高くなっている。 

 

 

市役所や区役所で手続きが開始されるまでの平均時間は「15分未満」が 30.7％ 

待ち時間なし（オンライ

ン申請やコンビニ交付を

含む）

1.9%

15分未満

30.7%

15分以上30分未満

40.3%

30分以上１時

間未満

20.9%

１時間以上２時

間未満

4.2%

２時間以上

0.8%
無回答

1.1%

対象者全体(N=2,072)

待ち時間なし
（オンライン申請やコ

ンビニ交付を含む）

1.9

2.4

1.5

14.3

1.7

2.4

2.6

2.5

1.8

1.1

15分未満

30.7

35.5

27.4

14.3

17.6

21.0

25.4

37.0

33.8

34.1

15分以上

30分未満

40.3

39.1

41.4

42.9

36.1

32.3

41.6

36.4

43.3

44.2

30分以上

１時間未満

20.9

18.8

22.3

28.6

31.1

35.1

22.4

20.4

16.5

15.7

１時間以上

２時間未満

4.2

3.0

5.1

0.0

10.9

7.7

5.9

3.1

3.1

2.2

２時間以上

0.8

0.8

0.8

0.0

1.7

1.2

1.3

0.6

0.8

0.5

無回答

1.1

0.5

1.5

0.0

0.8

0.4

0.7

0.0

0.8

2.3

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

［凡例］

対象者全体(N=2,072)

男性(N=842)

女性(N=1,217)

その他(N=7)

29歳以下(N=119)

30～39歳(N=248)

40～49歳(N=303)

50～59歳(N=357)

60～69歳(N=388)

70歳以上(N=649)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇市役所や区役所での手続きのわかりやすさに対する印象 

問３－４ あなたは、市役所や区役所などへの届出や申請などの手続きについて、わかりやすいと思いま

すか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

※“わかりやすい”（「わかりやすい」＋「どちらかといえばわかりやすい」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】市役所や区役所での手続きについて、「わかりやすい」が 13.9％、「どちらかといえばわか

りやすい」が 41.3％、合わせると 55.2％となっている。一方、「どちらかといえばわかりに

くい」が 14.9％、「わかりにくい」が 3.8％、合わせると 18.7％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】“わかりやすい”が 70歳以上（62.0％）で最も高く、最も低い 30歳代（46.4％）と比べる

と 15.6ポイントの差となっている。 

 

市役所や区役所での手続きが“わかりやすい”と回答した人が 55.2％ 

わかりやすい

13.9%

どちらかといえ

ばわかりやすい

41.3%

どちらともい

えない

25.4%

どちらかといえ

ばわかりにくい

14.9%

わかりにくい

3.8%

無回答

0.6%

対象者全体(N=2,072)

わかりやすい

13.9

14.6

13.6

0.0

16.8

12.9

12.9

11.8

12.9

16.2

どちらかといえば

わかりやすい

41.3

42.4

40.6

14.3

37.8

33.5

36.3

40.9

43.6

45.8

どちらともいえない

25.4

25.7

25.1

85.7

23.5

21.8

26.4

28.3

27.3

24.3

どちらかといえば

わかりにくい

14.9

13.3

16.0

0.0

16.8

23.8

17.8

14.8

12.9

10.9

わかりにくい

3.8

3.7

3.9

0.0

4.2

7.7

6.3

4.2

3.1

1.4

無回答

0.6

0.4

0.8

0.0

0.8

0.4

0.3

0.0

0.3

1.4

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

［凡例］

対象者全体(N=2,072)

男性(N=842)

女性(N=1,217)

その他(N=7)

29歳以下(N=119)

30～39歳(N=248)

40～49歳(N=303)

50～59歳(N=357)

60～69歳(N=388)

70歳以上(N=649)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇改善を望む手続きの内容 

問３－５ あなたは、市役所や区役所の手続きにおいて、どのようなことを改善すべきと思いますか。あ

てはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】改善を望む手続きの内容は、「複数の窓口で手続きをしなければならないこと」が 33.5％、

「手続きごとに申請書などを書かなければならないこと」が 32.3％、「どの窓口で手続きする

べきかわかりにくいこと」が 24.6％となっている。 

【性 別】「複数の窓口で手続きをしなければならないこと」は女性が 36.2％と、男性の 29.9％より

6.3ポイント高くなっている。また、「特にない」は、男性で 18.5％と、女性の 13.3％より 5.2

ポイント高くなっている。 

【年代別】「パソコンやスマートフォンなどからオンラインで手続きや相談ができないこと」が 30 歳

代（42.3％）で最も高く、最も低い 70歳以上（10.2％）と比べると 32.1ポイントの差となっ

ている。 

 

改善を望む手続きの内容は「複数の窓口で手続きをしなければならないこと」と回答した人が

33.5％ 

対

象

者

数

複

数

の

窓

口

で

手

続

き

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

手

続

き

ご

と

に

申

請

書

な

ど

を

書

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

ど

の

窓

口

で

手

続

き

す

る

べ

き

か

わ

か

り

に

く

い

こ

と

書

類

に

記

入

す

べ

き

欄

が

多

い

こ

と

手

続

き

に

必

要

な

書

類

な

ど

が

事

前

に

調

べ

に

く

い

こ

と

パ

ソ

コ

ン

や

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン

な

ど

か

ら

オ

ン

ラ

イ

ン

で

手

続

き

や

相

談

が

で

き

な

い

こ

と

書

類

の

書

き

方

が

わ

か

り

に

く

い

こ

と

市

役

所

や

区

役

所

以

外

で

手

続

き

が

で

き

な

い

も

の

が

多

い

こ

と

特

に

な

い

窓

口

の

配

置

や

表

示

が

わ

か

り

に

く

い

こ

と

職

員

の

説

明

が

わ

か

り

に

く

い

こ

と

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,072 33.5 32.3 24.6 23.7 23.4 20.8 20.6 17.9 15.6 12.5 5.7 5.6 2.6 1.7

男性 842 29.9 29.7 23.9 24.0 22.4 23.6 19.6 17.5 18.5 12.0 4.3 4.4 2.3 1.7

女性 1,217 36.2 34.2 25.3 23.7 24.2 19.0 21.4 18.2 13.3 12.7 6.7 6.5 2.8 1.7

その他 7 28.6 28.6 14.3 14.3 28.6 14.3 28.6 28.6 28.6 42.9 14.3 14.3 - -

29歳以下 119 30.3 20.2 21.8 19.3 26.1 35.3 24.4 26.1 12.6 10.1 5.0 5.0 2.5 -

30～39 歳 248 41.9 37.1 30.6 35.5 33.1 42.3 27.0 26.6 9.7 12.1 6.5 8.9 0.8 -

40～49 歳 303 29.7 35.6 24.8 31.4 28.4 31.0 25.4 23.8 8.3 15.5 5.6 7.9 1.3 0.7

50～59 歳 357 34.7 30.8 23.5 18.8 23.5 18.5 16.8 18.8 16.0 12.6 7.3 8.1 2.8 0.6

60～69 歳 388 37.4 35.8 24.0 22.4 22.2 14.9 19.1 16.0 15.7 12.4 6.4 5.2 2.1 1.8

70 歳以上 649 29.9 29.9 24.0 20.2 17.9 10.2 18.5 10.9 21.1 11.7 4.2 2.5 4.0 3.7

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

対象者全体（N=2,391)
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◇サッポロスマイルロゴを見たことの有無 

問４ あなたは、「笑顔になれる街」札幌をイメージした「サッポロスマイルロゴ」を見たことがあります

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】サッポロスマイルロゴを見たことの有無は、「見たことがある」が 78.7％、「見たことがな

い」が 17.3％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「見たことがある」が 30 歳代（94.2％）で最も高く、次いで 29 歳以下（92.4％）、40 歳

代（89.4％）となっている。 

 

 

（２）シティプロモートの推進について 

サッポロスマイルロゴを「見たことがある」人は 78.7％ 

見たことがある

78.7%

見たことがない

17.3%

無回答

3.9%
対象者全体(N=2,343)

見たことがある

78.7

76.7

80.4

85.7

92.4

94.2

89.4

83.5

77.6

64.5

見たことがない

17.3

19.2

15.9

14.3

6.1

3.9

6.6

13.2

19.2

30.1

無回答

3.9

4.1

3.7

0.0

1.5

1.9

4.0

3.3

3.2

5.4

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇サッポロスマイルロゴの認知度 

≪問４で「１ 見たことがある」と答えた方にお聞きします。≫ 

問４－１ あなたは、ロゴが「サッポロスマイル」という名称で、「笑顔（笑顔になれる街）」「札幌の魅力

づくり・魅力発信」という意味が込められていることを知っていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】サッポロスマイルロゴの認知度は、「名称、意味ともに知っていた」が 13.0％、「名称は知

っていたが、意味は知らなかった」が 27.3％、「名称は知らなかったが意味は知っていた」が

3.8％、「名称、意味ともに知らなかった」が 55.3％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「名称、意味ともに知っていた」が 70歳以上（15.3％）で最も高く、最も低い 30歳代（7.4％）

と比べると 7.9ポイントの差となっている。 

 

 

サッポロスマイルロゴに込められた意味の名称、意味ともに知っていた人は 13.0％ 

名称、意味とも

に知っていた

13.0%

名称は知っていたが、

意味は知らなかった

27.3%

名称は知らなかったが、

意味は知っていた

3.8%

名称、意味とも

に知らなかった

55.3%

無回答

0.6%

対象者全体(N=1,845)

名称、意味ともに

知っていた

13.0

13.2

12.7

0.0

9.0

7.4

13.8

12.0

14.7

15.3

名称は知っていたが、

意味は知らなかった

27.3

26.9

27.5

50.0

17.2

13.5

19.0

22.1

32.4

42.4

名称は知らなかった

が、意味は知っていた

3.8

4.5

3.4

0.0

6.6

3.7

3.2

3.4

5.3

2.9

名称、意味ともに

知らなかった

55.3

55.0

55.6

50.0

67.2

75.4

63.3

61.3

47.2

38.4

無回答

0.6

0.4

0.7

0.0

0.0

0.0

0.6

1.1

0.3

0.8

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

［凡例］

対象者全体(N=1,845)

男性(N=729)

女性(N=1,107)

その他(N=6)

29歳以下(N=122)

30～39歳(N=244)

40～49歳(N=311)

50～59歳(N=349)

60～69歳(N=339)

70歳以上(N=476)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇サッポロスマイルロゴを見たことがある媒体や場所 

問４－２ 「サッポロスマイル」は以下のようなものに使われています。あなたが見たことのあるものに

いくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】サッポロスマイルロゴを見たことがある媒体や場所は、「札幌市のチラシ・パンフレット・

封筒など」が 74.8％、「地下鉄、バスなどの公共交通機関」が 52.2％、「家庭用指定ゴミ袋」

が 43.4％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「地下鉄、バスなどの公共交通機関」、「地下鉄大通駅出入口（大通西２・３丁目、テレビ

塔前）」、「民間企業の商品、サービス、店舗、パンフレットなど」は年代が上がるにつれて

割合が低くなっている。 

 

 

 

