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４ 大地震に備えた取組について 

 

４ 大地震に備えた 

取組について 
 （問22～問28） 
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４．大地震に備えた取組について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）大地震に備えた取組の実施状況 

◇「実施している」は非常用持ち出し品（水・非常食、懐中電灯・ヘッドライト、携帯ラジオ、常備

薬等）を準備が42.6％ 

問22 あなたの家では、大地震に備えるために、どのような取組を実施していますか。次の

（１）から（８）までのそれぞれの項目について、あてはまるものを選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「（８）その他」については、具体的な取組状況の回答を一部抜粋して記載した（182ページ参照）。 

大地震に備えた取組の実施状況は、「実施している」は（２）非常用持ち出し品（水・非常食、懐中

電灯・ヘッドライト、携帯ラジオ、常備薬等）を準備（42.6%）が４割強と最も高く、「実施していな

いが、今後実施してみたい」は、（１）災害時の連絡方法（安否確認等）などを家族で話し合って決め

ている（57.1％）が５割台半ばを超えて最も高く、（３）非常用トイレ（簡易トイレ、携帯トイレな

ど）を準備（49.6%）が約５割、（４）避難経路や避難場所を確認（47.1％）が４割台半ばを超えて

高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は（７）地域の防災訓練に積

極的に参加（32.6%）が３割強と最も高く、（５）地震時に電源が自動的に切れるブレーカー（感震ブ

レーカー）を設置（30.0％）が３割と高くなっている。 

  

 「大地震への備え」をテーマに、関連することについておたずねしました。 

 首都直下地震の発生が懸念される中、自助・共助・公助それぞれの主体ができる限りの対策を

講じることで、社会全体の被害の軽減を図らなければなりません。県民一人一人が「日ごろから

の地震への備え」を促進するため、県では「命を守る３つの自助の取組」として「①家具の固

定」「②災害用伝言サービスの体験」「③３日分以上の水・食料の備蓄」を呼びかけています。 

（２）非常用持ち出し品（水・非常食、懐中電灯・
ヘッドライト、携帯ラジオ、常備薬等）を準備

（６）消火器の準備や風呂の水のためおきなど、
消火活動を行うために準備

（１）災害時の連絡方法（安否確認等）
などを家族で話し合って決めている

（７）地域の防災訓練に積極的に参加

（３）非常用トイレ（簡易トイレ、
携帯トイレなど）を準備

（４）避難経路や避難場所を確認

（５）地震時に電源が自動的に切れる
ブレーカー（感震ブレーカー）を設置

n = (1,995)
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（１）災害時の連絡方法（安否確認等）などを家族で話し合って決めている 

「実施している」（24.5％）は２割台半ば、「実施していないが、今後実施してみたい」（57.1%）

は５割台半ばを超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が11.6ポイント減少し、「実施していないが、今後実施

してみたい」が12.8ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（60.0％）の方が男性（54.0％）よりも6.0ポ

イント高くなっている。 

②年代別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は30歳代（60.8%）で６割を超えて最も高く、いずれ

の年代でも半数を超えている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（災害時の連絡方法（安否確認等）などを家族で話し

合って決めている）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回調査 (1,995)

平成28年調査 (2,175) 36.1 44.3 12.0 6.5 1.1
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【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

23.7

25.3

54.0

60.0

15.2

9.3

4.5

3.4

2.7

2.0

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)
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③地域別 

「実施している」は西部地域（33.7％）で３割強と最も高くなっている。「実施していないが、今

後実施してみたい」は県央地域（67.4%）と利根地域（66.2％）で６割台半ばを超えて高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は女性70歳以上（32.0％）で３割強と最も高くなっている。「実施していない

が、今後実施してみたい」は女性の50歳代（67.4％）と30歳代（66.4%）で６割台半ばを超えて高

くなっている。 

⑤職業別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は雇用者（計）（58.8％）で６割弱と最も高くなって

いる。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族成長前期（34.5％）で３割台半ばと最も高くなっている。「実施していな

いが、今後実施してみたい」は家族形成期（65.5%）で６割台半ばと最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（災害時の連絡方法（安否確認等）などを家族で話し

合って決めている）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 24.5 57.1 12.1 3.9 2.4
地域別
南部地域 190 30.5 53.2 8.9 3.2 4.2
南西部地域 183 27.9 55.2 9.3 3.8 3.8
東部地域 285 27.7 55.8 12.3 3.9 0.4
さいたま地域 380 27.6 56.1 12.1 2.1 2.1
県央地域 144 18.1 67.4 9.0 4.2 1.4
川越比企地域 218 18.8 58.3 13.3 6.4 3.2
西部地域 202 33.7 48.0 11.9 5.0 1.5
利根地域 195 15.4 66.2 10.8 4.1 3.6
北部地域 166 14.5 61.4 17.5 4.2 2.4
秩父地域 32 21.9 40.6 34.4 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 47.1 35.3 11.8 5.9 - 
　　　20歳代 64 15.6 42.2 28.1 12.5 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 22.2 40.7 24.7 11.1 1.2
　　　30歳代 127 25.2 55.1 14.2 5.5 - 
　　　40歳代 191 19.4 58.1 16.8 4.7 1.0
　　　50歳代 171 28.7 50.9 15.2 3.5 1.8
　　　60歳代 190 21.6 57.4 13.2 4.2 3.7
　　　70歳以上 202 25.2 54.0 12.4 2.0 6.4
女性／18・19歳 11 27.3 63.6 9.1 - - 
　　　20歳代 87 20.7 57.5 12.6 9.2 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 21.4 58.2 12.2 8.2 - 
　　　30歳代 128 20.3 66.4 10.9 1.6 0.8
　　　40歳代 202 29.7 57.9 7.4 4.0 1.0
　　　50歳代 178 18.5 67.4 10.1 2.8 1.1
　　　60歳代 202 24.3 62.4 7.9 2.0 3.5
　　　70歳以上 225 32.0 51.1 9.3 3.6 4.0
職業別
自営業・家族従業（計） 183 25.1 56.8 10.9 3.8 3.3
雇用者（計） 1,077 22.5 58.8 13.0 3.9 1.9
無職（計） 718 27.4 54.6 11.3 3.8 2.9
ライフステージ別
独身期 215 21.4 51.2 19.1 8.4 - 
家族形成期 148 18.2 65.5 11.5 4.1 0.7
家族成長前期 197 34.5 52.8 9.6 2.0 1.0
家族成長後期 168 25.6 63.7 7.7 1.2 1.8
家族成熟期 376 22.9 62.5 10.1 1.9 2.7
高齢期 503 28.6 57.1 9.5 2.0 2.8
その他 388 19.3 51.3 17.0 8.0 4.4
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（２）非常用持ち出し品（水・非常食、懐中電灯・ヘッドライト、携帯ラジオ、常備薬

