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第１章 防災について 

問 16 あなたは、お住まいの地域の洪水ハザードマップを見たことがありますか。 

（最もあてはまるものに１つだけ○印） 

「見たことがある。住んでいる場所を確認している」の割合が 52.3％と最も高く、次いで「見

たことはない」の割合が 22.4％、「見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない」の

割合が 20.8％となっています。 

図表１－１ 地域の洪水ハザードマップの認知度（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、50 歳代で「見たことがある。住んでいる場所を確認している」の割合が最も

高くなっています。また、30 歳未満で「見たことはない」の割合が高くなっています。 

図表１－２ 地域の洪水ハザードマップの認知度（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 1,353 52.3 20.8 22.4
1.8
1.2 1.5

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

回答者数 =

30歳未満 143

30歳代 185

40歳代 257

50歳代 263

60歳代 194

70歳以上 305

27.3

51.9

54.9

59.7

50.0

57.0

35.7

22.2

22.2

18.3

20.1

15.1

32.9

22.7

21.0

20.2

24.2

19.3

0.7

1.1

0.8

0.8

3.6

3.3

2.8

1.1

0.4

3.0

0.7

1.1

1.2

0.8

2.1

2.3

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

見たことがある。住んでいる場所を確認している

見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない

見たことはない

住んでいる地域は水害がないので、ハザードマップはない

ハザードマップという言葉自体を知らない

無回答



23 

 

性別でみると、大きな差異はみられません。 

図表１－３ 地域の洪水ハザードマップの認知度（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成別でみると、他に比べ、親子、三世代以上で「見たことがある。住んでいる場所を確

認している」の割合が高くなっています。 

図表１－４ 地域の洪水ハザードマップの認知度（家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

単身 177

夫婦 346

親子 566

三世代以上 20

その他 217

51.4

55.5

57.8

65.0

32.3

23.2

21.4

18.6

15.0

25.3

23.2

17.9

20.3

10.0

35.9

1.7

2.0

1.4

10.0

1.8

0.3

1.1

3.2

0.6

2.9

0.9

1.4

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

回答者数 =

女性 753

男性 595

その他 2

51.5

53.4

23.0

18.0

100.0

20.8

24.4

1.6

2.0

1.6

0.7

1.5

1.5

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

見たことがある。住んでいる場所を確認している

見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない

見たことはない

住んでいる地域は水害がないので、ハザードマップはない

ハザードマップという言葉自体を知らない

無回答

見たことがある。住んでいる場所を確認している

見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない

見たことはない

住んでいる地域は水害がないので、ハザードマップはない

ハザードマップという言葉自体を知らない

無回答



24 

 

居住形態別でみると、他に比べ、持ち家（一戸建て、タウンハウス）、持ち家（マンション）で

「見たことがある。住んでいる場所を確認している」の割合が高くなっています。また、民間賃

貸（一戸建て）で「見たことはない」の割合が高くなっています。 

図表１－５ 地域の洪水ハザードマップの認知度（居住形態別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

持ち家（一戸建て、タ
ウンハウス）

416

持ち家（マンション） 497

民間賃貸（一戸建
て）

16

民間賃貸（マンショ
ン、アパート、文化住
宅）

249

公団・公社（賃貸） 62

府営・市営（賃貸） 48

社宅・寮 30

その他 9

55.5

54.3

43.8

45.8

45.2

52.1

50.0

55.6

17.3

20.3

18.8

28.1

19.4

18.8

20.0

22.2

21.9

21.5

31.3

24.1

24.2

22.9

26.7

22.2

2.2

1.6

0.8

6.5

2.1

1.4

0.8

6.3

0.4

1.6

2.1

3.3

1.7

1.4

0.8

3.2

2.1

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

見たことがある。住んでいる場所を確認している

見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない

見たことはない

住んでいる地域は水害がないので、ハザードマップはない

ハザードマップという言葉自体を知らない

無回答



25 

 

居住地域別でみると、他に比べ、ＪＲ以南地域で「見たことがある。住んでいる場所を確認し

ている」の割合が高くなっています。また、千里ニュータウン・万博・阪大地域で「見たことは

ない」の割合が高くなっています。 

図表１－６ 地域の洪水ハザードマップの認知度（居住地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

ＪＲ以南地域 110

片山・岸部地域 185

豊津・江坂・南吹田
地域

227

千里山・佐井寺地域 242

山田・千里丘地域 304

千里ニュータウン・万
博・阪大地域

243

60.9

50.3

55.5

55.0

49.0

49.4

20.9

21.6

26.0

18.2

22.0

16.0

16.4

23.8

16.7

21.9

24.3

28.8

0.9

1.1

3.3

2.0

2.5

0.9

2.2

0.9

0.4

1.0

0.8

1.1

0.9

1.2

1.6

2.5

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

見たことがある。住んでいる場所を確認している

見たことはあるが、住んでいる場所まで確認していない

見たことはない

住んでいる地域は水害がないので、ハザードマップはない

ハザードマップという言葉自体を知らない

無回答
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問 17 あなたは、風水害の際に避難する場所や方法を決めていますか。 

（最もあてはまるものに１つだけ○印） 

「大まかな避難の場所や方法を考えている」の割合が 46.7％と最も高く、次いで「ほとんど考

えていない」の割合が 25.4％、「具体的に避難する場所や方法を決めている」の割合が 15.2％と

なっています。 

図表１－７ 風水害の際に避難する場所や方法（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、年齢が低くなるにつれ「ほとんど考えていない」の割合が高くなっています。 

図表１－８ 風水害の際に避難する場所や方法（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 1,353 15.2 46.7 25.4 11.4 1.3