サッポロスマイルロゴを見たことがある媒体や場所は、「札幌市のチラシ・パンフレット・封筒な

ど」と回答した人が 74.8％ 

対

象

者

数

札

幌

市

の

チ

ラ

シ

・

パ

ン

フ

レ
ッ

ト

・

封

筒

な

ど

地

下

鉄
、

バ

ス

な

ど

の

公

共

交

通

機

関

家

庭

用

指

定

ご

み

袋

市

役

所

や

区

役

所
、

区

民

セ

ン

タ
ー

な

ど

の

公

共

施

設

大

通

公

園

の

花

壇

や

札

幌

駅

の

モ

ニ
ュ

メ

ン

ト

地

下

鉄

大

通

駅

出

入

口
（

大

通

西

２

・

３

丁

目
、

テ

レ

ビ

塔

前
）

バ
ッ

ジ

や

ス

テ
ッ

カ
ー

な

ど

の

グ
ッ

ズ

民

間

企

業

の

商

品
、

サ
ー

ビ

ス
、

店

舗
、

パ

ン

フ

レ
ッ

ト

な

ど

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

や

Ｓ

Ｎ

Ｓ

な

ど

札

幌

ド
ー

ム

の

フ
ェ

ン

ス

や

観

客

席

な

ど

そ

の

他

無

回

答

1,845 74.8 52.2 43.4 40.5 21.0 20.9 16.4 16.4 15.9 8.0 2.1 1.1

男性 729 75.2 53.4 40.6 42.4 19.3 20.4 15.4 15.1 17.1 9.2 2.7 1.9

女性 1,107 74.4 51.5 45.2 39.0 22.0 21.3 17.1 17.3 15.2 7.2 1.7 0.5

その他 6 100.0 50.0 33.3 50.0 - - - 16.7 16.7 16.7 - -

29歳以下 122 73.8 70.5 40.2 36.1 27.9 32.8 13.1 24.6 15.6 13.1 - -

30～39 歳 244 71.3 66.8 48.8 49.6 29.5 26.6 13.1 20.5 27.9 11.1 2.0 0.8

40～49 歳 311 77.5 56.3 39.5 44.1 20.6 23.5 15.8 19.0 19.3 11.3 4.2 0.6

50～59 歳 349 72.2 50.4 44.1 38.1 20.3 20.9 17.8 17.8 19.5 6.6 1.7 0.9

60～69 歳 339 74.3 46.3 36.9 39.5 19.2 18.6 17.4 13.0 13.3 5.9 1.5 1.2

70 歳以上 476 77.3 42.9 47.7 36.6 16.6 14.9 17.4 11.8 6.9 5.7 2.1 1.9

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

対象者全体（N=1,845)
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◇札幌の魅力について 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問５ あなたは、札幌のどのようなところが好きですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全  体】札幌の好きなところは、「都市でありながら豊かな自然を満喫できる自然環境」が 71.6％、

「全道各地から集まるおいしい食べ物」が 45.4％、「充実した公共交通機関や多彩な商業施設

など、快適な生活を楽しむことができる都市環境」が 44.1％となっている。 

【性 別】「全道各地から集まるおいしい食べ物」、「雪まつりやオータムフェストなど四季折々に開催

されるさまざまイベント」は、女性が男性より 6.3ポイント以上高くなっている。 

【年代別】「都市でありながら豊かな自然を満喫できる自然環境」、「はっきりとした四季や冷涼な気

候」、「医療機関、福祉施設・福祉サービス等生涯をとおした住み心地」」、「野球やサッカ

ーなどのスポーツ観戦、クラシックなどの音楽鑑賞や観劇など多彩な娯楽」は年代が上がる

につれて割合が高くなっている。 

 

 

 

札幌の好きなこところは「都市でありながら豊かな自然を満喫できる自然環境」が 71.6％ 

対

象

者

数

都

市

で

あ

り

な

が

ら

豊

か

な

自

然

を

満

喫

で

き

る

自

然

環

境

全

道

各

地

か

ら

集

ま

る

お

い

し

い

食

べ

物

充

実

し

た

公

共

交

通

機

関

や

多

彩

な

商

業

施

設

な

ど
、

快

適

な

生

活

を

楽

し

む

こ

と

が

で

き

る

都

市

環

境 は
っ

き

り

と

し

た

四

季

や

冷

涼

な

気

候

雪

ま

つ

り

や

オ
ー

タ

ム

フ
ェ

ス

ト

な

ど

四

季

折

々

に

開

催

さ

れ

る

さ

ま

ざ

ま

な

イ

ベ

ン

ト

医

療

機

関
、

福

祉

施

設

・

福

祉

サ
ー

ビ

ス

等
、

生

涯

を

と

お

し

た

住

み

心

地

野

球

や

サ
ッ

カ
ー

な

ど

の

ス

ポ
ー

ツ

観

戦
、

ク

ラ

シ
ッ

ク

な

ど

の

音

楽

鑑

賞

や

観

劇

な

ど

多

彩

な

娯

楽

ス

キ
ー

や

ス

ノ
ー

ボ
ー

ド

を

は

じ

め

と

す

る

冬

の

ス

ポ
ー

ツ

文

化

漠

然

と

好

き

で

は

あ

る

が
、

具

体

的

に

は

思

い

つ

か

な

い

子

育

て

支

援

施

設

や

サ
ー

ビ

ス

等

の

子

育

て

環

境

そ

の

他

札

幌

が

好

き

で

は

な

い

無

回

答

2,343 71.6 45.4 44.1 43.7 38.8 31.4 26.8 18.5 6.1 5.3 2.1 1.0 2.6

男性 950 69.2 41.8 42.0 44.5 33.9 32.8 26.2 19.3 7.1 5.7 1.7 1.7 3.4

女性 1,377 73.3 48.1 45.6 43.5 42.0 30.4 27.3 17.9 5.3 5.0 2.3 0.5 2.0

その他 7 71.4 14.3 42.9 28.6 42.9 28.6 42.9 42.9 14.3 - - - -

29歳以下 132 61.4 61.4 41.7 30.3 51.5 12.9 21.2 26.5 6.8 5.3 1.5 0.8 1.5

30～39 歳 259 66.0 59.8 41.3 36.7 46.3 15.4 21.6 21.6 3.9 7.3 4.2 1.9 0.8

40～49 歳 348 69.3 55.5 44.0 36.8 39.1 22.4 25.3 19.8 7.2 7.2 3.2 1.1 0.9

50～59 歳 418 71.5 49.5 46.2 40.7 34.2 26.3 25.8 17.2 6.5 4.8 2.4 1.4 2.4

60～69 歳 437 74.1 35.7 42.8 48.7 33.6 33.6 26.8 17.6 7.8 3.7 1.6 1.1 3.2

70 歳以上 738 75.1 36.3 45.3 51.1 39.2 45.9 31.2 16.5 4.9 4.9 0.9 0.3 3.8

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 対象者全体（N=2,343)
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◇札幌の魅力を伝えたり、広めたりしたことがあるか否か 

≪問５で「１」から「11」のいずれかに○をつけた方にお聞きします。≫ 

問５－１ あなたは、札幌の魅力や好きなところに関する情報を他の人に伝えたり、広めたりしたことが

ありますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】札幌の魅力を伝えたり、広めたりしたことがあるか否かについて、「伝えたり、広めたりし

たことがある」が 38.3％、「伝えたり、広めたりしたいと思うが、実際にしたことはない」が

36.7％、「伝えたり、広めたりしたいと思わない」が 12.4％となっている。 

【性 別】「伝えたり、広めたりしたいとは思わない」は男性が 15.5％と、女性の 10.3％より 5.2 ポ

イント高くなっている。 

【年代別】「伝えたり、広めたりしたことがある」は、29歳以下（44.2％）で最も高く、次いで 30歳

代（42.9％）、50歳代（42.8％）となっている。 

 

札幌の魅力を「伝えたり、広めたりしたことがある」人が 38.3％ 

伝えたり、広め

たりしたことが

ある

38.3%

伝えたり、広めたりし

たいと思うが、実際に

したことはない

36.7%

伝えたり、広めたり

したいと思わない

12.4%

わからない

11.0%

無回答

1.6%

対象者全体(N=2,259)

伝えたり、広めたり

したことがある

38.3

36.1

40.0

14.3

44.2

42.9

37.2

42.8

35.4

35.6

伝えたり、広めたりし

たいと思うが、実際

にしたことはない

36.7

36.9

36.4

42.9

31.8

35.3

32.3

30.8

37.6

42.7

伝えたり、広めたり

したいと思わない

12.4

15.5

10.3

14.3

9.3

14.3

16.1

13.7

14.4

8.6

わからない

11.0

9.5

11.9

28.6

14.7

7.5

13.2

11.4

11.5

10.0

無回答

1.6

1.9

1.4

0.0

0.0

0.0

1.2

1.2

1.2

3.1

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

［凡例］

対象者全体(N=2,259)

男性(N=902)

女性(N=1,343)

その他(N=7)

29歳以下(N=129)

30～39歳(N=252)

40～49歳(N=341)

50～59歳(N=402)

60～69歳(N=418)

70歳以上(N=708)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇札幌の魅力を伝えたり、広めたりする手段 

≪問５－１で「１ 伝えたり、広めたりしたことがある」または「２ 伝えたり、広めたりしたいと思う

が、実際にしたことはない」に○をつけた方にお聞きします。≫ 

問５－２ あなたは、どのような手段を使って札幌の魅力や好きなところに関する情報を他の人に伝えた

り、広めたりしようと思いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

【全 体】】札幌の魅力を伝えたり、広めたりする手段は、「直接口頭」が 76.4％、「ＳＮＳでの写真や

文章の投稿」が 26.2％、「年賀状や手紙などの郵便物」が 20.8％となっている。 

【性 別】「年賀状や手紙などの郵便物」は女性が 23.6％と、男性の 16.1％より 7.5 ポイント高くな

っている。 

【年代別】「ＳＮＳでの写真や文章の投稿」は、年代が下がるにつれて割合が高くなっている。また、

「年賀状や手紙などの郵便物」は、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。 

 

対

象

者

数

直

接

口

頭

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

の

写

真

や

文

章

の

投

稿

年

賀

状

や

手

紙

な

ど

の

郵

便

物

電

話

電

子

メ
ー

ル

ブ

ロ

グ

や

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

な

ど

Y

o

u

T

u

b

e

な

ど

の

動

画

配

信

そ

の

他

無

回

答

1,694 76.4 26.2 20.8 17.8 7.9 5.3 3.0 1.4 2.6

男性 659 79.4 23.4 16.1 14.9 8.0 6.1 5.2 1.7 2.6

女性 1,026 74.8 28.1 23.6 19.7 7.8 4.7 1.6 1.3 2.6

その他 4 75.0 25.0 - - - 25.0 - - -

29歳以下 98 77.6 52.0 - 8.2 4.1 8.2 5.1 - -

30～39 歳 197 77.2 47.7 6.6 5.1 3.6 6.6 4.6 2.5 1.0

40～49 歳 237 78.9 41.4 12.7 11.8 6.8 8.0 2.1 1.3 -

50～59 歳 296 79.4 29.7 15.2 10.8 12.8 4.1 2.4 1.0 1.4

60～69 歳 305 75.7 20.0 23.9 18.7 11.8 4.9 3.9 1.0 3.0

70 歳以上 554 74.0 9.2 33.8 29.8 5.8 4.0 2.2 1.8 5.2

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

対象者全体（N=1,694)

札幌の魅力を伝えたり、広めたりする手段は「直接口頭」が 76.4％ 
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◇札幌の魅力を伝えたり、広めたりするきっかけ 

≪問５で「３ 伝えたり、広めたりしたいと思わない」または「４ わからない」に○をつけた方にお聞

きします。≫ 

問５－３ あなたは、どのようなきっかけがあれば、札幌の魅力や好きなところを他の人に伝えたり、広

めたりする機会につながると思いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】札幌の魅力を伝えたり、広めたりするきっかけは、「自分が気づいていなかった札幌の魅力