等）を準備 

「実施している」（42.6％）と「実施していないが、今後実施してみたい」（43.9%）はともに４割

強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が5.3ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が8.2ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施している」は女性（45.4％）の方が男性（39.5％）よりも5.9ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は70歳以上（52.2％）で５割強と高くなっている一方で、10歳代・20歳代

（34.6％）では３割台半ばと最も低く、17.6ポイントの開きがある。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（非常用持ち出し品（水・非常食、懐中電灯・ヘッドラ

イト、携帯ラジオ、常備薬等）を準備）・性別／年代別 
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0.8

0.5
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女性 (1,033)
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7.2
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③地域別 

「実施している」は西部地域（52.5%）、東部地域（50.5%）で他の地域に比べて高くなってい

る。「実施していないが、今後実施してみたい」は北部地域（59.0%）で約６割と最も高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は女性70歳以上（56.9%）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。「実施し

ていないが、今後実施してみたい」は女性30歳代（50.8%）で５割を超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

「実施している」は無職（計）（49.2%）で約５割と最も高くなっている。「実施していないが、今

後実施してみたい」は雇用者（計）（48.8%）で５割弱と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は高齢期（49.3％）で約５割と最も高くなっている。「実施していないが、今後

実施してみたい」は家族成長後期（51.8％）と家族形成期（51.4％）で５割強と高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（非常用持ち出し品（水・非常食、懐中電灯・ヘッドラ

イト、携帯ラジオ、常備薬等）を準備）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ

別 
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答

　全　体 1,995 42.6 43.9 9.4 2.9 1.3
地域別
南部地域 190 45.3 42.1 8.9 2.1 1.6
南西部地域 183 42.6 39.9 10.4 4.4 2.7
東部地域 285 50.5 39.6 6.7 2.5 0.7
さいたま地域 380 42.9 45.5 9.2 1.6 0.8
県央地域 144 45.1 44.4 7.6 2.1 0.7
川越比企地域 218 41.7 41.7 8.3 6.0 2.3
西部地域 202 52.5 32.7 11.4 3.0 0.5
利根地域 195 30.8 54.9 8.7 4.1 1.5
北部地域 166 25.3 59.0 12.7 1.2 1.8
秩父地域 32 43.8 31.3 25.0 - - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 47.1 29.4 17.6 5.9 - 
　　　20歳代 64 34.4 34.4 20.3 9.4 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 37.0 33.3 19.8 8.6 1.2
　　　30歳代 127 37.0 49.6 8.7 3.9 0.8
　　　40歳代 191 31.4 46.1 17.3 4.7 0.5
　　　50歳代 171 36.8 45.0 14.0 3.5 0.6
　　　60歳代 190 44.7 43.2 7.4 2.1 2.6
　　　70歳以上 202 47.0 40.1 7.9 1.5 3.5
女性／18・19歳 11 36.4 45.5 18.2 - - 
　　　20歳代 87 32.2 44.8 12.6 10.3 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 32.7 44.9 13.3 9.2 - 
　　　30歳代 128 39.8 50.8 7.0 1.6 0.8
　　　40歳代 202 47.0 48.0 2.5 2.0 0.5
　　　50歳代 178 41.6 49.4 7.9 1.1 - 
　　　60歳代 202 44.1 45.0 7.9 1.5 1.5
　　　70歳以上 225 56.9 32.0 7.6 1.3 2.2
職業別
自営業・家族従業（計） 183 44.3 41.5 8.2 3.8 2.2
雇用者（計） 1,077 37.8 48.8 9.7 2.9 0.7
無職（計） 718 49.2 37.2 9.2 2.5 1.9
ライフステージ別
独身期 215 34.4 41.9 16.3 7.4 - 
家族形成期 148 35.8 51.4 8.8 3.4 0.7
家族成長前期 197 47.7 43.7 5.6 2.0 1.0
家族成長後期 168 40.5 51.8 6.0 1.2 0.6
家族成熟期 376 44.1 44.1 8.2 1.9 1.6
高齢期 503 49.3 40.0 7.4 1.6 1.8
その他 388 37.6 43.6 13.1 3.9 1.8
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（３）非常用トイレ（簡易トイレ、携帯トイレなど）を準備 

「実施している」（16.2％）は１割台半ばを超え、「実施していないが、今後実施してみたい」

（49.6%）は約５割となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が0.2ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が5.4ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施している」は女性（20.1％）の方が男性（12.1％）よりも8.0ポイント高くなっている。ま

た、「実施していないが、今後実施してみたい」も女性（51.7％）の方が男性（47.3％）よりも4.4

ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は30歳代（18.0％）で２割弱と高くなっている。「実施していないが、今後実施

してみたい」は30歳代（57.3％）と40歳代（53.2%）で半数を超えて高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（非常用トイレ（簡易トイレ、携帯トイレなど）を準

備）・性別／年代別 
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③地域別 

「実施している」は東部地域（23.9%）と南西部地域（21.9％）で２割強と高くなっている。「実

施していないが、今後実施してみたい」は利根地域（54.4％）で５割台半ばと最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は女性の40歳代と60歳代（ともに23.8%）で２割強と高くなっている。「実施し

ていないが、今後実施してみたい」は女性30歳代（61.7％）で６割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は雇用者（計）（53.2%）で５割強と最も高くなってい

る。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族成長前期（20.8％）で２割を超えて最も高くなっている。「実施していな

いが、今後実施してみたい」は家族形成期（57.4%）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（非常用トイレ（簡易トイレ、携帯トイレなど）を準

備）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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実
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な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 16.2 49.6 25.3 6.7 2.2
地域別
南部地域 190 15.3 52.1 25.3 4.2 3.2
南西部地域 183 21.9 41.0 25.7 8.2 3.3
東部地域 285 23.9 51.2 19.6 4.9 0.4
さいたま地域 380 17.1 51.8 25.3 3.9 1.8
県央地域 144 18.8 50.7 22.9 5.6 2.1
川越比企地域 218 14.7 49.1 21.6 11.5 3.2
西部地域 202 13.9 45.0 29.7 8.9 2.5
利根地域 195 8.2 54.4 24.1 10.8 2.6
北部地域 166 8.4 51.8 32.5 4.8 2.4
秩父地域 32 15.6 28.1 53.1 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 11.8 35.3 35.3 17.6 - 
　　　20歳代 64 15.6 37.5 28.1 17.2 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 14.8 37.0 29.6 17.3 1.2
　　　30歳代 127 15.7 52.8 26.0 4.7 0.8
　　　40歳代 191 8.9 50.8 31.9 7.9 0.5
　　　50歳代 171 12.9 42.1 36.8 7.0 1.2
　　　60歳代 190 11.1 53.2 24.7 7.9 3.2
　　　70歳以上 202 11.9 43.6 33.2 5.0 6.4
女性／18・19歳 11 18.2 54.5 27.3 - - 
　　　20歳代 87 11.5 52.9 23.0 12.6 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 12.2 53.1 23.5 11.2 - 
　　　30歳代 128 20.3 61.7 14.1 3.1 0.8
　　　40歳代 202 23.8 55.4 13.9 6.4 0.5
　　　50歳代 178 16.3 56.2 24.2 3.4 - 
　　　60歳代 202 23.8 44.1 22.8 6.4 3.0
　　　70歳以上 225 20.0 45.3 23.1 6.2 5.3
職業別
自営業・家族従業（計） 183 18.6 43.7 26.2 6.6 4.9
雇用者（計） 1,077 13.7 53.2 25.6 6.3 1.1
無職（計） 718 19.4 45.7 24.9 7.0 3.1
ライフステージ別
独身期 215 11.2 48.8 28.4 11.6 - 
家族形成期 148 18.9 57.4 18.2 4.7 0.7
家族成長前期 197 20.8 53.8 20.8 3.6 1.0
家族成長後期 168 19.0 54.2 21.4 4.2 1.2
家族成熟期 376 15.7 52.1 25.0 5.1 2.1
高齢期 503 17.5 45.9 25.8 6.4 4.4
その他 388 13.4 45.1 29.9 9.3 2.3
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（４）避難経路や避難場所を確認 