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

回答者数 =

30歳未満 143

30歳代 185

40歳代 257

50歳代 263

60歳代 194

70歳以上 305

8.4

12.4

11.7

16.0

12.4

24.3

42.0

49.7

51.8

48.3

46.4

42.0

38.5

31.4

28.0

25.1

21.6

15.7

10.5

5.4

7.4

9.9

17.5

16.4

0.7

1.1

1.2

0.8

2.1

1.6

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

具体的に避難する場所や方法を決めている

大まかな避難の場所や方法を考えている

ほとんど考えていない

避難することを考えていない

無回答



27 

 

性別でみると、男性に比べ、女性で「大まかな避難の場所や方法を考えている」の割合が高く

なっています。 

図表１－９ 風水害の際に避難する場所や方法（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成別でみると、他に比べ、三世代以上で「大まかな避難の場所や方法を考えている」の

割合が高くなっています。 

図表１－10 風水害の際に避難する場所や方法（家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

単身 177

夫婦 346

親子 566

三世代以上 20

その他 217

15.3

15.9

14.7

20.0

14.7

31.1

46.2

54.2

65.0

41.0

35.0

22.0

21.9

15.0

31.8

16.9

13.6

8.5

11.1

1.7

2.3

0.7

1.4

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

回答者数 =

女性 753

男性 595

その他 2

13.3

17.5

50.0

50.3

42.0

50.0

23.9

27.4

11.3

11.6

1.2

1.5

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

具体的に避難する場所や方法を決めている

大まかな避難の場所や方法を考えている

ほとんど考えていない

避難することを考えていない

無回答

具体的に避難する場所や方法を決めている

大まかな避難の場所や方法を考えている

ほとんど考えていない

避難することを考えていない

無回答
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居住形態別でみると、他に比べ、持ち家（一戸建て、タウンハウス）、持ち家（マンション）、

社宅・寮で「大まかな避難の場所や方法を考えている」の割合が高くなっています。また、民間

賃貸（マンション、アパート、文化住宅）で「ほとんど考えていない」の割合が高くなっていま

す。 

図表１－11 風水害の際に避難する場所や方法（居住形態別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

持ち家（一戸建て、タ
ウンハウス）

416

持ち家（マンション） 497

民間賃貸（一戸建
て）

16

民間賃貸（マンショ
ン、アパート、文化住
宅）

249

公団・公社（賃貸） 62

府営・市営（賃貸） 48

社宅・寮 30

その他 9

16.8

15.7

18.8

10.0

16.1

18.8

13.3

33.3

51.2

48.7

43.8

42.2

37.1

27.1

53.3

33.3

22.4

20.5

31.3

39.4

22.6

33.3

26.7

11.1

8.9

13.7

6.3

7.6

19.4

18.8

6.7

22.2

0.7

1.4

0.8

4.8

2.1

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

具体的に避難する場所や方法を決めている

大まかな避難の場所や方法を考えている

ほとんど考えていない

避難することを考えていない

無回答



29 

 

居住地域別でみると、他に比べ、ＪＲ以南地域、千里ニュータウン・万博・阪大地域で「ほと

んど考えていない」の割合が高くなっています。 

図表１－12 風水害の際に避難する場所や方法（居住地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

ＪＲ以南地域 110

片山・岸部地域 185

豊津・江坂・南吹田
地域

227

千里山・佐井寺地域 242

山田・千里丘地域 304

千里ニュータウン・万
博・阪大地域

243

10.9

18.4

15.9

16.1

15.5

11.9

53.6

42.2

50.2

50.0

46.1

43.2

28.2

25.9

25.1

22.7

24.0

28.0

7.3

12.4

7.9

9.9

13.5

15.6

1.1

0.9

1.2

1.0

1.2

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

具体的に避難する場所や方法を決めている

大まかな避難の場所や方法を考えている

ほとんど考えていない

避難することを考えていない

無回答



30 

問 18 あなたは、新型コロナウイルス感染症が収束しない中にあって、風水害時に避難

する場所や持ち物に関して意識していることはありますか。 

（最もあてはまるものに１つだけ○印） 

「感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている」の

割合が 38.4％と最も高く、次いで「感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に持っ

ていこうと思っている」の割合が 22.2％、「これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりは

ない」の割合が 16.8％となっています。 

図表１－13 風水害時に避難する場所や持ち物に関して意識していること（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、他に比べ、30 歳未満で「これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりは

ない」の割合が高くなっています。また、50 歳代、70 歳以上で「感染症等が心配なので、自宅に

とどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている」の割合が高くなっています。 

図表１－14 風水害時に避難する場所や持ち物に関して意識していること（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 1,353 16.8 5.8 22.2 38.4 15.5 1.3

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

回答者数 =

30歳未満 143

30歳代 185

40歳代 257

50歳代 263

60歳代 194

70歳以上 305

23.8

13.5

17.5

13.7

17.5

17.0

7.7

6.5

9.3

6.1

4.6

2.3

23.1

29.2

27.2

21.3

18.6

16.4

23.8

36.8

36.2

43.3

37.6

43.6

20.3

12.4

8.2

14.8

20.1

19.3

1.4

1.6

1.6

0.8

1.5

1.3

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

これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりはない

感染症等が心配なので、安全な友人宅や親せき宅等に避難しようと思っている

感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に持っていこうと思っている

感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている

そもそも、自分が避難することは考えていない

無回答



31 

 

性別でみると、男性に比べ、女性で「感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に

持っていこうと思っている」「感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないで

おこうと思っている」の割合が高くなっています。 

図表１－15 風水害時に避難する場所や持ち物に関して意識していること（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成別でみると、他に比べ、三世代以上で「感染症等が心配なので、感染を予防するもの

を避難所に持っていこうと思っている」の割合が高くなっています。また、夫婦、親子で「感染

症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている」の割合が高

くなっています。 

図表１－16 風水害時に避難する場所や持ち物に関して意識していること（家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