を知ること」が 26.8％、「札幌の魅力を実際に体験すること」が 23.4％、「情報発信する場所

や機会があること」が 13.2％となっている。 

【性 別】「札幌の魅力を実際に体験すること」は女性が 27.5％と、男性の 18.1％より 9.4 ポイント

高くなっている。 

【年代別】「札幌の魅力を実際に体験すること」が 29歳以下（41.9％）で最も高く、最も低い 70歳以

上（13.6％）と比べると 28.3ポイントの差となっている。 

札幌の魅力を伝えたり、広めたりするきっかけは「自分が気づいていなかった札幌の魅力を知るこ

と」が 26.8％ 

対

象

者

数

自

分

が

気

づ

い

て

い

な

か
っ

た

札

幌

の

魅

力

を

知

る

こ

と

札

幌

の

魅

力

を

実

際

に

体

験

す

る

こ

と

情

報

発

信

す

る

場

所

や

機

会

が

あ

る

こ

と

札

幌

の

歴

史

や

地

元

な

ら

で

は

の

文

化

や

習

慣

な

ど

の

知

識

を

深

め

る

こ

と

地

域

活

動

や

イ

ベ

ン

ト

な

ど

に

自

分

自

身

が

関

わ

る

こ

と

Ｓ

Ｎ

Ｓ

な

ど

最

新

の

情

報

発

信

の

方

法

を

知

る

こ

と

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

529 26.8 23.4 13.2 12.1 8.5 4.2 6.2 33.6 4.0

男性 226 26.5 18.1 10.6 10.6 8.8 3.5 11.1 32.3 3.1

女性 298 27.5 27.5 14.8 12.8 8.1 4.7 2.7 34.6 4.7

その他 3 - 33.3 33.3 66.7 33.3 - - 33.3 -

29歳以下 31 25.8 41.9 19.4 9.7 9.7 9.7 3.2 25.8 -

30～39 歳 55 27.3 25.5 14.5 10.9 7.3 7.3 5.5 29.1 3.6

40～49 歳 100 26.0 28.0 18.0 5.0 10.0 7.0 10.0 28.0 1.0

50～59 歳 101 23.8 22.8 12.9 17.8 8.9 2.0 5.9 34.7 3.0

60～69 歳 108 25.9 25.9 13.9 12.0 8.3 2.8 7.4 37.0 3.7

70 歳以上 132 31.1 13.6 6.8 14.4 7.6 2.3 3.8 37.9 8.3

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

対象者全体（N=529)
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◇札幌の情報を知る際の入手手段 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問６ あなたは住んでいる街（札幌）の情報を知りたいと思ったとき、どのような手段を使って情報を入

手しますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】札幌の情報を入手する手段は、「テレビやラジオなどの番組」が 58.3％、「家族や友人、知

人などからの口コミ」が 46.2％、「ブログやホームページなど」が 46.0％となっている。 

【性 別】「テレビやラジオなどの番組」、「家族や友人、知人などからの口コミ」、「ＳＮＳでの写真

や文章の投稿」は、女性が男性より 8.0ポイント以上高くなっている。「YouTubeなどの配信

動画」は男性が 14.1％と女性の 8.9％より 5.2ポイント高くなっている。 

【年代別】「テレビやラジオなどの番組」は、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。一方、

「ＳＮＳでの写真や文章の投稿」は、年代が上がるにつれて割合が低くなっている。 

 

 

札幌の情報を入手する手段は「テレビやラジオなどの番組」が 58.3％ 

対

象

者

数

テ

レ

ビ

や

ラ

ジ

オ

な

ど

の

番

組

家

族

や

友

人
、

知

人

な

ど

か

ら

の

口

コ

ミ

ブ

ロ

グ

や

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

な

ど

街

の

情

報

誌

新

聞

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

の

写

真

や

文

章

の

投

稿

Y

o

u

T

u

b

e

な

ど

の

配

信

動

画

そ

の

他

入

手

し

て

い

な

い

無

回

答

2,343 58.3 46.2 46.0 40.2 38.4 25.7 11.1 2.4 1.8 2.1

男性 950 53.7 36.3 46.6 37.6 38.7 19.7 14.1 2.3 2.9 3.1

女性 1,377 61.7 53.2 45.6 42.0 38.2 29.9 8.9 2.5 0.9 1.4

その他 7 42.9 42.9 57.1 57.1 28.6 57.1 14.3 - 14.3 -

29歳以下 132 41.7 47.7 47.7 22.7 9.1 71.2 19.7 3.8 - 1.5

30～39 歳 259 43.6 48.3 66.4 42.5 7.3 63.7 19.7 2.7 - 1.2

40～49 歳 348 44.8 45.1 71.3 38.8 18.4 40.8 15.5 3.4 1.7 0.9

50～59 歳 418 54.3 44.7 61.2 39.5 28.9 28.9 10.8 2.6 2.6 1.2

60～69 歳 437 64.5 45.5 48.7 44.4 42.6 13.0 10.3 2.3 3.0 2.3

70 歳以上 738 71.4 47.3 16.7 41.3 66.8 3.1 4.9 1.5 1.6 3.4

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

対象者全体（N=2,343)
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◇札幌以外の街の情報を知る際の入手手段 

問７ あなたは札幌以外の街の情報を知りたいと思ったとき、どのような手段を使って情報を入手します 

か。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】札幌以外の街情報を入手する手段は、「ブログやホームページなど」が 51.3％、「テレビや

ラジオなどの番組」が 49.4％、「家族や友人、知人などからの口コミ」が 43.2％となってい

る。 

【性 別】「テレビやラジオなどの番組」、「家族や友人、知人などからの口コミ」、「ＳＮＳでの写真

や文章の投稿」は、女性が男性より 5.3ポイント以上高くなっている。 

【年代別】29歳以下では「ＳＮＳでの写真や文章の投稿」が、30歳代、40歳代、50歳代では「ブロ

グやホームページなど」が、60歳代、70歳以上では「テレビやラジオなどの番組」が最も

高くなっている。 

 

 

札幌以外の街の情報を入手する手段は「ブログやホームページなど」が 51.3％ 

対

象

者

数

ブ

ロ

グ

や

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

な

ど

テ

レ

ビ

や

ラ

ジ

オ

な

ど

の

番

組

家

族

や

友

人
、

知

人

な

ど

か

ら

の

口

コ

ミ

Ｓ

Ｎ

Ｓ

で

の

写

真

や

文

章

の

投

稿

新

聞

街

の

情

報

誌

Y

o

u

T

u

b

e

な

ど

の

配

信

動

画

そ

の

他

入

手

し

て

い

な

い

無

回

答

2,343 51.3 49.4 43.2 30.7 29.2 25.1 16.0 2.1 2.7 2.3

男性 950 52.2 46.3 34.7 24.5 30.6 25.1 18.4 2.2 3.7 2.7

女性 1,377 50.8 51.6 49.2 35.0 28.2 25.2 14.5 2.1 2.0 1.9

その他 7 71.4 42.9 42.9 57.1 14.3 28.6 14.3 - 14.3 -

29歳以下 132 56.8 31.1 40.2 79.5 6.8 12.1 37.9 2.3 - 0.8

30～39 歳 259 74.9 34.0 46.7 65.6 3.1 22.4 26.6 1.9 0.4 1.5

40～49 歳 348 76.7 33.9 40.8 48.0 10.9 21.6 23.6 3.4 1.7 1.1

50～59 歳 418 67.9 44.3 40.7 36.8 18.2 26.1 18.9 2.4 2.9 1.2

60～69 歳 437 54.9 55.1 43.5 18.5 32.7 29.5 13.7 2.3 2.1 2.3

70 歳以上 738 19.1 64.9 45.1 5.6 55.1 27.0 4.7 1.4 4.9 3.8

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50% 対象者全体（N=2,343)
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◇成年後見制度の認知度 

問８ あなたは、「成年後見制度」を知っていましたか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】成年後見制度の認知度は、「制度の名称も内容も知っていた」が 35.5％、「制度の名前は知

っていたが、制度の内容までは知らなかった」が 38.0％、「知らなかった」が 23.9％となっ

ている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「制度の名称も内容も知っていた」が 60歳代（41.2％）で最も高く、最も低い 29歳以下

（20.5％）と比べると 20.7ポイントの差となっている。 

 

（３）成年後見制度について 

成年後見制度について、制度の名称だけでなく、制度の内容も知っていた人は 35.5％ 

制度の名称も内

容も知っていた

35.5%

制度の名称は知って

いたが、制度の内容

までは知らなかった

38.0%

知らなかった

23.9%

無回答

2.6%

対象者全体(N=2,343)

制度の名称も内容も

知っていた

35.5

34.9

35.9

42.9

20.5

37.5

37.4

38.0

41.2

31.8

制度の名称は知っていたが、制

度の内容までは知らなかった

38.0

35.7

39.7

42.9

31.8

30.9

32.8

35.6

39.1

45.1

知らなかった

23.9

26.7

21.9

14.3

47.7

30.9

29.6

24.9

16.7

18.0

無回答

2.6

2.6

2.5

0.0

0.0

0.8

0.3

1.4

3.0

5.0

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別



- 27 - 

 

◇成年後見制度の窓口があった場合、相談窓口を利用したいと思うか否か 

問９ あなたは、身近に成年後見制度について相談できる窓口があった場合、その窓口を利用したいと思

いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】成年後見制度の窓口があった場合、相談窓口を利用したいか否かは、「利用したいと思

う」が 32.0％、「利用したいとは思わない」が 21.8％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「利用したいと思う」が 40歳代（41.4％）で最も高く、次いで 60歳代（33.4％）、50歳代

（33.0％）となっている。 

 

成年後見制度の窓口があった場合、相談窓口を「利用したい」人は 32.0％ 

利用したいと思う

32.0%

利用したいとは思わない

21.8%

わからない

43.3%

無回答

2.9%
対象者全体(N=2,343)

利用したいと思う

32.0

33.9

30.8

42.9

30.3

27.0

41.4

33.0

33.4

28.3

利用したいとは思わない

21.8

21.9

21.9

0.0

18.9

15.1

14.4

19.1

23.8

28.6

わからない

43.3

40.9

44.9

57.1

50.8

56.4

43.1

45.5

40.5

38.1

無回答

2.9

3.3

2.5

0.0

0.0

1.5

1.1

2.4

2.3

5.0

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇窓口で相談したい内容 

≪問９で「１ 利用したいと思う」と答えた方にお聞きします。≫ 

問９－１ あなたは、窓口でどのようなことを相談したいですか。あてはまるものにいくつでも○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】窓口で相談したいと思う内容は、「自身に後見人が必要と考えたときに、後見人探しや手続