「実施している」（36.0％）は３割台半ばを超え、「実施していないが、今後実施してみたい」

（47.1%）は４割台半ばを超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が9.5ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が9.8ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施している」は女性（39.0％）の方が男性（32.8％）よりも6.2ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は70歳以上（45.2%）で４割台半ばと最も高くなっている。ただし、「実施して

いないが、今後実施してみたい」は30歳代から50歳代で５割を超え、他の年代に比べて高い傾向が

みられ、特に30歳代（58.8%）では６割弱と最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（避難経路や避難場所を確認）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

46.4

30.5

33.0

26.7

33.8

32.4

39.0

45.2

46.4

39.7

40.8

58.8

50.4

50.1

48.0

36.3

3.6

17.9

15.6

11.0

10.7

12.3

6.4

9.1

3.6

11.3

10.1

2.7

4.6

4.9

4.1

4.7

0.7

0.6

0.8

0.5

0.3

2.6

4.7

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

32.8

39.0

46.5

47.6

12.9

7.8

5.6

4.1

2.2

1.5

今回調査 (1,995)

平成28年調査 (2,175) 45.5 37.3 9.5 6.9 0.9
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③地域別 

「実施している」は西部地域と秩父地域（ともに50.0％）で５割と高くなっている。「実施してい

ないが、今後実施してみたい」は利根地域（55.9%）と北部地域（54.8%）で５割台半ばと高くなっ

ている。 

④性・年代別 

「実施している」は女性70歳以上（48.9%）で５割弱と最も高くなっている。「実施していない

が、今後実施してみたい」は女性30歳代（61.7%）で６割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「実施している」は無職（計）（42.2%）で４割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は高齢期（44.5％）で４割台半ばと最も高くなっている。「実施していないが、

今後実施してみたい」は家族形成期（60.1%）で６割を超えて最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（避難経路や避難場所を確認）・地域別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 
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回
答

　全　体 1,995 36.0 47.1 10.3 4.8 1.8
地域別
南部地域 190 41.1 44.2 8.4 4.2 2.1
南西部地域 183 33.9 45.9 13.1 3.8 3.3
東部地域 285 40.0 46.3 8.8 4.9 - 
さいたま地域 380 40.3 47.9 7.4 3.4 1.1
県央地域 144 27.8 52.1 12.5 4.9 2.8
川越比企地域 218 27.5 48.6 12.8 7.8 3.2
西部地域 202 50.0 33.2 9.4 5.0 2.5
利根地域 195 26.7 55.9 10.3 5.6 1.5
北部地域 166 25.9 54.8 13.3 4.2 1.8
秩父地域 32 50.0 28.1 15.6 6.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 52.9 35.3 5.9 5.9 - 
　　　20歳代 64 28.1 37.5 20.3 12.5 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 33.3 37.0 17.3 11.1 1.2
　　　30歳代 127 26.0 55.9 14.2 3.1 0.8
　　　40歳代 191 27.2 49.2 16.2 6.8 0.5
　　　50歳代 171 32.2 45.0 16.4 5.8 0.6
　　　60歳代 190 34.7 48.4 7.4 5.8 3.7
　　　70歳以上 202 41.1 41.1 9.4 3.5 5.0
女性／18・19歳 11 36.4 63.6 - - - 
　　　20歳代 87 32.2 41.4 16.1 10.3 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 32.7 43.9 14.3 9.2 - 
　　　30歳代 128 27.3 61.7 7.8 2.3 0.8
　　　40歳代 202 40.1 51.5 5.4 2.5 0.5
　　　50歳代 178 32.6 55.1 8.4 3.9 - 
　　　60歳代 202 43.1 47.5 5.4 2.5 1.5
　　　70歳以上 225 48.9 32.0 8.9 5.8 4.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 36.1 43.7 12.6 4.4 3.3
雇用者（計） 1,077 31.8 51.4 10.7 4.9 1.2
無職（計） 718 42.2 41.4 9.3 4.7 2.4
ライフステージ別
独身期 215 30.2 44.2 18.1 7.4 - 
家族形成期 148 25.0 60.1 10.1 4.1 0.7
家族成長前期 197 37.1 53.8 7.1 1.5 0.5
家族成長後期 168 39.9 47.6 8.9 2.4 1.2
家族成熟期 376 38.3 47.1 8.2 4.3 2.1
高齢期 503 44.5 41.6 8.0 3.6 2.4
その他 388 28.1 47.2 13.1 8.5 3.1
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（５）地震時に電源が自動的に切れるブレーカーなどを設置 

「実施している」（14.5％）は１割台半ば、「実施していないが、今後実施してみたい」（30.7%）

は３割を超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（30.0%）は３割となっ

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が3.5ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が4.0ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（32.0％）の方が男性（29.3％）よりも2.7ポ

イント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は70歳以上（21.5%）で２割強と最も高くなっている。一方で、「実施しておら

ず、今後も実施の予定はない」は50歳代（37.2%）で３割台半ばを超えて最も高い。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（地震時に電源が自動的に切れるブレーカーなどを設

置）・性別／年代別 
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20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

14.3

8.6
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11.2
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【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】
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2.3

今回調査 (1,995)

平成28年調査 (2,175) 18.0 26.7 30.7 23.4 1.2
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③地域別 

「実施している」は南部地域（24.2%）で２割台半ばと最も高くなっている。「実施していないが、

今後実施してみたい」は利根地域（42.6%）で４割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は男性70歳以上（23.3%）で２割強と最も高くなっている。「実施していない

が、今後実施してみたい」は女性の50歳代（35.4%）と30歳代（35.2%）、男性60歳代

（34.2％）で３割台半ばと高くなっている。 

⑤職業別 

「実施している」は無職（計）（17.5%）と自営業・家族従業（計）（16.9％）で１割台半ばを超え

て高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は高齢期（19.7％）で約２割と最も高くなっている。「実施していないが、今後