単身 177

夫婦 346

親子 566

三世代以上 20

その他 217

18.6

16.2

14.0

20.0

23.5

9.6

3.8

6.7

0.0

4.1

16.4

18.2

25.6

40.0

23.5

35.0

41.0

40.8

35.0

29.0

19.8

19.1

11.7

5.0

18.0

0.6

1.7

1.2

1.8

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

回答者数 =

女性 753

男性 595

その他 2

14.9

19.2

5.4

6.4

24.4

19.3

40.6

35.3

100.0

13.4

18.3

1.2

1.5

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

これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりはない

感染症等が心配なので、安全な友人宅や親せき宅等に避難しようと思っている

感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に持っていこうと思っている

感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている

そもそも、自分が避難することは考えていない

無回答

これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりはない

感染症等が心配なので、安全な友人宅や親せき宅等に避難しようと思っている

感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に持っていこうと思っている

感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている

そもそも、自分が避難することは考えていない

無回答



32 

 

居住地域別でみると、他に比べ、千里山・佐井寺地域、千里ニュータウン・万博・阪大地域で

「感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている」の割

合が高くなっています。 

図表１－17 風水害時に避難する場所や持ち物に関して意識していること（居住地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

ＪＲ以南地域 110

片山・岸部地域 185

豊津・江坂・南吹田
地域

227

千里山・佐井寺地域 242

山田・千里丘地域 304

千里ニュータウン・万
博・阪大地域

243

14.5

19.5

18.1

16.1

17.1

13.6

10.9

6.5

6.2

5.0

4.6

4.5

21.8

22.2

22.9

23.1

23.4

21.0

39.1

34.1

37.0

43.0

35.2

41.2

12.7

16.8

14.5

12.0

18.4

17.7

0.9

1.1

1.3

0.8

1.3

2.1

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

これまでどおり、避難する場所や持ち物に変わりはない

感染症等が心配なので、安全な友人宅や親せき宅等に避難しようと思っている

感染症等が心配なので、感染を予防するものを避難所に持っていこうと思っている

感染症等が心配なので、自宅にとどまり、できるだけ避難しないでおこうと思っている

そもそも、自分が避難することは考えていない

無回答
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問 19 あなたは台風や大雨の時、気象警報や避難情報などの情報をどこから入手します

か。（いくつでも○印） 

「テレビ」の割合が 89.7％と最も高く、次いで「インターネット（吹田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、

YAHOO やウェザーニューズ等）」の割合が 71.0％、「ＳＮＳ（Twitter 、facebook、LINE 等）」の

割合が 25.1％となっています。 

図表１－18 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,353 ％

テレビ

ラジオ

行政職員（市職員、公共施設の

職員等）

家族・親戚

近所の人・友人・知人

職場・仕事関係の人

インターネット（吹田市ＨＰ、気

象庁ＨＰ、YAHOO やウェザー

ニューズ等）

ＳＮＳ（Twitter 、facebook、LINE

等）

その他

無回答

89.7

13.9

1.2

14.6

9.8

7.1

71.0

25.1

0.8

0.9

0 20 40 60 80 100
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年齢別でみると、年齢が高くなるにつれ「テレビ」「ラジオ」の割合が高くなる傾向がみられま

す。また、年齢が低くなるにつれ「ＳＮＳ（Twitter 、facebook、LINE 等）」の割合が高くなる

傾向がみられます。 

図表１－19 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（年齢別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
O
O 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
NE

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

30 歳未満 143 76.9 1.4 － 18.2 7.0 9.1 76.9 64.3 1.4 0.7 

30 歳代 185 84.9 5.4 2.2 15.1 9.2 10.3 88.6 39.5 － 1.1 

40 歳代 257 89.1 10.9 1.2 11.3 10.1 8.6 86.4 26.1 1.2 0.8 

50 歳代 263 89.7 14.1 0.8 12.5 6.8 10.3 84.0 22.1 － 1.1 

60 歳代 194 95.9 16.5 － 12.4 5.7 6.2 70.1 11.3 － 0.5 

70 歳以上 305 95.4 25.2 2.3 17.7 16.4 1.0 34.1 8.5 2.0 1.0 

 

 

性別でみると、男性に比べ、女性で「家族・親戚」「近所の人・友人・知人」「ＳＮＳ（Twitter 、

facebook、LINE 等）」の割合が高くなっています。一方､女性に比べ､男性で「インターネット（吹

田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、YAHOO やウェザーニューズ等）」の割合が高くなっています。 

図表１－20 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（性別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
OO 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
N
E

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

女性 753 91.1 13.0 0.9 18.1 12.4 7.2 68.0 27.4 0.7 0.7 

男性 595 87.9 15.1 1.5 10.1 6.6 7.1 74.6 22.0 0.8 1.2 

その他 2 100.0 － － － － － 100.0 100.0 50.0 － 
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家族構成別でみると、他に比べ、三世代以上で「インターネット（吹田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、

YAHOO やウェザーニューズ等）」「ＳＮＳ（Twitter、facebook、LINE 等）」の割合が高くなってい

ます。また、単身で「職場・仕事関係の人」の割合が高くなっています。 

図表１－21 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（家族構成別） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
OO 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
N
E

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

単身 177 83.6 21.5 2.3 14.1 16.4 11.9 60.5 22.6 3.4 0.6 

夫婦 346 92.8 15.0 1.2 13.6 8.4 4.0 62.7 16.2 0.6 1.4 

親子 566 91.3 12.7 1.2 13.3 10.2 6.5 81.3 25.6 0.4 0.7 

三世代以上 20 90.0 5.0 － 15.0 － 5.0 90.0 40.0 － － 

その他 217 87.1 8.3 － 19.4 5.5 9.7 65.9 38.2 0.5 0.9 

 