きなどについて相談したい」が 57.7％、「制度の内容について詳しく聞きたい」が 55.3％、

「制度を利用するための費用に対する助成制度について相談したい」が 49.2％となっている。 

【性 別】「自身が後見人になると考えたときに、活動内容や手続きなどについて相談したい」は男性

が女性より 7.1ポイントと高く、「自身に後見人が必要と考えたときに、後見人探しや手続き

などについて相談したい」、「制度を利用するための費用に対する助成制度について相談した

い」は、女性が男性より 8.8ポイント以上高くなっている。 

【年代別】「自身が後見人になると考えたときに、活動内容や手続きなどについて相談したい」は 30

歳代（68.6％）が最も高く、最も低い 70歳以上（27.8％）と比べると 40.8ポイントの差とな

っている。 

窓口で相談したいと思う内容は「自身に後見人が必要と考えたときに、後見人探しや手続きなどに

ついて相談したい」が 57.7％ 

対

象

者

数

自

身

に

後

見

人

が

必

要

と

考

え

た

と

き

に
、

後

見

人

探

し

や

手

続

き

な

ど

に

つ

い

て

相

談

し

た

い

制

度

の

内

容

に

つ

い

て

詳

し

く

聞

き

た

い

制

度

を

利

用

す

る

た

め

の

費

用

に

対

す

る

助

成

制

度

に

つ

い

て

相

談

し

た

い 後

見

人

と

医

療

・

介

護

の

関

係

者

と

の

協

力

に

つ

い

て

相

談

し

た

い

自

身

が

後

見

人

に

な

る

と

考

え

た

と

き

に
、

活

動

内

容

や

手

続

き

な

ど

に

つ

い

て

相

談

し

た

い

後

見

活

動

に

関

す

る

法

的

な

問

題

に

つ

い

て

相

談

し

た

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

750 57.7 55.3 49.2 45.6 44.5 31.2 2.0 1.6 0.3

男性 322 52.8 55.0 44.1 44.1 48.4 31.1 1.2 1.2 0.3

女性 424 61.6 55.2 53.1 46.7 41.3 30.9 2.6 1.9 0.2

その他 3 33.3 100.0 33.3 33.3 66.7 66.7 - - -

29歳以下 40 47.5 50.0 45.0 27.5 57.5 25.0 5.0 2.5 -

30～39 歳 70 50.0 54.3 54.3 45.7 68.6 32.9 1.4 2.9 -

40～49 歳 144 58.3 60.4 52.1 39.6 47.9 27.1 2.8 0.7 -

50～59 歳 138 65.2 47.1 47.8 50.7 50.7 30.4 2.2 0.7 -

60～69 歳 146 58.2 56.2 47.3 46.6 43.8 35.6 2.1 2.1 -

70 歳以上 209 56.5 57.9 47.8 48.8 27.8 31.6 1.0 1.9 1.0

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

対象者全体（N=750)
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◇成年後見制度を利用したいと思うか否か 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問１０ あなたは、将来的にあなた自身の判断能力が不十分となった場合、成年後見制度を利用したいと

思いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】成年後見制度を利用したいと思うかについては、「利用したいと思う」が 32.7％、「利用し

たいとは思わない」が 18.7％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「利用したいと思う」が 40歳代（40.8％）で最も高く、最も低い 70歳以上（27.5％）と

比べると 13.3ポイントの差となっている。また、「利用したいとは思わない」が 70歳以上

（25.7％）で最も高く、最も低い 29歳以下（12.1％）と比べると 13.6ポイントの差となっ

ている。 

成年後見制度を「利用したいと思う」人は 32.7％ 

利用したいと思う

32.7%

利用したいとは思わない

18.7%

わからない

40.4%

無回答

8.2%

対象者全体(N=2,343)

利用したいと思う

32.7

34.2

31.7

57.1

39.4

32.8

40.8

31.8

33.9

27.5

利用したいとは思わない

18.7

19.1

18.5

0.0

12.1

15.8

13.2

13.4

19.9

25.7

わからない

40.4

38.4

42.0

28.6

37.1

40.2

37.9

47.1

40.3

38.9

無回答

8.2

8.3

7.8

14.3

11.4

11.2

8.0

7.7

5.9

7.9

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇成年後見制度を利用したいと思わない、わからない理由 

≪問１０で「２ 利用したいとは思わない」または「３ わからない」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１０－１ あなたが、「利用したいとは思わない」または「わからない」と答えた理由は何ですか。あて

はまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】成年後見制度を利用したいとは思わない、わからない理由は、「他人に財産管理をされる

ことに抵抗がある」が 45.4％、「制度の内容や利用方法がよくわからない」が 34.0％、「制

度を利用するための手続きが複雑そうである」が 31.9％となっている。 

【性 別】「他人に財産管理をされることに抵抗がある」は女性が 48.9％と、男性の 39.9％より 9.0

ポイント高くなっている。 

【年代別】29歳以下では「制度の内容や利用方法がよくわからない」が、30歳以上では「他人に財

産管理をされることに抵抗がある」が最も高くなっている。 

 

成年後見制度を利用したいとは思わない、わからない理由は「他人に財産管理をされることに抵抗

がある」が 45.4％ 

対

象

者

数

他

人

に

財

産

管

理

を

さ

れ

る

こ

と

に

抵

抗

が

あ

る

制

度

の

内

容

や

利

用

方

法

が

よ

く

わ

か

ら

な

い

制

度

を

利

用

す

る

た

め

の

手

続

き

が

複

雑

そ

う

で

あ

る

利

用

す

る

た

め

に

費

用

(

経

済

的

負

担

)

が

か

か

る

必

要

性

が

わ

か

ら

な

い

制

度

自

体

に

良

い

イ

メ
ー

ジ

が

な

い

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

無

回

答

1,384 45.4 34.0 31.9 30.8 15.8 14.0 8.0 9.7 2.7

男性 546 39.9 34.4 29.9 27.8 18.1 14.5 7.1 11.2 3.3

女性 833 48.9 33.6 33.4 32.7 14.0 13.8 8.6 8.8 2.3

その他 2 100.0 50.0 50.0 100.0 50.0 - - - -

29歳以下 65 36.9 41.5 30.8 24.6 18.5 13.8 3.1 9.2 -

30～39 歳 145 51.7 33.8 31.7 29.7 16.6 11.0 7.6 7.6 2.1

40～49 歳 178 51.1 40.4 33.1 37.1 15.7 10.1 9.6 3.9 2.2

50～59 歳 253 44.7 35.6 28.9 33.2 12.6 17.4 9.5 8.3 2.0

60～69 歳 263 47.1 33.5 39.2 34.6 14.4 14.8 9.5 8.4 1.9

70 歳以上 477 41.9 30.0 29.6 26.4 17.4 14.3 6.7 14.0 4.2

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

対象者全体（N=1,384)
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◇親族の後見人となって支援をすることに抵抗があるか否か 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問１１ あなたは、親族の判断能力が不十分となった場合、親族の後見人となって財産管理や契約行為の

支援をすることに抵抗はありますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】親族の後見人となって支援することに抵抗があるか否かは、「支援することに抵抗はない」

が 48.8％、「支援することに抵抗がある」が 21.6％となっている。 

【性 別】「支援することに抵抗はない」は男性が 54.6％と、女性の 45.1％より 9.5 ポイント高くな

っている。 

【年代別】「支援することに抵抗はない」が 30歳代（57.1％）で最も高く、次いで 50歳代（55.3％）、

29歳以下（53.8％）となっている。 

親族の後見人となって財産管理等を支援することに抵抗があるか否かは「支援することに抵抗はな

い」が 48.8％ 

支援すること

に抵抗はない

48.8%

支援することに抵

抗がある

21.6%

わからない

26.5%

無回答

3.1%

対象者全体(N=2,343)

支援することに抵抗はない

48.8

54.6

45.1

42.9

53.8

57.1

53.2

55.3

49.0

39.7

支援することに抵抗がある

21.6

18.9

23.5

14.3

18.9

22.8

20.4

16.5

21.7

25.1

わからない

26.5

24.3

27.8

42.9

26.5

18.9

26.1

26.8

27.2

28.6

無回答

3.1

2.1

3.6

0.0

0.8

1.2

0.3

1.4

2.1

6.6

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇親族に依頼された時、後見人として支援したいと思える環境 

問１２ あなたが、親族から後見人になってほしいと依頼されたとき、どのような環境であれば、後見人

として支援したいと思いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】親族に依頼された時、後見人として支援したいと思える環境は、「後見活動について相談で

きる窓口がある」が 54.0％、「後見人と医療・介護の関係者などが協力して、本人を支援する

体制が整備されている」が 45.8％、「制度を利用するための手続きなどの複雑さが解消される」

が 45.4％となっている。 

【性 別】「後見人と医療・介護の関係者との協力について相談したい」は女性が 47.9％と、男性の

42.7％より 5.2ポイント高くなっている。 

【年代別】「その他」、「わからない」、「支援したいとは思わない」以外のすべての項目で、30 歳

代が最も高く、最も低い 70 歳以上と 15.4 ポイント以上の差となっている。一方、「わから

ない」、「支援したいと思わない」は、70歳代が最も高く、最も低い 30歳代と比べると 8.1

ポイント以上の差となっている。 

 

親族に依頼された時、後見人として支援したいと思える環境は「後見活動について相談できる窓口

がある」が 54.0％ 

対

象

者

数

後

見

活

動

に

つ

い

て

相

談

で

き

る

窓

口

が

あ

る

後

見

人

と

医

療

・

介

護

の

関

係

者

な

ど

が

協

力

し

て

、

本

人

を

支

援

す

る

体

制

が

整

備

さ

れ

て

い

る

制

度

を

利

用

す

る

た

め

の

手

続

き

な

ど

の

複

雑

さ

が

解

消

さ

れ

る

後

見

活

動

で

法

的

な

問

題

が

生

じ

た

場

合

、

弁

護

士

等

に

よ

る

助

言

が

得

ら

れ

る

体

制

が

整

備

さ

れ

て

い

る

財

産

の

横

領

な

ど

の

不

正

が

疑

わ

れ

な

い

よ

う

な

仕

組

み

が

あ

る

制

度

を

利

用

す

る

た

め

の

費

用

に

対

す

る

助

成

制

度

な

ど

が

充

実

し

て

い

る

後

見

活

動

で

必

要

な

知

識

を

習

得

す

る

た

め

の

研

修

や

説

明

会

が

あ

る

わ

か

ら

な

い

そ

の

他

支

援

し

た

い

と

は

思

わ

な

い

無

回

答

2,343 54.0 45.8 45.4 40.0 38.3 36.0 32.5 13.8 1.5 5.2 3.9

男性 950 52.1 42.7 42.9 39.2 39.1 35.9 33.5 13.8 1.5 3.9 4.1

女性 1,377 55.4 47.9 47.1 40.5 37.8 36.0 31.8 13.8 1.5 6.1 3.6

その他 7 85.7 71.4 85.7 71.4 71.4 85.7 57.1 - - - -

29歳以下 132 56.8 48.5 58.3 34.8 35.6 42.4 39.4 12.1 2.3 1.5 1.5

30～39 歳 259 68.3 60.2 68.7 55.6 59.8 59.8 40.5 4.6 - 0.8 0.4

40～49 歳 348 66.4 54.3 61.2 49.7 48.9 52.6 38.2 6.9 1.4 3.4 0.3

50～59 歳 418 55.7 48.6 49.8 45.5 44.3 41.9 34.4 12.2 2.2 3.8 2.4

60～69 歳 437 55.1 46.5 43.9 39.8 37.1 29.3 32.3 13.7 0.9 5.3 3.4

70 歳以上 738 41.3 34.6 26.3 27.9 23.8 19.6 25.1 21.4 1.8 8.9 8.1

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

対象者全体（N=2,343)
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◇自宅で火災の危険があると感じている場所（要因） 

問１３ あなたが、ご自宅で火災の危険があると感じている場所（要因）はどちらですか。あてはまるもの

にいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自宅で火災の危険があると感じている場所（要因）は、「配線器具」、「ストーブ」が 49.3％、

「電源コード」が 45.0％、「こんろ」が 31.1％となっている。 

【性 別】「ストーブ」は男性が 53.7％と、女性の 46.2％より 7.5ポイント高くなっている。「こんろ」

では女性が 33.2％と男性の 27.7％より 5.5ポイント高くなっている。 

【年代別】「ストーブ」は、29歳以下（68.2％）で最も高く、最も低い 50歳代（45.9％）と比べると

22.3ポイントの差となっている。 

 

 

 