実施してみたい」は家族成長後期（38.7％）で４割弱と最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（地震時に電源が自動的に切れるブレーカーなどを設

置）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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回
答

　全　体 1,995 14.5 30.7 30.0 22.3 2.5
地域別
南部地域 190 24.2 28.4 28.9 15.3 3.2
南西部地域 183 12.6 33.9 26.2 21.9 5.5
東部地域 285 13.0 30.2 28.8 27.4 0.7
さいたま地域 380 15.5 22.6 38.7 21.6 1.6
県央地域 144 13.2 32.6 30.6 19.4 4.2
川越比企地域 218 11.5 34.9 23.4 28.0 2.3
西部地域 202 21.3 27.2 26.2 23.3 2.0
利根地域 195 8.7 42.6 25.1 21.5 2.1
北部地域 166 10.8 31.9 32.5 21.1 3.6
秩父地域 32 6.3 34.4 50.0 9.4 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 29.4 17.6 29.4 - 
　　　20歳代 64 10.9 18.8 31.3 35.9 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 13.6 21.0 28.4 34.6 2.5
　　　30歳代 127 13.4 32.3 28.3 25.2 0.8
　　　40歳代 191 9.4 26.7 41.9 21.5 0.5
　　　50歳代 171 13.5 29.2 41.5 14.6 1.2
　　　60歳代 190 17.4 34.2 25.8 17.4 5.3
　　　70歳以上 202 23.3 28.7 24.8 18.8 4.5
女性／18・19歳 11 - 54.5 27.3 18.2 - 
　　　20歳代 87 6.9 31.0 27.6 34.5 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 6.1 33.7 27.6 32.7 - 
　　　30歳代 128 10.9 35.2 27.3 25.8 0.8
　　　40歳代 202 12.9 29.2 28.7 27.7 1.5
　　　50歳代 178 7.3 35.4 33.1 23.6 0.6
　　　60歳代 202 17.8 33.7 25.2 19.8 3.5
　　　70歳以上 225 20.0 28.0 26.7 20.0 5.3
職業別
自営業・家族従業（計） 183 16.9 32.8 29.0 16.9 4.4
雇用者（計） 1,077 11.7 31.6 32.1 23.0 1.6
無職（計） 718 17.5 29.1 27.7 22.4 3.2
ライフステージ別
独身期 215 5.6 32.1 32.1 29.8 0.5
家族形成期 148 15.5 32.4 25.7 25.7 0.7
家族成長前期 197 16.2 24.9 32.0 25.9 1.0
家族成長後期 168 10.1 38.7 30.4 18.5 2.4
家族成熟期 376 14.1 31.4 30.9 20.5 3.2
高齢期 503 19.7 32.4 24.3 20.7 3.0
その他 388 13.7 26.0 36.1 20.6 3.6
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（６）消火器の準備や風呂の水のためおきなど、消火活動を行うために準備 

「実施している」（29.9％）は約３割、「実施していないが、今後実施してみたい」（39.2%）は約

４割となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が5.0ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が6.0ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（41.8％）の方が男性（36.4％）よりも5.4ポ

イント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は70歳以上（45.9％）で４割台半ばと最も高くなっている。「実施していない

が、今後実施してみたい」は30歳代（43.5％）から50歳代（43.8％）で４割強と高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（消火器の準備や風呂の水のためおきなど、消火活動を

行うために準備）・性別／年代別 
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【再掲】10歳代・20歳代 (179)
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40歳代 (393)
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60歳代 (392)

70歳以上 (427)
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【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

28.8

30.9

36.4

41.8

25.5

19.2

7.2

6.3

2.2

1.8

今回調査 (1,995)

平成28年調査 (2,175) 34.9 33.2 23.3 8.0 0.6
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③地域別 

「実施している」は秩父地域（37.5%）で３割台半ばを超えて高くなっている。「実施していない

が、今後実施してみたい」は利根地域（44.6％）と南部地域（44.2%）で４割台半ばと高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は男女とも70歳以上（男性47.0%、女性44.9%）と女性60歳代（42.6%）で

高くなっている。「実施していないが、今後実施してみたい」は女性30歳代（51.6%）で５割強と最

も高くなっている。 

⑤職業別 

「実施している」は無職（計）（39.0%）で約４割と最も高くなっている。「実施していないが、今

後実施してみたい」は雇用者（計）（41.7%）で４割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は高齢期（47.3％）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。「実施していな

いが、今後実施してみたい」は家族形成期（48.0%）で５割弱と最も高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（消火器の準備や風呂の水のためおきなど、消火活動を

行うために準備）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今
後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今

後
も
実
施
の
予
定
は
な

い わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 29.9 39.2 22.2 6.7 2.0
地域別
南部地域 190 30.0 44.2 18.9 5.3 1.6
南西部地域 183 31.7 35.0 21.3 8.2 3.8
東部地域 285 30.2 39.3 23.2 6.7 0.7
さいたま地域 380 29.5 39.7 24.7 4.7 1.3
県央地域 144 28.5 34.0 28.5 6.9 2.1
川越比企地域 218 27.5 39.9 17.9 11.0 3.7
西部地域 202 34.7 40.1 18.8 4.5 2.0
利根地域 195 25.6 44.6 20.0 7.2 2.6
北部地域 166 30.1 34.9 24.7 8.4 1.8
秩父地域 32 37.5 28.1 31.3 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 29.4 29.4 23.5 11.8 5.9
　　　20歳代 64 28.1 23.4 32.8 14.1 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 28.4 24.7 30.9 13.6 2.5
　　　30歳代 127 21.3 35.4 32.3 10.2 0.8
　　　40歳代 191 12.6 38.7 37.7 9.9 1.0
　　　50歳代 171 24.0 41.5 25.7 7.0 1.8
　　　60歳代 190 35.3 40.0 17.9 3.7 3.2
　　　70歳以上 202 47.0 31.7 14.4 3.5 3.5
女性／18・19歳 11 9.1 54.5 36.4 - - 
　　　20歳代 87 14.9 42.5 28.7 13.8 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 14.3 43.9 29.6 12.2 - 
　　　30歳代 128 16.4 51.6 24.2 6.3 1.6
　　　40歳代 202 21.8 44.6 22.8 10.4 0.5
　　　50歳代 178 29.8 46.1 20.2 3.9 - 
　　　60歳代 202 42.6 35.1 15.3 4.5 2.5
　　　70歳以上 225 44.9 35.6 11.1 3.6 4.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 33.3 38.3 18.0 7.1 3.3
雇用者（計） 1,077 23.0 41.7 26.6 7.4 1.3
無職（計） 718 39.0 36.1 17.1 5.4 2.4
ライフステージ別
独身期 215 20.0 33.5 33.0 13.0 0.5
家族形成期 148 16.9 48.0 28.4 6.1 0.7
家族成長前期 197 21.8 43.7 26.4 7.1 1.0
家族成長後期 168 20.2 47.0 24.4 6.5 1.8
家族成熟期 376 32.4 42.6 17.8 4.8 2.4
高齢期 503 47.3 34.4 12.1 3.8 2.4
その他 388 23.5 36.3 28.1 9.0 3.1
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（７）地域の防災訓練に積極的に参加 