居住形態別でみると、他に比べ、持ち家（一戸建て、タウンハウス）、府営・市営（賃貸）で「テ

レビ」の割合が、社宅・寮で「インターネット（吹田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、YAHOO やウェザーニ

ューズ等）」の割合が高くなっています。 

図表１－22 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（居住形態別） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
OO 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
N
E

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

持ち家（一戸建て、タウ
ンハウス） 

416 93.3 16.3 1.0 13.9 8.9 7.2 67.5 21.9 1.0 0.2 

持ち家（マンション） 497 90.3 13.5 1.0 13.9 9.5 5.4 74.0 24.7 0.6 1.4 

民間賃貸（一戸建て） 16 87.5 31.3 － 37.5 18.8 12.5 75.0 18.8 6.3 － 

民間賃貸（マンション、
アパート、文化住宅） 

249 84.7 8.4 1.6 14.9 8.8 10.4 79.5 32.9 0.8 0.8 

公団・公社（賃貸） 62 83.9 17.7 － 16.1 12.9 4.8 50.0 14.5 － 3.2 

府営・市営（賃貸） 48 93.8 18.8 2.1 14.6 20.8 4.2 45.8 25.0 － － 

社宅・寮 30 86.7 3.3 3.3 16.7 10.0 16.7 93.3 43.3 3.3 － 

その他 9 100.0 22.2 11.1 11.1 11.1 － 77.8 － － － 
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居住地域別でみると、他に比べ、千里山・佐井寺地域、山田・千里丘地域で「インターネット

（吹田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、YAHOO やウェザーニューズ等）」の割合が高くなっています。 

図表１－23 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（居住地域別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
OO 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
N
E

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

ＪＲ以南地域 110 90.0 15.5 1.8 21.8 10.9 3.6 62.7 22.7 － － 

片山・岸部地域 185 88.6 15.7 1.6 13.0 8.1 7.0 68.6 20.5 1.1 1.1 

豊津・江坂・南吹田
地域 

227 87.2 14.5 1.8 14.5 9.3 10.6 71.8 28.6 1.3 0.9 

千里山・佐井寺地
域 

242 91.3 12.0 0.8 12.8 7.9 9.1 75.6 28.9 － 0.8 

山田・千里丘地域 304 91.1 13.8 1.3 13.2 11.8 6.3 74.0 23.0 0.7 0.3 

千里ニュータウン・
万博・阪大地域 

243 89.7 12.8 0.4 14.8 9.5 4.1 69.5 25.5 1.6 1.6 

 

 

自治会への加入別でみると、他に比べ、自治会加入者で「テレビ」の割合が高くなっています。

また、自治会未加入者で「インターネット（吹田市ＨＰ、気象庁ＨＰ、YAHOO やウェザーニュー

ズ等）」、「ＳＮＳ（Twitter 、facebook、LINE 等）」の割合が高くなっています。 

図表１－24 気象警報や避難情報などの情報の入手方法（自治会への加入別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

テ
レ
ビ 

ラ
ジ
オ 

行
政
職
員
（
市
職
員
、
公
共
施

設
の
職
員
等
） 

家
族
・
親
戚 

近
所
の
人
・
友
人
・
知
人 

職
場
・
仕
事
関
係
の
人 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
吹
田
市

Ｈ
Ｐ
、
気
象
庁
Ｈ
Ｐ
、Y

AH
OO 

や
ウ
ェ
ザ
ー
ニ
ュ
ー
ズ
等
） 

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（

T
w
i
t
t
e
r
 

、

f
a
c
e
b
o
o
k

、L
I
N
E

等
） 

そ
の
他 

無
回
答 

加入している 690 92.2 17.4 1.2 15.1 11.7 5.8 67.4 19.3 0.6 0.7 

加入していない 524 89.3 11.1 1.5 13.9 7.4 9.5 76.1 29.8 0.6 1.0 

わからない 129 79.1 7.0 － 14.7 7.8 3.9 72.1 38.0 2.3 0.8 
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問 20 あなたは、地震や風水害などの災害に備えていることはありますか 

（いくつでも○印） 

「食料や飲料水を準備している」の割合が 56.7％と最も高く、次いで「持ち出し用に携帯ラジ

オ・衣類・毛布・懐中電灯・医薬品などを準備している」の割合が 30.7％、「地震保険・建物更

生共済等に入っている」の割合が 30.5％となっています。 

図表１－25 地震や風水害などの災害に備えていること（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,353 ％

いつも風呂の水をためおきしている

食料や飲料水を準備している

持ち出し用に携帯ラジオ・衣類・毛布・懐
中電灯・医薬品などを準備している

災害発生時に自分がどのような具体的な

行動を取るべきか考えている

応急手当やＡＥＤの使用方法を知ってい

る

避難場所までの安全な避難経路を考え

ている

電気・水道・ガスなどのライフラインが止
まった時の備えをしている

家族との連絡方法を決めている

防災訓練に積極的に参加している

近所に、災害時に助け合いができるような

友人・知人・親戚がいる

自分や家族の健康が悪化した時の、通

院・入院先を決めている

家が壊れた時の避難所以外の仮住まい

の場所を決めている

耐震診断を行い、自分の家の危険度を把

握している

自分の家のブロック塀を点検し、倒壊を
防止している

家具や冷蔵庫などを固定し、倒壊を防止

している

ハザードマップを家の中で掲示している

地震保険・建物更生共済等に入っている

自治会等での災害対応における役割を

担っている

近所の高齢者・要支援者の存在を把握し

ている

あてはまるものがない

無回答

16.4

56.7

30.7

16.9

14.1

13.5

21.7

20.9

7.2

18.2

11.6

3.9

4.3

2.3

19.1

2.0

30.5

1.8

4.1

11.1

1.8

0 20 40 60 80 100
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年齢別でみると、他に比べ、30 歳代、40 歳代で「食料や飲料水を準備している」の割合が高く