（４）札幌市が実施する自動消火装置助成事業について 

自宅で火災の危険があると感じている場所（要因）は「配線器具」「ストーブ」が 49.3％ 

対

象

者

数

配

線

器

具

ス

ト
ー

ブ

電

源

コ
ー

ド

こ

ん

ろ

放

火

ボ

イ

ラ
ー

仏

壇

た

ば

こ

ス

マ
ー

ト

フ
ォ

ン
（

携

帯

電

話
）

照

明

器

具

そ

の

他

危

険

が

あ

る

と

感

じ

て

い

る

場

所

は

な

い

無

回

答

2,343 49.3 49.3 45.0 31.1 18.2 16.4 12.3 10.3 7.2 6.9 1.3 7.5 3.0

男性 950 50.7 53.7 46.7 27.7 19.3 19.2 10.9 11.3 7.1 6.8 1.4 6.2 2.6

女性 1,377 48.2 46.2 43.8 33.2 17.2 14.5 13.1 9.4 7.1 6.8 1.3 8.4 3.2

その他 7 71.4 71.4 71.4 100.0 57.1 42.9 42.9 71.4 42.9 42.9 - - -

29歳以下 132 53.0 68.2 53.0 31.1 16.7 11.4 5.3 13.6 9.8 6.1 0.8 8.3 0.8

30～39 歳 259 53.3 59.1 56.4 42.1 28.2 13.5 10.0 14.3 13.5 7.3 1.5 4.6 0.4

40～49 歳 348 50.0 48.3 51.4 39.1 20.7 12.4 8.3 13.2 10.1 8.0 1.1 8.0 0.9

50～59 歳 418 49.5 45.9 43.3 34.9 17.2 15.8 8.9 13.4 7.4 6.9 1.9 8.1 2.4

60～69 歳 437 47.6 47.1 43.0 26.5 15.3 18.1 13.3 8.7 7.1 5.5 0.9 8.2 1.6

70 歳以上 738 47.8 46.2 39.0 24.1 15.9 19.8 17.6 6.1 3.1 7.2 1.4 7.3 6.2

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

対象者全体（N=2,343)
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◇自動消火装置の購入・設置に要する費用の助成制度の認知度 

問１４ あなたは、札幌市が 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯に対し、自動消火装置の購入・設置

に要する費用を助成する制度があることを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自動消火装置の購入・設置に要する費用を助成する制度の認知度は、「知っている」が 5.6％、

「知らなかった」が 91.8％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

 

 

 

 

自動消火装置の購入・設置の費用助成制度を「知っている」人は 5.6％ 

知っている

5.6%

知らなかった

91.8%

無回答

2.6%
対象者全体(N=2,343)

知っている

5.6

6.4

5.0

0.0

3.0

3.5

3.7

3.3

4.3

9.5

知らなかった

91.8

90.9

92.4

100.0

95.5

95.8

93.7

93.3

94.1

87.0

無回答

2.6

2.6

2.5

0.0

1.5

0.8

2.6

3.3

1.6

3.5

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇自動消火装置の購入・設置の助成制度の認知方法 

≪問１４で「１ 知っている」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１４－１ あなたは、当該助成制度をどこでお知りになりましたか。あてはまるものにいくつでも○を

つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自動消火装置の購入・設置の助成制度の認知方法は、「広報さっぽろ」が 55.7％、「町内会・

マンションの回覧」が 38.9％、「家族・友人・知人からの口コミ」が 17.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動消火装置の購入・設置の助成制度を「広報さっぽろ」で知った人は 55.7％ 

対
象
者
数

広
報
さ
っ

ぽ
ろ

町
内
会
・
マ
ン
シ
ョ

ン
の
回
覧

家
族
・
友
人
・
知
人
か
ら
の
口
コ
ミ

テ
レ
ビ

パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、

ち
ら
し
、

ポ
ス
タ
ー

新
聞

札
幌
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

消
防
局
に
よ
る
説
明
会

札
幌
市
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

T
w
i
t
t
e
r
・

L
I
N
E
）

ラ
ジ
オ

消
防
局
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

T
w
i
t
t
e
r
・

I
n
s
t
a
g
r
a
m
）

雑
誌
（

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

含
む
）

街
頭
大
型
ビ
ジ
ョ

ン

札
幌
市
以
外
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
・
Ｓ
Ｎ
Ｓ

イ
ベ
ン
ト
ブ
ー

ス

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

131 55.7 38.9 17.6 16.8 14.5 13.7 13.0 12.2 3.1 3.1 2.3 1.5 1.5 0.8 0.8 5.3 1.5 3.8

男性 61 63.9 39.3 8.2 13.1 18.0 14.8 19.7 16.4 3.3 - 3.3 3.3 3.3 1.6 1.6 8.2 1.6 1.6

女性 69 47.8 39.1 26.1 20.3 10.1 11.6 7.2 8.7 2.9 5.8 1.4 - - - - 2.9 1.4 5.8

その他 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29歳以下 4 75.0 - 50.0 25.0 - - 50.0 - - - - - - - - - - -

30～39 歳 9 22.2 22.2 11.1 - - - 22.2 11.1 11.1 - - - - - - 22.2 - -

40～49 歳 13 38.5 15.4 15.4 30.8 23.1 23.1 15.4 23.1 - - - 7.7 7.7 - 7.7 7.7 7.7 -

50～59 歳 14 57.1 21.4 7.1 7.1 14.3 - 35.7 21.4 14.3 - 14.3 - - - - 7.1 7.1 -

60～69 歳 19 73.7 57.9 15.8 21.1 26.3 15.8 - 21.1 - - 5.3 - 5.3 - - 5.3 - -

70 歳以上 70 57.1 47.1 18.6 15.7 11.4 15.7 8.6 5.7 1.4 5.7 - 1.4 - 1.4 - 2.9 - 7.1

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

対象者全体（N=131)
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◇自動消火装置を自宅に設置したいか否か 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問１５ あなたは、自動消火装置設置費助成制度を利用（現時点で助成の対象外であっても利用できると

仮定）して、自動消火装置をご自宅に設置してみたいと思いますか。あてはまるものに１つだけ○

をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自動消火装置を自宅に設置したいか否かは、「設置したい」が 50.1％、「設置したいとは思

わない」が 13.6％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「設置したい」は 40歳代（57.8％）で最も高く、次いで 30歳代（54.4％）、50歳代（52.6％）

となっている。 

 

 

 

自動消火装置を自宅に「設置したい」人は 50.1％ 

設置したい

50.1%

設置したいと

は思わない

13.6%

わからない

29.5%

無回答

6.8%

対象者全体(N=2,343)

設置したい

50.1

49.9

50.2

85.7

48.5

54.4

57.8

52.6

48.7

44.9

設置したいとは思わない

13.6

16.2

11.8

0.0

21.2

15.1

11.5

10.5

14.2

14.1

わからない

29.5

28.1

30.6

0.0

24.2

25.1

25.9

31.1

33.6

30.5

無回答

6.8

5.8

7.3

14.3

6.1

5.4

4.9

5.7

3.4

10.6

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇自宅に設置したい自動消火装置の台数 

≪問１５で「１ 設置したい」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１５－１ あなたは、ご自宅に自動消火装置を何台設置したいですか。あてはまるものに１つだけ○を

つけてください（なお、助成制度の上限は２台までとなります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自動消火装置を自宅に設置したい台数は、「１台」が 33.0％、「２台」が 48.5％、「３台以

上」が 13.2％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。  

【年代別】「１台」は 70 歳以上（41.4％）で最も高く、最も低い 30 歳代（26.2％）と比べると 15.2

ポイントの差となっている。「２台」では、29歳以下（54.7％）で最も高く、最も低い 70歳

以上（41.7％）と比べると 13.0ポイントの差となっている。 

自宅に設置したい自動消火装置の台数は「２台」と回答した人が 48.5％ 

１台

33.0%

２台

48.5%

３台以上

13.2%

わからない

4.6%

無回答

0.8%

対象者全体(N=1,174)

１台

33.0

30.0

34.9

33.3

34.4

26.2

27.9

30.9

30.5

41.4

２台

48.5

50.2

47.5

50.0

54.7

51.1

53.7

50.9

48.4

41.7

３台以上

13.2

14.6

12.3

0.0

4.7

14.2

13.4

14.5

16.0

11.5

わからない

4.6

4.4

4.6

16.7

6.3

7.8

5.0

3.6

5.2

3.0

無回答

0.8

0.8

0.7

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

2.4

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

［凡例］

対象者全体(N=1,174)

男性(N=474)

女性(N=691)

その他(N=6)

29歳以下(N=64)

30～39歳(N=141)

40～49歳(N=201)

50～59歳(N=220)

60～69歳(N=213)

70歳以上(N=331)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度の利用の有無 

≪ご本人も含め、世帯全員が 65歳以上の方にお聞きします。それ以外の方は問１７へお進みくださ 

い。≫ 

問１６ あなたは、高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度を利用したことがありますか。あてはまるも

のに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度の利用の有無については、「利用したことがある」

が 1.9％、「利用したことはない」が 90.4％となっている。 

【性 別】「利用したことがない」は男性が 93.1％と、女性の 88.1％より 5.0 ポイント高くなってい

る。 

 

 

 

高齢者世帯で、自動消火装置設置費用助成制度を“利用したことがある”と回答した人が 1.9％ 

利用したことがある

1.9%

利用したことはない

90.4%

わからない

7.7%

無回答

0.0%

対象者全体(N=674)

利用したことがある

1.9

1.0

2.7

0.0

1.0

2.4

0.0

利用したことはない

90.4

93.1

88.1

0.0

90.8

90.1

0.0

わからない

7.7

5.9

9.2

0.0

8.2

7.5

0.0

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

［凡例］

対象者全体(N=674)

男性(N=303)

女性(N=371)

その他(N=0)

60～69歳(N=207)

70歳以上(N=467)

無回答(N=0)

性
別

年
代
別

性

別

年
代
別



- 39 - 

 

◇高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を利用したいか否か 

≪問１６で「２ 利用したことはない」または「３ わからない」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１６－１ あなたは、高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度を利用したいと思いますか。あてはまる

ものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度を利用したいか否かは、「利用したい」が 48.1％、

「利用したいと思わない」が 19.5％となっている。 

【性 別】「利用したいとは思わない」は男性が 25.0％と、女性の 15.0％より 10.0ポイント高くなっ

ている。 

 

 

 

高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を“利用したい”は 48.1％ 

利用したい

48.1%

利用したいとは思

わない

19.5%

わからない

28.9%

無回答

3.5%

対象者全体(N=661)

利用したい

48.1

45.7

50.1

0.0

45.9

49.1

0.0

利用したいとは思わない

19.5

25.0

15.0

0.0

19.0

19.7

0.0

わからない

28.9

27.0

30.5

0.0

33.7

26.8

0.0

無回答

3.5

2.3

4.4

0.0

1.5

4.4

0.0

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

［凡例］

対象者全体(N=661)

男性(N=300)

女性(N=361)

その他(N=0)

60～69歳(N=205)

70歳以上(N=456)

無回答(N=0)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度の利用に踏み切れない理由 

≪問１６－１で「２ 利用したいとは思わない」または「３ わからない」と答えた方にお聞きします。   

≫ 

問１６－２ あなたが、現時点で高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度の利用に踏み切れない、利用し

たいと思わない理由は何ですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度の利用に踏み切れない理由は、「制度内容や利用方

法がわからない」が 40.9％、「日頃から火災に気を付けている」が 32.2％、「費用が高い」が

23.4％となっている。 

【性 別】「日頃から火災に気を付けている」は男性が 35.9％と、女性の 28.7％より 7.2 ポイント高

くなっている。また、「費用が高い」では女性が 31.1％と、男性の 15.4％より 15.7ポイント

高くなっている。 

 

 