「実施している」（14.1％）は１割台半ば、「実施していないが、今後実施してみたい」（36.7%）

は３割台半ばを超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（32.6%）は３割

強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「実施している」が7.8ポイント減少し、「実施していないが、今後実施し

てみたい」が3.8ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（39.1％）の方が男性（34.1％）よりも5.0ポ

イント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は年代が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、70歳以上（27.4％）で２割

台半ばを超えて高くなっている。「実施していないが、今後実施してみたい」は60歳代（44.1％）で

４割台半ばと最も高くなっている。また、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は10歳代・

20歳代（43.6％）と50歳代（41.8％）で４割強と高くなっている。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（地域の防災訓練に積極的に参加）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

14.3

2.6

4.5

7.8

8.4

8.9

18.6

27.4

32.1

29.1

29.6

33.3

38.2

36.7

44.1

33.5

46.4

43.0

43.6

40.8

34.4

41.8

24.2

21.5

7.1

23.8

21.2

17.3

18.6

11.7

10.7

12.9

1.3

1.1

0.8

0.5

0.9

2.3

4.7

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

13.9

14.3

34.1

39.1

35.2

30.1

14.3

15.0

2.4

1.5

今回調査 (1,995)

平成28年調査 (2,175) 21.9 32.9 30.9 13.4 0.9

(%)
ｎ
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施している」は西部地域（21.8%）で２割強と最も高くなっている。一方で、「実施しておら

ず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（53.1％）で５割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は男女ともに70歳以上（男性28.7％、女性26.2%）で最も高くなっている。「実

施していないが、今後実施してみたい」は、女性60歳代（47.5%）で４割台半ばを超えて最も高く

なっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は、男性10歳代・20歳代

（51.9%）で５割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「実施している」は無職（計）（20.5%）で２割を超えて最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は高齢期（27.8％）で２割台半ばを超えて最も高くなっている。一方で、「実施

しておらず、今後も実施の予定はない」は、独身期（47.4%）で４割台半ばを超えて最も高くなって

いる。 

 

○大地震に備えた取組の実施状況（地域の防災訓練に積極的に参加）・地域別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
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査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今
後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 14.1 36.7 32.6 14.7 1.9
地域別
南部地域 190 12.1 39.5 31.6 14.2 2.6
南西部地域 183 8.7 39.3 32.2 15.8 3.8
東部地域 285 20.0 35.4 30.9 13.0 0.7
さいたま地域 380 10.8 38.2 35.3 15.0 0.8
県央地域 144 11.1 37.5 29.2 19.4 2.8
川越比企地域 218 12.4 35.8 33.0 16.1 2.8
西部地域 202 21.8 36.6 27.7 11.9 2.0
利根地域 195 20.5 34.4 28.7 14.4 2.1
北部地域 166 7.2 35.5 39.8 15.7 1.8
秩父地域 32 18.8 21.9 53.1 6.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 23.5 47.1 11.8 - 
　　　20歳代 64 4.7 15.6 53.1 23.4 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 7.4 17.3 51.9 21.0 2.5
　　　30歳代 127 7.9 29.9 44.9 16.5 0.8
　　　40歳代 191 7.3 34.6 40.8 16.8 0.5
　　　50歳代 171 8.8 35.1 43.9 11.1 1.2
　　　60歳代 190 16.3 40.5 27.9 12.6 2.6
　　　70歳以上 202 28.7 36.1 16.8 12.4 5.9
女性／18・19歳 11 9.1 45.5 45.5 - - 
　　　20歳代 87 1.1 39.1 35.6 24.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 2.0 39.8 36.7 21.4 - 
　　　30歳代 128 7.8 36.7 36.7 18.0 0.8
　　　40歳代 202 9.4 41.6 28.2 20.3 0.5
　　　50歳代 178 9.0 38.2 39.9 12.4 0.6
　　　60歳代 202 20.8 47.5 20.8 8.9 2.0
　　　70歳以上 225 26.2 31.1 25.8 13.3 3.6
職業別
自営業・家族従業（計） 183 16.9 33.3 29.5 15.8 4.4
雇用者（計） 1,077 9.4 37.4 36.7 15.6 0.9
無職（計） 718 20.5 36.8 27.3 12.8 2.6
ライフステージ別
独身期 215 4.2 27.0 47.4 20.9 0.5
家族形成期 148 9.5 40.5 36.5 12.8 0.7
家族成長前期 197 10.2 39.6 32.0 17.3 1.0
家族成長後期 168 11.3 37.5 34.5 15.5 1.2
家族成熟期 376 13.6 40.2 30.9 13.0 2.4
高齢期 503 27.8 37.6 20.9 11.3 2.4
その他 388 7.5 34.3 39.2 16.2 2.8
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（８）その他 

 

〇大地震に備えた取組の実施状況（12件） 

【主な回答（一部抜粋）】 

・耐震補強工事をする。（「実施している」） 

・非常用電源。（「実施している」） 

・近隣のコミュニケーション。（「実施している」） 

・地震体験をする。（「実施している」） 

・日頃から地域の危険のありそうなところのチェック。（「実施している」） 
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（２）自宅での家具転倒防止対策の実施状況 

◇『大部分又は一部が対策済みである（計）』63.8％ 

問23 あなたの家では、地震に備えて家具転倒防止対策を実施していますか。（家具類（タ

ンスや食器棚、本棚、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ等）が転倒・落下・移動しないよ

う、固定や配置の工夫、家具類がない部屋で就寝するなどを実施している場合、対策し

ているといえます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅での家具転倒防止対策の実施状況は、「特に何もしておらず、安全が確保されているとは言えな

い」（34.5%）が３割台半ばとなっている。「大部分が対策済みであり、安全が確保されている」

（8.5%）、「一部が対策済みであり、安全がおおむね確保されている」（29.6％）、「一部は対策済みで

あるが不十分であり、安全が確保されているとは言えない」（25.7％）を合わせた『大部分又は一部

が対策済みである（計）』（63.8％）が６割強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、『大部分又は一部が対策済みである（計）』は5.0ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「一部は対策済みであるが不十分であり、安全が確保されているとは言えない」は女性（28.3％）

の方が男性（23.0％）よりも5.3ポイント高くなっている。 

②年代別 

「大部分が対策済みであり、安全が確保されている」は10歳代・20歳代（10.6%）で１割を超え

ているが、それ以外の年代では１割未満となっている。「特に何もしておらず、安全が確保されている

とは言えない」は30歳代（43.1%）で４割強と最も高くなっている。 

  