なっています。 

図表１－26 地震や風水害などの災害に備えていること（年齢別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

い
つ
も
風
呂
の
水
を
た
め
お
き

し
て
い
る 

食
料
や
飲
料
水
を
準
備
し
て
い

る 持
ち
出
し
用
に
携
帯
ラ
ジ
オ
・

衣
類
・
毛
布
・
懐
中
電
灯
・
医
薬

品
な
ど
を
準
備
し
て
い
る 

災
害
発
生
時
に
自
分
が
ど
の
よ

う
な
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
考
え
て
い
る 

応
急
手
当
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
知
っ
て
い
る 

避
難
場
所
ま
で
の
安
全
な
避
難

経
路
を
考
え
て
い
る 

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ
た
時
の

備
え
を
し
て
い
る 

家
族
と
の
連
絡
方
法
を
決
め
て

い
る 

防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る 

近
所
に
、
災
害
時
に
助
け
合
い

が
で
き
る
よ
う
な
友
人
・
知
人
・

親
戚
が
い
る 

30 歳未満 143 6.3 46.9 28.7 21.0 23.1 9.8 14.0 19.6 2.1 9.1 

30 歳代 185 6.5 62.7 36.8 16.8 17.8 13.5 18.9 19.5 4.9 16.8 

40 歳代 257 9.3 63.4 30.4 16.0 11.7 9.7 21.4 16.7 3.1 18.3 

50 歳代 263 17.1 58.2 31.9 16.3 16.0 12.2 25.1 22.8 4.6 14.4 

60 歳代 194 18.0 53.1 28.9 11.9 15.5 11.9 24.2 18.0 8.8 17.5 

70 歳以上 305 31.1 52.1 28.2 19.7 7.5 20.3 22.3 25.9 15.7 27.2 

 

区分 

自
分
や
家
族
の
健
康
が
悪
化
し

た
時
の
、
通
院
・
入
院
先
を
決

め
て
い
る 

家
が
壊
れ
た
時
の
避
難
所
以
外

の
仮
住
ま
い
の
場
所
を
決
め
て

い
る 

耐
震
診
断
を
行
い
、
自
分
の
家

の
危
険
度
を
把
握
し
て
い
る 

自
分
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
点

検
し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

家
具
や
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定

し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
家
の
中
で

掲
示
し
て
い
る 

地
震
保
険
・
建
物
更
生
共
済
等

に
入
っ
て
い
る 

自
治
会
等
で
の
災
害
対
応
に
お

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る 

近
所
の
高
齢
者
・
要
支
援
者
の

存
在
を
把
握
し
て
い
る 

あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い 

無
回
答 

30 歳未満 2.1 2.8 1.4 0.7 18.9 1.4 16.8 － 0.7 13.3 2.1 

30 歳代 3.8 2.2 4.3 0.5 16.2 2.2 23.2 － 1.1 14.6 2.2 

40 歳代 5.8 2.7 3.5 2.3 18.7 1.2 29.6 0.4 1.6 14.0 1.9 

50 歳代 7.6 4.6 3.8 2.3 21.7 1.5 34.6 1.1 2.7 9.9 1.5 

60 歳代 14.4 3.1 5.7 1.5 19.6 0.5 30.9 3.1 7.2 12.9 2.6 

70 歳以上 27.2 6.6 5.6 4.6 18.7 4.3 37.7 4.6 9.2 5.6 1.3 
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性別でみると、男性に比べ、女性で「いつも風呂の水をためおきしている」「食料や飲料水を準

備している」「電気・水道・ガスなどのライフラインが止まった時の備えをしている」「近所に、

災害時に助け合いができるような友人・知人・親戚がいる」の割合が高くなっています。 

図表１－27 地震や風水害などの災害に備えていること（性別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

い
つ
も
風
呂
の
水
を
た
め
お
き

し
て
い
る 

食
料
や
飲
料
水
を
準
備
し
て
い

る 持
ち
出
し
用
に
携
帯
ラ
ジ
オ
・

衣
類
・
毛
布
・
懐
中
電
灯
・
医
薬

品
な
ど
を
準
備
し
て
い
る 

災
害
発
生
時
に
自
分
が
ど
の
よ

う
な
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
考
え
て
い
る 

応
急
手
当
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
知
っ
て
い
る 

避
難
場
所
ま
で
の
安
全
な
避
難

経
路
を
考
え
て
い
る 

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ
た
時
の

備
え
を
し
て
い
る 

家
族
と
の
連
絡
方
法
を
決
め
て

い
る 

防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る 

近
所
に
、
災
害
時
に
助
け
合
い

が
で
き
る
よ
う
な
友
人
・
知
人
・

親
戚
が
い
る 

女性 753 19.0 61.1 29.5 16.1 13.8 12.4 24.2 22.6 6.6 21.9 

男性 595 12.8 50.9 31.9 17.8 14.5 14.8 18.5 18.5 7.7 13.6 

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

 

区分 

自
分
や
家
族
の
健
康
が
悪
化
し

た
時
の
、
通
院
・
入
院
先
を
決

め
て
い
る 

家
が
壊
れ
た
時
の
避
難
所
以
外

の
仮
住
ま
い
の
場
所
を
決
め
て

い
る 

耐
震
診
断
を
行
い
、
自
分
の
家

の
危
険
度
を
把
握
し
て
い
る 

自
分
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
点

検
し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

家
具
や
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定

し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
家
の
中
で

掲
示
し
て
い
る 

地
震
保
険
・
建
物
更
生
共
済
等

に
入
っ
て
い
る 

自
治
会
等
で
の
災
害
対
応
に
お

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る 

近
所
の
高
齢
者
・
要
支
援
者
の

存
在
を
把
握
し
て
い
る 

あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い 

無
回
答 

女性 12.7 4.0 3.7 2.4 21.1 2.3 30.3 0.9 4.6 9.0 1.6 

男性 10.1 3.9 4.9 2.2 16.1 1.7 30.4 2.9 3.4 13.8 2.2 

その他 － － － － 50.0 － 50.0 － － － － 
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家族構成別でみると、どの世帯においても「食料や飲料水を準備している」の割合が高くなっ