高齢者世帯自動消火装置設置費用助成の利用に踏み切れない理由は「制度内容や利用方法がわから

ない」が 40.9％ 

対

象

者

数

制

度

内

容

や

利

用

方

法

が

わ

か

ら

な

い

日

頃

か

ら

火

災

に

気

を

付

け

て

い

る

費

用

が

高

い

申

請

が

複

雑

そ

う

で

あ

る

き
っ

か

け

が

無

い

取

り

付

け

る

場

所

が

無

さ

そ

う

だ

か

ら

必

要

性

が

わ

か

ら

な

い

す

で

に

設

置

し

て

い

る

か

ら

室

内

の

景

観

を

損

ね

る

火

災

が

自

分

事

で

は

な

い

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

無

回

答

320 40.9 32.2 23.4 16.9 13.8 8.8 8.4 4.7 2.5 2.5 7.5 10.9 5.0

男性 156 42.3 35.9 15.4 19.9 15.4 10.9 10.3 3.8 2.6 3.8 9.0 7.7 4.5

女性 164 39.6 28.7 31.1 14.0 12.2 6.7 6.7 5.5 2.4 1.2 6.1 14.0 5.5

その他 0 - - - - - - - - - - - - -

29歳以下 0 - - - - - - - - - - - - -

30～39 歳 0 - - - - - - - - - - - - -

40～49 歳 0 - - - - - - - - - - - - -

50～59 歳 0 - - - - - - - - - - - - -

60～69 歳 108 47.2 22.2 25.9 20.4 13.9 4.6 6.5 2.8 1.9 1.9 10.2 11.1 5.6

70 歳以上 212 37.7 37.3 22.2 15.1 13.7 10.8 9.4 5.7 2.8 2.8 6.1 10.8 4.7

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

対象者全体（N=320)
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◇高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を紹介したいか否か 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問１７ あなたは、高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度について、市内在住で 65歳以上の身近な方に

紹介したいと思いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

※“紹介したい”（「積極的に紹介したい」＋「必要に応じて紹介したい」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】高齢者世帯自動消火装置設置費助成制度を紹介したいか否かは、「積極的に紹介したい」が

8.4％、「必要に応じて紹介したい」が 42.6％、合わせると 51.0％となっている。一方、「紹介

したいとは思わない」は 7.7％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「紹介したい」が 30歳代（65.3％）で最も高く、最も低い 70歳以上（40.4％）と比べると

24.9ポイントの差となっている。 

高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を身近な方に“紹介したい”は 51.0％ 

積極的に紹介

したい

8.4%

必要に応じて

紹介したい

42.6%

どちらでもない

21.3%

紹介したいと

は思わない

7.7%

身近な対象者

はいない

16.2%

無回答

3.8%

対象者全体(N=2,343)

積極的に

紹介したい

8.4

7.4

9.2

14.3

7.6

13.1

12.6

7.9

5.7

6.8

必要に応じて

紹介したい

42.6

40.3

43.9

57.1

44.7

52.1

49.7

47.4

40.7

33.6

どちらでもない

21.3

23.4

20.0

28.6

14.4

16.2

16.1

21.1

26.8

24.0

紹介したいとは

思わない

7.7

8.3

7.3

0.0

4.5

4.6

5.5

4.3

10.8

10.6

身近な対象者

はいない

16.2

17.4

15.6

0.0

27.3

13.1

14.9

17.2

13.3

17.3

無回答

3.8

3.3

4.0

0.0

1.5

0.8

1.1

2.2

2.7

7.7

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇高齢者世帯自動消火装置設置費用助成制度を紹介したいと思わない理由 

≪問１７で「４ 紹介したいとは思わない」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１７－１ あなたが、現時点で自動消火装置助成制度について、身近な人に紹介したいとは思わない理

由は何ですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】自動消火装置助成制度について、身近な人に紹介したいとは思わない理由は、「制度内容や

利用方法がわからない」が 40.0％、「どんな装置かわからないから」が 28.9％、「費用が高い」

が 23.9％となっている。 

【性 別】「申請が複雑そうだから」は女性が 21.8％と、男性の 16.5％より 5.3 ポイント高くなって

いる。また、「きっかけが無い」、「必要性がわからない」は男性が、女性より 5.4ポイント以

上高くなっている。 

【年代別】「制度内容や利用方法がわからない」は 40 歳代（52.6％）で最も高く、最も低い 30 歳代

（8.3％）と比べると 44.3ポイントの差となっている。 

 

 

自動消火装置設置費用助成制度を身近な人に紹介したいと思わない理由は「制度内容や利用方法が

わからない」が 40.0％ 

対

象

者

数

制

度

内

容

や

利

用

方

法

が

わ

か

ら

な

い

ど

ん

な

装

置

か

わ

か

ら

な

い

か

ら

費

用

が

高

い

申

請

が

複

雑

そ

う

だ

か

ら

き
っ

か

け

が

無

い

必

要

性

が

わ

か

ら

な

い

手

続

等

を

手

伝

わ

さ

れ

そ

う

だ

か

ら

取

り

付

け

る

場

所

が

無

さ

そ

う

だ

か

ら

す

で

に

設

置

し

て

い

る

か

ら

室

内

の

景

観

を

損

ね

そ

う

だ

か

ら

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

無

回

答

180 40.0 28.9 23.9 19.4 17.2 15.6 6.1 3.9 1.7 1.1 8.3 13.9 4.4

男性 79 38.0 26.6 24.1 16.5 20.3 24.1 8.9 5.1 1.3 2.5 7.6 11.4 5.1

女性 101 41.6 30.7 23.8 21.8 14.9 8.9 4.0 3.0 2.0 - 8.9 15.8 4.0

その他 0 - - - - - - - - - - - - -

29歳以下 6 50.0 16.7 50.0 50.0 33.3 16.7 - - - - 16.7 16.7 -

30～39 歳 12 8.3 25.0 16.7 - 16.7 33.3 8.3 8.3 - - 16.7 25.0 -

40～49 歳 19 52.6 42.1 10.5 21.1 21.1 26.3 5.3 5.3 - 5.3 21.1 10.5 -

50～59 歳 18 38.9 27.8 11.1 - 16.7 11.1 - - 5.6 - 5.6 27.8 -

60～69 歳 47 36.2 23.4 31.9 25.5 12.8 19.1 6.4 8.5 2.1 2.1 10.6 8.5 6.4

70 歳以上 78 43.6 30.8 24.4 20.5 17.9 9.0 7.7 1.3 1.3 - 2.6 12.8 6.4

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%
対象者全体（N=180)
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◇火災予防に関する情報の入手手段 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問１８ あなたは、火災予防に関する情報を知りたいと思ったとき、どのような手段を使って情報を入手

しますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

【全 体】火災予防に関する情報の入手手段は、「広報さっぽろ」が 55.4％、「テレビ」が 36.4％、「札

幌市公式ホームページ」が 33.9％となっている。 

【性 別】「広報さっぽろ」、「家族・友人・知人からの口コミ」は女性が、男性より 5.8ポイント以上

高くなっている。また、「札幌市以外のホームページ・ＳＮＳ」は男性が 10.6％と、女性の

5.5％より 5.1ポイント高くなっている。 

【年代別】「広報さっぽろ」は、70歳以上（70.6％）で最も高く、最も低い 29歳以下（26.5％）と比

べると 44.1ポイントの差となっている。また、「札幌市公式ホームページ」は 30歳代（48.6％）

で最も高く、最も低い 70歳以上（14.0％）と比べると 34.6ポイントの差となっている。 

 

 

 

対

象

者

数

広

報

さ
っ

ぽ

ろ

テ

レ

ビ

札

幌

市

公

式

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

町

内

会

・

マ

ン

シ
ョ

ン

の

回

覧

新

聞

家

族

・

友

人

・

知

人

か

ら

の

口

コ

ミ

パ

ン

フ

レ
ッ

ト
、

ち

ら

し
、

ポ

ス

タ
ー

消

防

局

に

よ

る

説

明

会

消

防

局

公

式

Ｓ

Ｎ

Ｓ
（

T

w

i

t

t

e

r

・

I

n

s

t

a

g

r

a

m
）

ラ

ジ

オ

札

幌

市

公

式

Ｓ

Ｎ

Ｓ
（

T

w

i

t

t

e

r

・

L

I

N

E
）

札

幌

市

以

外

の

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

・

Ｓ

Ｎ

Ｓ

雑

誌
（

フ

リ
ー

ペ
ー

パ
ー

含

む
）

街

頭

大

型

ビ

ジ
ョ

ン

イ

ベ

ン

ト

ブ
ー

ス

そ

の

他

特

に

必

要

が

な

い

無

回

答

2,343 55.4 36.4 33.9 32.7 23.4 19.0 17.8 10.0 9.9 9.4 8.9 7.6 5.1 2.5 1.5 1.4 5.0 2.6

男性 950 51.9 35.5 36.1 32.0 24.0 13.7 18.9 10.8 8.9 10.4 8.7 10.6 4.0 2.3 1.2 1.7 6.4 2.7

女性 1,377 57.7 37.3 32.4 33.4 23.0 22.6 16.9 9.4 10.6 8.6 8.9 5.5 5.9 2.6 1.7 1.2 4.1 2.3

その他 7 85.7 14.3 42.9 14.3 14.3 - 14.3 28.6 14.3 14.3 28.6 14.3 - - - - - -

29歳以下 132 26.5 38.6 41.7 11.4 7.6 20.5 16.7 6.8 25.0 7.6 23.5 12.9 5.3 9.1 2.3 1.5 9.8 0.8

30～39 歳 259 36.7 27.4 48.6 16.6 4.2 15.4 16.2 6.2 16.2 6.2 17.8 18.9 6.2 3.5 0.4 2.3 6.9 1.5

40～49 歳 348 48.9 29.0 46.6 22.1 11.5 15.5 17.8 9.8 15.2 6.9 14.9 11.8 7.2 2.9 1.4 2.6 5.5 0.9

50～59 歳 418 48.6 30.1 45.5 24.4 16.7 16.5 12.4 5.7 13.2 7.7 8.4 9.1 5.3 2.2 1.2 2.2 6.0 2.2

60～69 歳 437 61.1 38.0 35.7 38.7 26.8 16.2 20.1 9.8 8.2 10.5 6.6 5.9 6.6 2.1 1.8 0.7 4.3 2.7

70 歳以上 738 70.6 45.4 14.0 48.6 40.4 24.4 20.1 14.8 1.8 12.2 2.0 0.9 2.7 1.2 1.6 0.5 3.1 3.9

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

対象者全体（N=2,343)

火災予防に関する情報の入手手段は「広報さっぽろ」が 55.4％ 
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◇「食育」への関心の有無 

問１９ あなたは、「食育」に関心がありますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

※“関心がある（「関心がある」＋「どちらかといえば関心がある」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】「食育」への関心の有無は、「関心がある」が 32.0％、「どちらかといえば関心がある」が

40.4％、合わせると 72.4％となっている。一方、「どちらかといえば関心がない」が 10.9％、

「関心がない」が 8.0％、合わせると 18.9％となっている。 

【性 別】“関心がある”は女性が 77.3％と男性の 65.4％より 11.9ポイント高くなっている。 

【年代別】“関心がある”は 30 歳代（80.7％）で最も高く、最も低い 60 歳代（66.1％）と比べると

14.6ポイントの差となっている。 

 

 

（５）食育について 

「食育」に“関心がある”は 72.4％ 

関心がある

32.0%

どちらかといえ

ば関心がある

40.4%

どちらかといえ

ば関心がない

10.9%

関心がない

8.0%

わからない

6.4%

無回答

2.3%
対象者全体(N=2,343)