今回調査 (1,995) 63.8 34.5

平成28年調査 (2,175) 68.8 29.9

平成27年調査 (2,157) 74.0 25.8
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大部分又は一部が対策済みである（計）

未
対
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大
部
分
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一
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済
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A
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未対策
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○自宅での家具転倒防止対策の実施状況・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

「一部は対策済みであるが不十分であり、安全が確保されているとは言えない」は川越比企地域

（31.2％）で３割強と最も高くなっている。「特に何もしておらず、安全が確保されているとは言え

ない」は北部地域（41.6%）で４割強と高くなっている。 

④性・年代別 

「一部は対策済みであるが不十分であり、安全が確保されているとは言えない」は女性50歳代

（38.2％）で４割弱と最も高くなっている。「特に何もしておらず、安全が確保されているとは言え

ない」は男女ともに30歳代（男性44.9％、女性41.4％）で最も高くなっている。 

 

  

18・19歳 (28) 67.8 32.1

20歳代 (151) 60.9 37.1

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 62.0 36.3

30歳代 (255) 56.0 43.1

40歳代 (393) 64.3 34.9

50歳代 (349) 64.8 34.4

60歳代 (392) 67.2 30.6

70歳以上 (427) 64.7 31.9

14.3

9.9

10.6

8.2

8.1

8.0

9.2

7.7

32.1

25.8

26.8
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30.0
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30.4

31.9

21.4

25.2

24.6

17.6
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27.6

25.1

32.1

37.1

36.3

43.1

34.9

34.4

30.6

31.9

2.0

1.7

0.8

0.8

0.9

2.3

3.5

男性 (962) 61.3 37.0

女性 (1,033) 66.2 32.1

【年代別】

9.9

7.2

28.4

30.7

23.0

28.3

37.0

32.1

1.8

1.7

  全  体 (1,995) 63.8 34.5
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未
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大
部
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る
D
計
E

未対策
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⑤職業別 

『大部分又は一部が対策済みである（計）』は自営業・家族従業（計）（68.4％）で７割弱と最も高

くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「一部が対策済みであり、安全がおおむね確保されている」は家族成長前期（36.0％）で３割台半

ばを超えて最も高く、「特に何もしておらず、安全が確保されているとは言えない」はその他

（43.0％）で４割強と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具転倒防止対策の実施状況・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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大
部
分
又
は
一
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が
対
策
済
み

で
あ
る
U

計
W

未
対
策

　全　体 1,995 8.5 29.6 25.7 34.5 1.8 63.8 34.5
地域別
南部地域 190 8.4 35.3 26.3 28.4 1.6 70.0 28.4
南西部地域 183 8.7 29.0 21.3 36.1 4.9 59.0 36.1
東部地域 285 10.5 31.9 24.9 31.9 0.7 67.3 31.9
さいたま地域 380 9.7 29.7 22.9 36.6 1.1 62.3 36.6
県央地域 144 7.6 34.7 27.8 28.5 1.4 70.1 28.5
川越比企地域 218 7.8 25.2 31.2 33.5 2.3 64.2 33.5
西部地域 202 7.9 26.7 26.7 36.1 2.5 61.3 36.1
利根地域 195 7.7 29.7 25.1 35.9 1.5 62.5 35.9
北部地域 166 5.4 22.9 28.9 41.6 1.2 57.2 41.6
秩父地域 32 6.3 34.4 21.9 37.5 - 62.6 37.5
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 35.3 11.8 29.4 - 70.6 29.4
　　　20歳代 64 9.4 23.4 23.4 40.6 3.1 56.2 40.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 12.3 25.9 21.0 38.3 2.5 59.2 38.3
　　　30歳代 127 7.9 28.3 18.1 44.9 0.8 54.3 44.9
　　　40歳代 191 7.9 26.2 24.6 40.8 0.5 58.7 40.8
　　　50歳代 171 11.7 25.1 22.2 39.2 1.8 59.0 39.2
　　　60歳代 190 12.1 29.5 25.3 30.5 2.6 66.9 30.5
　　　70歳以上 202 8.4 33.2 23.8 32.2 2.5 65.4 32.2
女性／18・19歳 11 - 27.3 36.4 36.4 - 63.7 36.4
　　　20歳代 87 10.3 27.6 26.4 34.5 1.1 64.3 34.5
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 9.2 27.6 27.6 34.7 1.0 64.4 34.7
　　　30歳代 128 8.6 32.0 17.2 41.4 0.8 57.8 41.4
　　　40歳代 202 8.4 33.7 27.7 29.2 1.0 69.8 29.2
　　　50歳代 178 4.5 27.5 38.2 29.8 - 70.2 29.8
　　　60歳代 202 6.4 31.2 29.7 30.7 2.0 67.3 30.7
　　　70歳以上 225 7.1 30.7 26.2 31.6 4.4 64.0 31.6
職業別
自営業・家族従業（計） 183 11.5 33.9 23.0 30.6 1.1 68.4 30.6
雇用者（計） 1,077 7.5 28.0 26.0 36.9 1.6 61.5 36.9
無職（計） 718 9.1 30.9 25.9 32.0 2.1 65.9 32.0
ライフステージ別
独身期 215 8.4 24.7 24.7 41.4 0.9 57.8 41.4
家族形成期 148 10.1 31.8 17.6 38.5 2.0 59.5 38.5
家族成長前期 197 11.2 36.0 22.8 29.4 0.5 70.0 29.4
家族成長後期 168 8.9 31.0 29.8 29.2 1.2 69.7 29.2
家族成熟期 376 7.2 27.9 31.9 30.6 2.4 67.0 30.6
高齢期 503 8.9 32.8 25.4 30.4 2.4 67.1 30.4
その他 388 7.0 25.0 23.5 43.0 1.5 55.5 43.0
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（２－１）家具転倒防止対策を実施していない理由 

◇「面倒である」41.4％、「費用がかかる」32.3％、 

（問23で「一部は対策済みであるが不十分であり、安全が確保されているとは言えない」ま

たは「特に何もしておらず、安全が確保されているとは言えない」と答えた方に） 

問23－１ あなたの家において、家具類が転倒・落下・移動しないための対策が不十分、又

は、特に何もしておらず、安全が確保されていない理由は何ですか。あてはまるも

のをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具転倒防止対策を実施していない理由は、「面倒である」（41.4%）が４割強と最も高く、次いで

「費用がかかる」（32.3%）、「固定するなどの方法はわかっているが、自分ではできない」

（21.7%）、「家具や壁にキズをつけたくない」（17.6%）、「どのようにして固定などの対策をしてよ

いかわからない」（16.7%）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「面倒である」は2.8ポイント増加している。一方で、「費用がかかる」は