ています。 

図表１－28 地震や風水害などの災害に備えていること（家族構成別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

い
つ
も
風
呂
の
水
を
た
め
お
き

し
て
い
る 

食
料
や
飲
料
水
を
準
備
し
て
い

る 持
ち
出
し
用
に
携
帯
ラ
ジ
オ
・

衣
類
・
毛
布
・
懐
中
電
灯
・
医
薬

品
な
ど
を
準
備
し
て
い
る 

災
害
発
生
時
に
自
分
が
ど
の
よ

う
な
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
考
え
て
い
る 

応
急
手
当
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
知
っ
て
い
る 

避
難
場
所
ま
で
の
安
全
な
避
難

経
路
を
考
え
て
い
る 

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ
た
時
の

備
え
を
し
て
い
る 

家
族
と
の
連
絡
方
法
を
決
め
て

い
る 

防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る 

近
所
に
、
災
害
時
に
助
け
合
い

が
で
き
る
よ
う
な
友
人
・
知
人
・

親
戚
が
い
る 

単身 177 12.4 46.3 26.6 17.5 11.3 14.1 13.0 16.4 5.1 20.3 

夫婦 346 21.1 54.0 29.5 16.2 13.9 14.5 22.8 23.4 12.1 20.8 

親子 566 15.7 65.2 36.4 16.8 15.5 12.7 25.6 21.0 6.2 19.6 

三世代以上 20 20.0 65.0 35.0 15.0 20.0 10.0 25.0 20.0 － 15.0 

その他 217 12.4 47.5 22.1 18.9 12.9 12.4 18.0 21.7 4.6 9.2 

 

区分 

自
分
や
家
族
の
健
康
が
悪
化
し

た
時
の
、
通
院
・
入
院
先
を
決

め
て
い
る 

家
が
壊
れ
た
時
の
避
難
所
以
外

の
仮
住
ま
い
の
場
所
を
決
め
て

い
る 

耐
震
診
断
を
行
い
、
自
分
の
家

の
危
険
度
を
把
握
し
て
い
る 

自
分
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
点

検
し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

家
具
や
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定

し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
家
の
中
で

掲
示
し
て
い
る 

地
震
保
険
・
建
物
更
生
共
済
等

に
入
っ
て
い
る 

自
治
会
等
で
の
災
害
対
応
に
お

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る 

近
所
の
高
齢
者
・
要
支
援
者
の

存
在
を
把
握
し
て
い
る 

あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い 

無
回
答 

単身 8.5 4.5 1.7 0.6 13.0 4.0 21.5 － 2.3 13.6 1.7 

夫婦 19.1 5.5 4.9 3.2 20.2 2.0 34.1 3.8 6.6 11.3 1.7 

親子 9.2 3.2 4.4 1.8 20.7 1.1 34.1 1.2 3.2 8.7 1.2 

三世代以上 10.0 － 10.0 10.0 25.0 5.0 25.0 5.0 5.0 15.0 5.0 

その他 7.8 2.8 3.7 3.2 19.4 2.8 22.1 1.4 3.7 15.2 2.8 
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居住形態別でみると、他に比べ、社宅・寮で「食料や飲料水を準備している」の割合が高くな

っています。 

図表１－29 地震や風水害などの災害に備えていること（居住形態別） 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

い
つ
も
風
呂
の
水
を
た
め
お
き

し
て
い
る 

食
料
や
飲
料
水
を
準
備
し
て
い

る 持
ち
出
し
用
に
携
帯
ラ
ジ
オ
・

衣
類
・
毛
布
・
懐
中
電
灯
・
医
薬

品
な
ど
を
準
備
し
て
い
る 

災
害
発
生
時
に
自
分
が
ど
の
よ

う
な
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
考
え
て
い
る 

応
急
手
当
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
知
っ
て
い
る 

避
難
場
所
ま
で
の
安
全
な
避
難

経
路
を
考
え
て
い
る 

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ
た
時
の

備
え
を
し
て
い
る 

家
族
と
の
連
絡
方
法
を
決
め
て

い
る 

防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る 

近
所
に
、
災
害
時
に
助
け
合
い

が
で
き
る
よ
う
な
友
人
・
知
人
・

親
戚
が
い
る 

持ち家（一戸建
て、タウンハウ
ス） 

416 18.0 56.0 27.4 17.3 13.0 15.1 23.8 21.4 8.7 21.2 

持ち家（マンシ
ョン） 

497 14.5 60.8 33.4 15.9 16.3 12.9 23.9 20.3 8.9 19.5 

民間賃貸（一戸
建て） 

16 31.3 43.8 31.3 18.8 12.5 12.5 18.8 12.5 6.3 12.5 

民間賃貸（マン
ション、アパー
ト、文化住宅） 

249 8.4 54.2 34.1 20.1 14.5 10.8 14.5 18.5 1.6 11.2 

公団・公社（賃
貸） 

62 32.3 46.8 19.4 6.5 8.1 19.4 11.3 16.1 4.8 11.3 

府営・市営（賃
貸） 

48 31.3 47.9 22.9 14.6 8.3 8.3 25.0 29.2 8.3 25.0 

社宅・寮 30 16.7 73.3 53.3 30.0 26.7 23.3 33.3 33.3 3.3 16.7 

その他 9 11.1 22.2 33.3 11.1 － 11.1 11.1 22.2 22.2 11.1 

 