関心がある

32.0

28.3

34.5

28.6

33.3

41.3

36.2

27.8

25.6

32.4

どちらかといえば

関心がある

40.4

37.1

42.8

57.1

38.6

39.4

38.8

41.4

40.5

41.6

どちらかといえば

関心がない

10.9

14.2

8.7

0.0

12.9

8.5

9.5

12.7

14.0

9.3

関心がない

8.0

10.8

6.0

14.3

9.8

4.2

7.5

11.2

8.9

6.9

わからない

6.4

8.1

5.2

0.0

5.3

5.8

6.9

5.7

9.2

5.3

無回答

2.3

1.5

2.8

0.0

0.0

0.8

1.1

1.2

1.8

4.5

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇「食育」に関心がある理由 

≪問１９で「１ 関心がある」、「２ どちらかといえば関心がある」と答えた方にお聞きします。≫ 

問１９－１ あなたが「食育」に関心がある理由は何ですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】「食育」に関心がある理由は、「生活習慣病（がん、糖尿病等）の増加が問題になっているか

ら」が 64.9％、「食生活の乱れが問題になっているから」が 60.7％、「子どもの心身の健全な

発育のために必要だから」が 58.8％となっている。 

【性 別】「肥満ややせすぎが問題になっているから」は男性が 37.0％と、女性の 28.8％より 8.2 ポ

イント高くなっている。 

【年代別】「子どもの心身の健全な発育のために必要だから」は、30 歳代（79.4％）で最も高く、最

も低い 70歳代（43.2％）と比べると 36.2ポイントの差となっている。 

 

「食育」に関心がある理由は、「生活習慣病（がん、糖尿病等）の増加が問題になっているから」が

64.9％ 

対

象

者

数

生

活

習

慣

病
（

が

ん
、

糖

尿

病

等
）

の

増

加

が

問

題

に

な
っ

て

い

る

か

ら

食

生

活

の

乱

れ
（

栄

養

バ

ラ

ン

ス

の

崩

れ
、

不

規

則

な

食

事

等
）

が

問

題

に

な
っ

て

い

る

か

ら

子

ど

も

の

心

身

の

健

全

な

発

育

の

た

め

に

必

要

だ

か

ら

大

量

の

食

べ

残

し

な

ど

食

品

廃

棄

物

が

問

題

だ

か

ら

食

品

の

安

全

確

保

が

重

要

だ

か

ら

肥

満

や

や

せ

す

ぎ

が

問

題

に

な
っ

て

い

る

か

ら

自

然

の

恩

恵

や

食

に

対

す

る

感

謝

の

念

が

薄

れ

て

い

る

か

ら

食

に

ま

つ

わ

る

地

域

の

文

化

や

伝

統

を

守

る

こ

と

が

重

要

だ

か

ら

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

1,696 64.9 60.7 58.8 53.4 43.7 31.8 28.0 19.8 14.2 25.1 1.8

男性 621 66.2 61.7 56.4 52.8 41.4 37.0 28.5 22.2 1.3 0.2 -

女性 1,064 64.1 60.0 60.0 53.6 44.9 28.8 27.6 18.2 1.0 0.1 0.6

その他 6 83.3 83.3 83.3 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 16.7 - -

29歳以下 95 53.7 72.6 58.9 46.3 22.1 28.4 15.8 23.2 - 1.1 -

30～39 歳 209 56.9 58.4 79.4 40.7 33.5 40.7 24.4 22.5 1.9 - -

40～49 歳 261 64.0 56.7 72.8 51.3 37.9 33.3 24.9 24.1 3.1 - -

50～59 歳 289 60.6 57.8 61.2 52.2 38.8 32.2 27.3 24.9 1.4 0.3 0.3

60～69 歳 289 66.8 62.3 57.8 58.8 49.8 30.8 28.7 17.0 0.7 - 0.3

70 歳以上 546 71.6 61.9 43.2 57.7 53.1 28.9 32.8 14.8 0.4 - 0.7

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

対象者全体（N=1,696)
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◇主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問２０ あなたは、主食・主菜・副菜をそろえて食べることが 1 日に２回以上あるのは、週に何日ありま

すか。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】主食・主菜・副菜をそろえて食べることが 1日に２回以上あるのは、「ほぼ毎日」が 49.2％、

「週に４～５日」が 17.7％、「週に２～３回」が 18.4％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「ほぼ毎日」が 70歳以上（61.0％）で最も高く、次いで 60歳代（53.1％）、50歳代（44.3％）

となっている。 

 

主食・主菜・副菜をそろえて食べることが一日に２回以上あるのは、「ほぼ毎日」が 49.2％ 

ほぼ毎日

49.2%

週に４～５日

17.7%

週に２～３日

18.4%

ほとんどない

11.7%

無回答

3.0%

対象者全体(N=2,343)

ほぼ毎日

49.2

47.1

50.8

57.1

37.1

32.8

42.5

44.3

53.1

61.0

週に４～５日

17.7

16.4

18.6

14.3

16.7

18.5

19.0

18.2

17.6

16.7

週に２～３日

18.4

19.9

17.4

14.3

21.2

24.3

22.7

20.6

18.3

12.6

ほとんどない

11.7

13.7

10.4

14.3

22.7

23.6

14.1

15.1

8.9

4.3

無回答

3.0

2.9

2.9

0.0

2.3

0.8

1.7

1.9

2.1

5.4

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数を増やすために必要だと思うこと 

≪問２０で「２ 週に４～５日」、「３ 週に２～３日」、「４ ほとんどない」と答えた方にお聞きします。≫ 

問２０－１ あなたは、主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数を増やすためには、どのような事が必要

だと思いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数を増やすために必要なことは、「手間がかからない

こと」が 63.0％、「時間があること」が 56.3％、「食費に余裕があること」が 55.9％となって

いる。 

【性 別】「時間があること」、「食欲があること」は、女性が男性より 5.1ポイント以上高くなってい

る。また、「家に用意されていること」は男性が 21.9％と、女性の 14.7％より 7.2 ポイント

高くなっている。 

【年代別】「時間があること」が 30歳代（80.2％）で最も高く、最も低い 70歳以上（27.0％）と比べ

ると 53.2ポイントの差となっている。 

 

 

主食・主菜・副菜をそろえて食べる回数を増やすために必要なことは「手間がかからないこと」が

63.0％ 

対

象

者

数

手

間

が

か

か

ら

な

い

こ

と

時

間

が

あ

る

こ

と

食

費

に

余

裕

が

あ

る

こ

と

自

分

で

用

意

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

食

欲

が

あ

る

こ

と

外

食

や

コ

ン

ビ

ニ

等

で

手

軽

に

と

る

こ

と

が

で

き

る

環

境

が

あ

る

こ

と ３

つ
（

主

食

・

主

菜

・

副

菜
）

そ

ろ

え

て

食

べ

る

メ

リ
ッ

ト

を

知
っ

て

い

る

こ

と

家

に

用

意

さ

れ

て

い

る

こ

と

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

1,120 63.0 56.3 55.9 37.1 25.4 19.4 18.6 17.9 2.0 1.3 1.5

男性 475 60.4 49.7 54.1 36.0 22.5 21.9 17.9 21.9 2.7 2.5 1.5

女性 638 65.2 61.4 57.2 37.9 27.6 17.6 18.7 14.7 1.4 0.3 1.6

その他 3 66.7 33.3 66.7 33.3 33.3 - 66.7 66.7 - - -

29歳以下 80 61.3 76.3 65.0 40.0 31.3 13.8 8.8 18.8 1.3 1.3 -

30～39 歳 172 80.2 80.2 69.8 34.9 19.8 29.7 9.9 22.7 0.6 - -

40～49 歳 194 68.0 66.5 60.8 27.8 15.5 25.3 11.3 20.1 1.5 - 1.0

50～59 歳 225 62.2 64.4 54.7 26.7 20.0 15.1 12.9 13.3 3.6 3.1 1.3

60～69 歳 196 56.6 44.9 52.6 32.7 26.5 10.7 19.4 15.8 1.0 1.5 1.5

70 歳以上 248 54.4 27.0 43.5 57.7 39.1 20.2 37.1 18.5 2.8 1.2 3.6

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

対象者全体（N=1,120)
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◇一日の全ての食事を一人で食べる頻度 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問２１ あなたは、１日の全ての食事を一人で食べることがありますか。あてはまるものに１つだけ○を

つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】一日の全ての食事を一人で食べる頻度は、「ほとんどない」が 59.5％、「週に１日程度ある」

が 6.2％、「週に２～３日ある」が 7.5％、「週に４～５日ある」が 5.0％、「ほとんど毎日」が

19.7％となっている。 

【性 別】男女で大きな差は見られない。 

【年代別】「ほとんどない」は 29歳以下（47.7％）で最も低く、最も高い 30歳代（65.6％）と比べる

と 17.9ポイントの差となっている。 

一日の全ての食事を一人で食べる頻度は「ほとんどない」と回答した人が 59.5％ 

ほとんどない

59.5%

週に１日程度ある

6.2%

週に２～３日ある

7.5%

週に４～５日ある

5.0%

ほとんど毎日

19.7%

わからない

0.3%

無回答

1.9%

対象者全体(N=2,343)

ほとんどない

59.5

57.5

60.9

71.4

47.7

65.6

62.6

56.9

60.6

58.9

週に１日程度ある

6.2

7.2

5.6

0.0

4.5

4.6

5.7

8.1

5.3

6.8

週に２～３日ある

7.5

8.0

7.3

0.0

12.9

8.1

10.1

8.4

6.4

5.4

週に４～５日ある

5.0

5.2

4.8

0.0

10.6

5.4

6.9

4.1

5.3

3.1

ほとんど毎日

19.7

19.9

19.5

28.6

21.2

15.4

13.5

21.8

20.6

22.1

わからない

0.3

0.4

0.2

0.0

1.5

0.4

0.3

0.0

0.5

0.1

無回答

1.9

1.9

1.7

0.0

1.5

0.4

0.9

0.7

1.4

3.5

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践しているか否か 

問２２ あなたは、生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気を付け

た食生活を実践していますか。 

“実践している（「いつも気を付けて実践している」＋「気を付けて実践している」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践しているか否かは、「いつも気を付けて実

践している」が 18.1％、「気を付けて実践している」が 47.6％、合わせると 65.8％となって

いる。一方、「あまり気を付けていない」が 27.8％、「全く気を付けていない」が 3.1％、合わ

せると 30.9％となっている。 

【性 別】“実践している”は女性が 69.8％と、男性の 60.3％より 9.5ポイント高くなっている。 

【年代別】“実践している”が 70歳以上（78.5％）で最も高く、最も低い 30歳代（49.0％）と比べる

と 29.5ポイントの差となっている。 

生活習慣病等の予防や改善のための食生活を“実践している”が 65.8％ 

いつも気を付けて実

践している

18.1%

気を付けて実

践している

47.6%

あまり気を付

けていない

27.8%

全く気を付けていない

3.1%

わからない

0.9%
無回答

2.4%

対象者全体(N=2,343)

いつも気を付け

て実践している

18.1

16.9

19.0

14.3

18.9

13.1

11.5

12.2

20.4

24.9

気を付けて

実践している

47.6

43.4

50.8

28.6

30.3

35.9

42.2

50.0

52.2

53.5

あまり気を付けて

いない

27.8

31.9

24.9

57.1

37.9

44.0

38.2

31.6

24.0

15.7

全く気を付けて

いない

3.1

4.1

2.4

0.0

10.6

5.4

4.9

3.3

1.8

0.7

わからない

0.9

1.1

0.8

0.0

0.8

1.2

1.1

1.2

0.2

0.9

無回答

2.4

2.6

2.1

0.0

1.5

0.4

2.0

1.7

1.4

4.2

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践していない理由 

≪問２２で「３ あまり気を付けていない」「４ 全く気を付けていない」と答えた方にお聞きします。 

≫ 

問２２－１ あなたが、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気を付けた食生活を実践していない理由