6.6ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「面倒である」は東部地域（50.6％）で５割を超えて最も高く、「費用がかかる」は利根地域

（37.0％）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。「家具や壁にキズをつけたくない」は県央地

域（24.7％）とさいたま地域（24.3%）で２割台半ばと高くなっている。 

②性別 

「面倒である」は男性（49.4%）の方が女性（34.0％）よりも15.4ポイント高くなっている。「固

定するなどの方法はわかっているが、自分ではできない」は女性（29.3%）の方が男性（13.5%）よ

りも15.8ポイント、「どのようにして固定などの対策をしてよいかわからない」は女性（21.0%）の

方が男性（12.0%）よりも9.0ポイント高くなっている。 

③年代別 

「面倒である」は30歳代（53.5％）と10歳代・20歳代（51.4％）で５割強と高くなっている。

「費用がかかる」は40歳代（41.3％）で４割強と最も高くなっている。「固定するなどの方法はわ

かっているが、自分ではできない」は70歳以上（28.8%）で３割弱と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「面倒である」は男性の10歳代・20歳代（62.5%）と30歳代（61.3%）で６割強と高くなって

面倒である

費用がかかる

固定するなどの方法はわかっているが、
自分ではできない

家具や壁にキズをつけたくない

どのようにして固定などの対策をしてよいか
わからない

転倒・落下・移動しても危険ではないと思う

その他

無回答
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今回調査 n=(1,201) 
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平成27年調査 n=(1,063) 

(M .T.=1,676)  
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いる。「費用がかかる」は男性の10歳代・20歳代（45.8%）で４割台半ばと最も高くなっている。

「固定するなどの方法はわかっているが、自分ではできない」は女性60歳代（37.7%）で３割台半ば

を超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

「面倒である」は自営業・家族従業（計）（46.9％）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「面倒である」は独身期（56.3%）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。「固定するなどの方

法はわかっているが、自分ではできない」は高齢期（30.2%）で３割を超えて最も高くなっている。

「家具や壁にキズをつけたくない」は家族形成期（30.1％）で３割を超えて最も高くなっている。 

 

○家具転倒防止対策を実施していない理由・地域別／性別／年代別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,201 41.4 32.3 21.7 17.6 16.7 14.7 7.0 1.2
地域別
南部地域 104 43.3 32.7 20.2 19.2 14.4 12.5 8.7 2.9
南西部地域 105 44.8 33.3 21.0 8.6 20.0 8.6 7.6 1.0
東部地域 162 50.6 31.5 21.0 13.0 17.3 15.4 3.7 0.6
さいたま地域 226 46.0 33.2 18.6 24.3 19.5 16.8 8.8 0.4
県央地域 81 46.9 35.8 22.2 24.7 13.6 12.3 2.5 1.2
川越比企地域 141 35.5 30.5 22.0 20.6 15.6 14.2 7.1 0.7
西部地域 127 37.8 27.6 20.5 13.4 18.9 18.9 9.4 1.6
利根地域 119 36.1 37.0 26.9 16.8 16.8 10.1 5.0 0.8
北部地域 117 31.6 33.3 28.2 16.2 11.1 17.1 6.8 0.9
秩父地域 19 15.8 15.8 10.5 5.3 10.5 31.6 15.8 15.8
性別  
男性 577 49.4 35.2 13.5 18.2 12.0 17.7 5.7 1.4
女性 624 34.0 29.6 29.3 17.0 21.0 12.0 8.2 1.1
年代別
18・19歳 15 33.3 40.0 33.3 6.7 20.0 13.3 - - 
20歳代 94 54.3 39.4 16.0 17.0 14.9 8.5 12.8 1.1
【再掲】10歳代・20歳代 109 51.4 39.4 18.3 15.6 15.6 9.2 11.0 0.9
30歳代 155 53.5 36.1 11.6 21.9 21.9 15.5 5.8 - 
40歳代 240 45.4 41.3 15.8 20.0 14.2 11.7 7.9 0.4
50歳代 226 36.7 31.9 23.0 16.4 16.8 15.5 7.5 2.2
60歳代 228 32.0 25.0 27.6 18.4 16.7 13.6 7.0 1.8
70歳以上 243 38.3 25.1 28.8 13.6 16.0 20.2 4.5 1.6
性・年代別
男性／18・19歳 7 42.9 42.9 28.6 - - - - - 
　　　20歳代 41 65.9 46.3 7.3 12.2 9.8 14.6 7.3 2.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 48 62.5 45.8 10.4 10.4 8.3 12.5 6.3 2.1
　　　30歳代 80 61.3 35.0 5.0 21.3 13.8 21.3 6.3 - 
　　　40歳代 125 51.2 39.2 7.2 20.0 9.6 16.0 8.8 0.8
　　　50歳代 105 42.9 38.1 18.1 19.0 7.6 17.1 4.8 2.9
　　　60歳代 106 41.5 29.2 16.0 21.7 17.0 15.1 3.8 0.9
　　　70歳以上 113 46.9 29.2 21.2 13.3 14.2 22.1 4.4 1.8
女性／18・19歳 8 25.0 37.5 37.5 12.5 37.5 25.0 - - 
　　　20歳代 53 45.3 34.0 22.6 20.8 18.9 3.8 17.0 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 61 42.6 34.4 24.6 19.7 21.3 6.6 14.8 - 
　　　30歳代 75 45.3 37.3 18.7 22.7 30.7 9.3 5.3 - 
　　　40歳代 115 39.1 43.5 25.2 20.0 19.1 7.0 7.0 - 
　　　50歳代 121 31.4 26.4 27.3 14.0 24.8 14.0 9.9 1.7
　　　60歳代 122 23.8 21.3 37.7 15.6 16.4 12.3 9.8 2.5
　　　70歳以上 130 30.8 21.5 35.4 13.8 17.7 18.5 4.6 1.5
職業別
自営業・家族従業（計） 98 46.9 22.4 21.4 14.3 18.4 18.4 8.2 - 
雇用者（計） 677 43.9 36.0 18.9 19.2 16.5 13.9 7.8 0.9
無職（計） 416 36.5 28.4 26.4 15.9 16.6 15.4 5.5 1.9
ライフステージ別
独身期 142 56.3 38.0 18.3 16.9 15.5 12.0 7.7 0.7
家族形成期 83 47.0 36.1 10.8 30.1 24.1 12.0 9.6 - 
家族成長前期 103 40.8 41.7 16.5 18.4 23.3 18.4 4.9 1.0
家族成長後期 99 43.4 40.4 11.1 22.2 9.1 11.1 10.1 1.0
家族成熟期 235 32.3 30.2 24.7 16.2 17.9 16.6 7.2 1.7
高齢期 281 37.0 22.8 30.2 14.6 17.1 17.4 6.8 1.1
その他 258 43.8 33.3 21.3 16.3 13.6 12.4 5.4 1.9
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（３）自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況 