区分 

自
分
や
家
族
の
健
康
が
悪
化
し

た
時
の
、
通
院
・
入
院
先
を
決

め
て
い
る 

家
が
壊
れ
た
時
の
避
難
所
以
外

の
仮
住
ま
い
の
場
所
を
決
め
て

い
る 

耐
震
診
断
を
行
い
、
自
分
の
家

の
危
険
度
を
把
握
し
て
い
る 

自
分
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
点

検
し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

家
具
や
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定

し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
家
の
中
で

掲
示
し
て
い
る 

地
震
保
険
・
建
物
更
生
共
済
等

に
入
っ
て
い
る 

自
治
会
等
で
の
災
害
対
応
に
お

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る 

近
所
の
高
齢
者
・
要
支
援
者
の

存
在
を
把
握
し
て
い
る 

あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い 

無
回
答 

持ち家（一戸建
て、タウンハウ
ス） 

14.7 5.5 6.3 6.7 17.1 2.6 39.2 1.9 7.2 8.9 1.4 

持ち家（マンシ
ョン） 

11.5 2.2 5.4 0.2 24.5 1.0 38.6 2.0 3.2 9.7 2.0 

民 間 賃 貸 （ 一
戸建て） 

18.8 12.5 6.3 － 6.3 6.3 18.8 － 12.5 12.5 6.3 

民間賃貸（マン
ション、アパー
ト、文化住宅） 

5.6 4.0 0.4 0.4 14.1 2.8 11.2 － 0.4 15.7 0.8 

公団・公社（賃
貸） 

12.9 1.6 － － 9.7 1.6 16.1 4.8 3.2 16.1 8.1 

府営・市営（賃
貸） 

16.7 4.2 2.1 － 25.0 2.1 8.3 4.2 6.3 10.4 － 

社宅・寮 10.0 3.3 － － 13.3 － 13.3 － － 10.0 3.3 

その他 11.1 11.1 11.1 － 11.1 － 22.2 － 11.1 22.2 － 
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居住地域別でみると、他に比べ、豊津・江坂・南吹田地域で「災害発生時に自分がどのような

具体的な行動を取るべきか考えている」「応急手当やＡＥＤの使用方法を知っている」の割合が、

千里山・佐井寺地域で「地震保険・建物更生共済等に入っている」の割合が、山田・千里丘地域

で「家具や冷蔵庫などを固定し、倒壊を防止している」の割合が高くなっています。 

図表１－30 地震や風水害などの災害に備えていること（居住地域別） 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

い
つ
も
風
呂
の
水
を
た
め
お
き

し
て
い
る 

食
料
や
飲
料
水
を
準
備
し
て
い

る 持
ち
出
し
用
に
携
帯
ラ
ジ
オ
・

衣
類
・
毛
布
・
懐
中
電
灯
・
医
薬

品
な
ど
を
準
備
し
て
い
る 

災
害
発
生
時
に
自
分
が
ど
の
よ

う
な
具
体
的
な
行
動
を
取
る
べ

き
か
考
え
て
い
る 

応
急
手
当
や
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方

法
を
知
っ
て
い
る 

避
難
場
所
ま
で
の
安
全
な
避
難

経
路
を
考
え
て
い
る 

電
気
・
水
道
・
ガ
ス
な
ど
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
が
止
ま
っ
た
時
の

備
え
を
し
て
い
る 

家
族
と
の
連
絡
方
法
を
決
め
て

い
る 

防
災
訓
練
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
る 

近
所
に
、
災
害
時
に
助
け
合
い

が
で
き
る
よ
う
な
友
人
・
知
人
・

親
戚
が
い
る 

ＪＲ以南地域 110 14.5 56.4 26.4 14.5 10.9 11.8 20.9 20.9 8.2 17.3 

片山・ 岸部地
域 

185 18.4 56.2 30.8 13.0 10.3 13.5 20.5 16.2 7.6 17.3 

豊津・江坂・南
吹田地域 

227 13.7 54.2 28.2 25.1 20.3 14.5 22.0 20.7 5.7 18.1 

千里山・佐井
寺地域 

242 14.9 59.9 30.2 19.4 14.9 16.9 21.9 23.6 5.8 16.9 

山田・ 千里丘
地域 

304 16.4 55.3 31.6 16.8 14.1 10.9 21.4 20.1 9.5 19.4 

千 里 ニ ュ ー タ
ウン・万博・阪
大地域 

243 16.5 57.6 35.4 10.3 13.6 14.0 22.2 21.4 6.2 18.1 

 

区分 

自
分
や
家
族
の
健
康
が
悪
化
し

た
時
の
、
通
院
・
入
院
先
を
決

め
て
い
る 

家
が
壊
れ
た
時
の
避
難
所
以
外

の
仮
住
ま
い
の
場
所
を
決
め
て

い
る 

耐
震
診
断
を
行
い
、
自
分
の
家

の
危
険
度
を
把
握
し
て
い
る 

自
分
の
家
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
点

検
し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

家
具
や
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定

し
、
倒
壊
を
防
止
し
て
い
る 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
家
の
中
で