は何ですか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】生活習慣病等の予防や改善のための食生活を実践していない理由は、「面倒だから」が 33.8％、

「生活習慣を改善する時間的ゆとりがないから」が 31.6％、「病気の自覚症状がないから」が

28.2％となっている。 

【性 別】「生活習慣を改善する時間的ゆとりがないから」は女性が 37.2％と、男性の 25.1％より 12.1

ポイント高くなっている。また、「病気の自覚症状がないから」は男性が 32.7％と、女性の

24.5％より 8.2ポイント高くなっている。 

【年代別】「生活習慣を改善する時間的ゆとりがないから」が 30歳代（52.3％）で最も高く、最も低

い 70歳以上（10.7％）と比べると 41.6ポイントの差となっている。 

生活習慣病等の予防や改善ための食生活を実践していない理由は「面倒だから」が 33.8％ 

対

象

者

数

面

倒

だ

か

ら

生

活

習

慣

を

改

善

す

る

時

間

的

ゆ

と

り

が

な

い

か

ら

病

気

の

自

覚

症

状

が

な

い

か

ら

生

活

習

慣

を

改

善

す

る

こ

と

が

ス

ト

レ

ス

と

な

る

か

ら

自

分

の

健

康

に

自

信

が

あ

る

か

ら

社

会

的

な

環

境
（

運

動

施

設
、

栄

養

成

分

表

示

が

な

い

な

ど
）

が

整
っ

て

い

な

い

か

ら

病

気

に

な
っ

て

か

ら

治

療

す

れ

ば

よ

い

か

ら

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

724 33.8 31.6 28.2 26.1 8.1 6.5 2.3 6.9 4.7 2.2

男性 342 33.6 25.1 32.7 26.0 9.1 7.3 2.9 6.4 5.3 1.2

女性 376 34.3 37.2 24.5 26.3 7.4 5.6 1.9 7.4 4.3 2.7

その他 4 - 50.0 - 25.0 - 25.0 - - - 25.0

29歳以下 64 42.2 28.1 18.8 21.9 18.8 4.7 3.1 7.8 3.1 -

30～39 歳 128 45.3 52.3 25.0 22.7 3.1 8.6 2.3 6.3 2.3 -

40～49 歳 150 29.3 40.7 25.3 28.7 6.7 7.3 1.3 8.0 4.7 2.7

50～59 歳 146 30.8 32.2 28.8 26.7 6.2 5.5 1.4 6.8 4.8 0.7

60～69 歳 113 30.1 19.5 37.2 32.7 10.6 6.2 4.4 4.4 3.5 1.8

70 歳以上 121 29.8 10.7 31.4 22.3 9.9 5.8 2.5 8.3 9.1 6.6

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

対象者全体（N=724)
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◇伝統的な食事を食べているか否か 

≪皆さまにお聞きします。≫ 

問２３ あなたは、伝統的な食事（正月や節句などの行事食、郷土料理等）を食べていますか。あてはまる

ものに１つだけ○をつけてください。 

“食べている（「よく食べている」＋「時々食べている」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】伝統的な食事を食べているか否かは、「よく食べている」が 24.5％、「時々食べている」が

48.2％、合わせると 72.7％となっている。一方、「あまり食べていない」が 19.5％、「全く食

べていない」が 5.6％、合わせると 25.1％となっている。 

【性 別】“食べている”は女性で 76.8％と、男性の 66.9％より 9.9ポイント高くなっている。 

【年代別】“食べている”は、60 歳代（79.4％）で最も高く、次いで 70 歳以上（77.8％）、50 歳代

（72.0％）となっている。 

伝統的な食事を“食べている”が 72.7％ 

よく食べている

24.5%

時々食べている

48.2%

あまり食べていない

19.5%

全く食べていない

5.6%

無回答

2.1%

対象者全体(N=2,343)

よく食べている

24.5

20.5

27.3

42.9

19.7

13.1

17.5

24.2

26.1

32.1

時々食べている

48.2

46.4

49.5

28.6

43.9

51.4

46.8

47.8

53.3

45.7

あまり食べていない

19.5

22.6

17.4

14.3

24.2

25.5

25.9

20.1

15.6

15.6

全く食べていない

5.6

8.2

3.8

14.3

9.8

8.9

8.9

7.2

3.9

2.4

無回答

2.1

2.2

2.0

0.0

2.3

1.2

0.9

0.7

1.1

4.2

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

［凡例］

対象者全体(N=2,343)

男性(N=950)

女性(N=1,377)

その他(N=7)

29歳以下(N=132)

30～39歳(N=259)

40～49歳(N=348)

50～59歳(N=418)

60～69歳(N=437)

70歳以上(N=738)

性
別

年
代

別

性

別

年
代
別
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◇伝統的な食事を受け継ぐために必要な事 

問２４ あなたは、郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味等、を受け継ぐた

めには、どのような事が必要だと思いますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】伝統的な食事を受け継ぐために必要な事は、「親等から家庭で教わること」が 78.0％、「ふ

だん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理かを知る機会を増やすこと」が 34.9％、

「子どもの頃に学校で教わること」が 34.4％となっている。 

【性 別】「親等から家庭で教わること」、「ふだん食べているもののうち、どれが郷土料理や伝統料理

かを知る機会を増やすこと」、「子どもの頃に学校で教わること」は女性が、男性より 5.9 ポ

イント以上高くなっている。 

【年代別】「子どもの頃に学校で教わること」は、30歳代（51.0％）で最も高く、最も低い 70歳以上

（21.1％）と比べると 29.9ポイントの差となっている。 

 

 

伝統的な食事を受け継ぐために必要なのは「親等から家庭で教わること」が 78.0％ 

対

象

者

数

親

等

か

ら

家

庭

で

教

わ

る

こ

と

ふ

だ

ん

食

べ

て

い

る

も

の

の

う

ち

、

ど

れ

が

郷

土

料

理

や

伝

統

料

理

か

を

知

る

機

会

を

増

や

す

こ

と

子

ど

も

の

頃

に

学

校

で

教

わ

る

こ

と 出

版

物

や

テ

レ

ビ
、

ウ
ェ

ブ

サ

イ

ト

等

の

メ

デ
ィ

ア

で

教

わ

る

こ

と

食

に

関

す

る

イ

ベ

ン

ト

等

で

教

わ

る

こ

と

地

域

コ

ミ
ュ

ニ

テ
ィ

ー

で

教

わ

る

こ

と

わ

か

ら

な

い

そ

の

他

受

け

継

ぐ

必

要

は

な

い

無

回

答

2,343 78.0 34.9 34.4 27.7 20.0 14.3 5.0 1.3 2.6 2.9

男性 950 74.4 31.4 29.8 27.3 19.6 14.0 6.5 1.1 4.0 2.5

女性 1,377 80.5 37.3 37.6 28.0 20.0 14.5 3.9 1.5 1.7 3.0

その他 7 71.4 42.9 57.1 14.3 71.4 28.6 - - - -

29歳以下 132 77.3 25.0 45.5 31.8 27.3 8.3 3.8 4.5 3.0 2.3

30～39 歳 259 82.6 39.4 51.0 32.4 20.8 15.1 3.1 0.4 2.7 1.2

40～49 歳 348 79.6 40.5 48.9 34.5 25.6 21.0 2.9 3.2 3.4 1.1

50～59 歳 418 83.7 34.0 37.1 25.4 19.4 16.7 5.5 1.0 1.9 1.4

60～69 歳 437 76.7 34.1 30.0 25.9 20.8 14.2 5.3 1.1 2.7 1.8

70 歳以上 738 73.3 33.3 21.1 24.5 15.6 10.8 6.4 0.5 2.4 5.6

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

対象者全体（N=2,343)
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◇食に関する情報の入手手段 

問２５ あなたは、食に関する情報をどこから入手していますか。あてはまるものにいくつでも○をつけ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全 体】食に関する情報の入手手段は、「テレビ・ラジオ」が 66.3％、「新聞・雑誌・本」が 59.0％、

「スーパーマーケットなど食品の購入場所」が 36.5％となっている。 

【性 別】「テレビ・ラジオ」、「スーパーマーケットなど食品の購入場所」、「家族とのやりとり」、「ブ

ログ・ＳＮＳ」、「ネット上を含めた友人、知人、同僚とのやりとり」は女性が、男性と比べて

7.8ポイント以上高くなっている。 

【年代別】「テレビ・ラジオ」、「新聞・雑誌・本」は、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。

また、「YouTube等の動画サイト」は年代が上がるにつれて割合が低くなっている。

食に関する情報の入手手段は「テレビ・ラジオ」が 66.3％ 

対

象

者

数

テ

レ

ビ

・

ラ

ジ

オ

新

聞

・

雑

誌

・

本

ス
ー

パ
ー

マ
ー

ケ
ッ

ト

な

ど

食

品

の

購

入

場

所

家

族

と

の

や

り

と

り

イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

上

の

ニ
ュ

ー

ス

サ

イ

ト

ブ

ロ

グ
、

Ｓ

Ｎ

Ｓ

Y

o

u

T

u

b

e

等

の

動

画

サ

イ

ト

ネ
ッ

ト

上

を

含

め

た

友

人
、

知

人
、

同

僚

と

の

や

り

と

り

生

産

者

や

食

品

企

業

・

販

売

業

者
、

行

政

機

関

の

ウ
ェ

ブ

サ

イ

ト

や

広

報

物

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,343 66.3 59.0 36.5 34.7 34.3 24.1 21.7 21.3 17.6 1.5 1.6 2.0

男性 950 61.7 56.4 30.8 29.8 36.9 19.5 21.2 16.7 16.7 1.8 2.7 1.7

女性 1,377 69.5 60.8 40.7 38.1 32.5 27.3 22.1 24.5 18.1 1.2 0.8 2.0

その他 7 71.4 71.4 42.9 42.9 71.4 57.1 28.6 14.3 28.6 - - -

29歳以下 132 43.9 34.1 34.8 50.0 39.4 59.1 48.5 26.5 12.9 0.8 1.5 3.0

30～39 歳 259 54.4 36.3 41.7 42.1 56.0 60.6 38.6 26.6 13.9 1.9 0.8 0.4

40～49 歳 348 61.8 44.8 34.8 36.2 52.3 37.1 29.6 28.4 17.8 1.7 1.4 0.9

50～59 歳 418 64.8 57.9 35.6 29.4 47.8 28.7 25.1 25.4 21.8 2.2 1.0 1.0

60～69 歳 437 72.1 68.0 38.4 32.5 32.0 13.7 18.1 19.2 17.8 1.1 1.4 1.4

70 歳以上 738 74.0 73.6 35.6 33.1 11.4 2.7 7.6 14.1 16.9 1.1 2.4 3.5

対象者全体の値と比較し10ポイント以上高い

対象者全体の値と比較し10ポイント以上低い

年

代

別

（％）

対象者全体

性

別

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

対象者全体（N=2,343)



 

- 54 - 

 



 

- 55 - 

 

 

 

 

 

 

調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 56 - 

 

 



 

- 57 - 

 

 

 



 

- 58 - 

 

 

 
 



 

- 59 - 

 

 

 



 

- 60 - 

 

 



 

- 61 - 

 

 



 

- 62 - 

 

 



 

- 63 - 

 

 



 

- 64 - 

 

 



 

- 65 - 

 

 



 

- 66 - 

 

 



 

- 67 - 

 

 



 

- 68 - 

 

 



 

- 69 - 

 

 



 

- 70 - 

 

 



 

- 71 - 

 

 