掲
示
し
て
い
る 

地
震
保
険
・
建
物
更
生
共
済
等

に
入
っ
て
い
る 

自
治
会
等
で
の
災
害
対
応
に
お

け
る
役
割
を
担
っ
て
い
る 

近
所
の
高
齢
者
・
要
支
援
者
の

存
在
を
把
握
し
て
い
る 

あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い 

無
回
答 

ＪＲ以南地域 18.2 4.5 7.3 4.5 17.3 2.7 28.2 0.9 5.5 12.7 2.7 

片山・ 岸部地
域 

10.3 3.8 1.1 2.7 11.4 2.2 30.3 1.6 1.6 12.4 1.6 

豊津・江坂・南
吹田地域 

9.7 4.0 3.5 2.6 15.0 3.1 28.6 1.8 4.0 15.0 0.9 

千里山・佐井
寺地域 

11.6 5.8 3.7 2.9 20.7 1.7 35.1 1.2 2.9 8.7 1.2 

山田・ 千里丘
地域 

10.5 3.3 4.6 1.0 24.3 1.0 29.6 3.0 6.3 10.5 2.6 

千 里 ニ ュ ー タ
ウン・万博・阪
大地域 

12.8 3.3 5.8 1.6 20.6 2.5 30.5 1.6 3.7 9.1 2.1 
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問 21 あなたは、お住まいの地域の防災訓練に参加したことがありますか。 

（最もあてはまるものに１つだけ○印） 

「参加したことはない」の割合が 47.7％と最も高く、次いで「地域で防災訓練を行っているか、

知らない」の割合が 16.6％、「何年かに 1 回は参加している」の割合が 15.8％となっています。 

図表１－31 地域の防災訓練への参加経験（単純回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別でみると、他に比べ、30歳代で「参加したことはない」の割合が高くなっています。ま

た、年齢が低くなるにつれ「地域で防災訓練を行っているか、知らない」の割合が高くなってい

ます。 

図表１－32 地域の防災訓練への参加経験（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 1,353 6.1 15.8 12.0 47.7 16.6 1.8

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

回答者数 =

30歳未満 143

30歳代 185

40歳代 257

50歳代 263

60歳代 194

70歳以上 305

1.1

2.7

3.4

5.7

17.4

4.2

8.6

9.3

19.8

21.6

23.6

10.5

7.0

13.2

12.2

12.9

14.1

50.3

57.3

52.9

49.0

45.9

36.7

33.6

24.9

20.6

13.7

12.4

5.6

1.4

1.1

1.2

1.9

1.5

2.6

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

ほぼ毎年のように参加している

何年かに1 回は参加している

参加したことはほとんどない

参加したことはない

地域で防災訓練を行っているか、知らない

無回答
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性別でみると、大きな差異はみられません。 

図表１－33 地域の防災訓練への参加経験（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成別でみると、他に比べ、三世代以上で「参加したことはない」の割合が高くなってい

ます。また、単身で「地域で防災訓練を行っているか、知らない」の割合が高くなっています。 

図表１－34 地域の防災訓練への参加経験（家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

単身 177

夫婦 346

親子 566

三世代以上 20

その他 217

1.7

12.4

4.8

5.0

3.2

10.7

19.4

17.3

15.0

9.2

12.4

10.1

13.4

10.0

11.5

50.3

43.9

46.5

60.0

54.4

24.3

12.7

16.1

5.0

19.4

0.6

1.4

1.9

5.0

2.3

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

回答者数 =

女性 753

男性 595

その他 2

5.8

6.2

13.9

18.0

13.5

10.3

47.3

48.4

50.0

17.4

15.5

50.0

2.0

1.7

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

ほぼ毎年のように参加している

何年かに1 回は参加している

参加したことはほとんどない

参加したことはない

地域で防災訓練を行っているか、知らない

無回答



45 

 

居住形態別でみると、他に比べ、社宅・寮で「地域で防災訓練を行っているか、知らない」の

割合が高くなっています。 

図表１－35 地域の防災訓練への参加経験（居住形態別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

持ち家（一戸建て、タ
ウンハウス）

416

持ち家（マンション） 497

民間賃貸（一戸建
て）

16

民間賃貸（マンショ
ン、アパート、文化住
宅）

249

公団・公社（賃貸） 62

府営・市営（賃貸） 48

社宅・寮 30

その他 9

8.2

7.8

0.4

6.5

4.2

15.9

23.3

18.8

2.8

8.1

20.8

33.3

11.3

17.3

5.2

11.3

12.5

3.3

48.8

41.0

56.3

55.4

53.2

52.1

46.7

66.7

13.5

9.3

25.0

34.9

17.7

8.3

46.7

2.4

1.2

1.2

3.2

2.1

3.3

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

ほぼ毎年のように参加している

何年かに1 回は参加している

参加したことはほとんどない

参加したことはない

地域で防災訓練を行っているか、知らない

無回答
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居住地域別でみると、他に比べ、豊津・江坂・南吹田地域で「地域で防災訓練を行っているか、

知らない」の割合が高くなっています。 

図表１－36 地域の防災訓練への参加経験（居住地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会への加入別でみると、他に比べ、自治会未加入者で「参加したことはない」の割合が、

わからないで「地域で防災訓練を行っているか、知らない」の割合が高くなっています。 

図表１－37 地域の防災訓練への参加経験（自治会への加入別） 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

ＪＲ以南地域 110

片山・岸部地域 185

豊津・江坂・南吹田
地域

227

千里山・佐井寺地域 242

山田・千里丘地域 304

千里ニュータウン・万
博・阪大地域

243

9.1

7.6

3.5

5.4

8.9

3.3

14.5

13.0

11.0

13.2

22.0

16.9

14.5

9.2

7.9

9.9

15.8

14.4

40.0

50.8

52.4

49.6

41.4

52.7

19.1

18.4

24.2

19.8

10.2

11.1

2.7

1.1

0.9

2.1

1.6

1.6

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

回答者数 =

加入している 690

加入していない 524

わからない 129

11.0

1.0

0.8

23.9

7.1

7.8

14.9

9.2

8.5

41.0

55.5

51.9

7.7

25.4

28.7

1.4

1.9

2.3

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

ほぼ毎年のように参加している

何年かに1 回は参加している

参加したことはほとんどない

参加したことはない

地域で防災訓練を行っているか、知らない

無回答