◇「実施している」は寝ている場所に家具が転倒しないなど、家具類の配置を工夫が42.6％ 

問24 あなたの家では、家具類の転倒・落下・移動による危険防止のため、どのような対策

を実施していますか。次の（１）から（10）までのそれぞれの項目について、あては

まるものを選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「（10）その他」については、具体的な取組状況の回答を一部抜粋して記載した（207ページ参照）。 

 

 

自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況について、「実施している」は

（７）寝ている場所に家具が転倒しないなど、家具類の配置を工夫（42.6%）が４割強と最も高く、

次いで（８）納戸や据え付け収納家具（クローゼット等）に集中して収納（31.0%）、（９）家具類が

ない部屋で就寝（30.6%）が比較的高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定は

ない」は（５）ガラスに飛散防止フィルムを貼付（50.8%）が５割を超えて最も高く、次いで（１）

Ｌ型金具やベルト式器具などの金具を使って壁下地（柱、間柱など）に直接固定（46.3％）が４割台

半ばを超えて高くなっている。 

 

（２）つっぱり棒（ポール式）及びストッパーや固定
マットを組みあわせて家具類の上部と下部を固定

（１）Ｌ型金具やベルト式器具などの金具を
使って壁下地（柱、間柱など）に直接固定

（６）食器棚等の開き扉に開き
防止器具を取付

（７）寝ている場所に家具が転倒しないなど、
家具類の配置を工夫

（８）納戸や据え付け収納家具
（クローゼット等）に集中して収納

（９）家具類がない部屋で就寝

（３）つっぱり棒（ポール式）を
用いて家具類の上部のみを固定

（４）ストッパーや固定マットを
用いて家具類の下部のみを固定

（５）ガラスに飛散防止フィルムを貼付
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（１）Ｌ型金具やベルト式器具などの金具を使って壁下地（柱、間柱など）に直接固定 

「実施している」（15.3％）は１割台半ば、「実施していないが、今後実施してみたい」（26.6%）

は２割台半ばを超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（46.3%）は４割

台半ばを超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」が2.0ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

性別による大きな違いはみられない。 

②年代別 

「実施している」は70歳以上（19.0%）で約２割と最も高く、60歳代（18.9％）で２割弱と高く

なっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は50歳代（55.0％）で５割台半

ばと最も高く、30歳代（53.3％）で５割強と高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（Ｌ型金具やベルト

式器具などの金具を使って壁下地（柱、間柱など）に直接固定）・性別／年代別 
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【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】
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③地域別 
「実施していないが、今後実施してみたい」は利根地域（33.3%）で３割強と最も高くなってい

る。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」はさいたま地域（61.1％）で６割強と最

も高く、秩父地域（59.4％）で約６割と高くなっている。 

④性・年代別 
「実施している」は男女とも60歳代（男性18.9％、女性18.8％）と70歳以上（男性20.3％、女

性17.8％）でそれぞれ高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男

性30歳代（59.1％）で約６割と最も高くなっている。 

⑤職業別 
「実施していないが、今後実施してみたい」は自営業・家族従業（計）（34.4％）で３割台半ばと

最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は家族形成期（50.7％）から家族成長後期

（52.4％）で高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（Ｌ型金具やベルト

式器具などの金具を使って壁下地（柱、間柱など）に直接固定）・地域別／性・年代別

／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 15.3 26.6 46.3 8.2 3.6
地域別
南部地域 190 18.4 27.9 38.9 10.0 4.7
南西部地域 183 18.6 25.7 39.9 8.7 7.1
東部地域 285 17.9 28.8 47.0 4.6 1.8
さいたま地域 380 10.0 20.8 61.1 5.0 3.2
県央地域 144 19.4 23.6 45.1 8.3 3.5
川越比企地域 218 12.8 28.9 41.7 13.3 3.2
西部地域 202 14.4 28.2 46.0 9.4 2.0
利根地域 195 16.9 33.3 34.4 11.3 4.1
北部地域 166 14.5 27.7 45.2 7.2 5.4
秩父地域 32 18.8 15.6 59.4 6.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 29.4 29.4 17.6 - 
　　　20歳代 64 9.4 25.0 37.5 25.0 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 12.3 25.9 35.8 23.5 2.5
　　　30歳代 127 8.7 20.5 59.1 9.4 2.4
　　　40歳代 191 16.2 27.2 48.7 6.3 1.6
　　　50歳代 171 13.5 24.0 53.2 6.4 2.9
　　　60歳代 190 18.9 32.6 41.1 2.6 4.7
　　　70歳以上 202 20.3 26.2 42.6 3.5 7.4
女性／18・19歳 11 9.1 18.2 63.6 9.1 - 
　　　20歳代 87 12.6 24.1 41.4 20.7 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 12.2 23.5 43.9 19.4 1.0
　　　30歳代 128 7.8 32.8 47.7 9.4 2.3
　　　40歳代 202 15.3 25.2 47.5 9.9 2.0
　　　50歳代 178 12.9 22.5 56.7 6.2 1.7
　　　60歳代 202 18.8 32.7 36.1 6.4 5.9
　　　70歳以上 225 17.8 24.0 43.1 9.8 5.3
職業別
自営業・家族従業（計） 183 18.6 34.4 37.7 3.8 5.5
雇用者（計） 1,077 13.5 27.0 49.3 8.0 2.2
無職（計） 718 17.5 24.1 44.0 9.5 4.9
ライフステージ別
独身期 215 12.6 24.2 44.2 17.2 1.9
家族形成期 148 6.1 29.1 50.7 12.8 1.4
家族成長前期 197 15.7 20.3 52.3 8.1 3.6
家族成長後期 168 17.9 25.6 52.4 3.0 1.2
家族成熟期 376 16.5 30.1 44.9 6.6 1.9
高齢期 503 19.9 27.8 41.6 6.0 4.8
その他 388 12.1 25.8 47.4 8.0 6.7
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（２）つっぱり棒（ポール式）及びストッパーや固定マットを組みあわせて家具類の上部

と下部を固定 

「実施している」（17.9％）は１割台半ばを超え、「実施していないが、今後実施してみたい」

（31.1%）は３割強となっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（39.5%）

は約４割となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は1.7ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（41.6%）の方が女性（37.7%）よりも3.9

ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は10歳代・20歳代（21.2%）で２割強と最も高くなっている。一方で、「実施し

ておらず、今後も実施の予定はない」は30歳代（46.3％）で４割台半ばを超えて最も高くなってい

る。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（つっぱり棒（ポー

ル式）及びストッパーや固定マットを組みあわせて家具類の上部と下部を固定）・性別

／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

32.1

19.2

21.2

12.9

18.8

18.3

20.2

16.2

28.6

21.9

22.9

30.2

34.9

29.8

34.4

29.5

28.6

36.4

35.2

46.3

38.2

45.0

34.4

38.9

10.7

21.9

20.1

9.0

6.9

5.4

6.4

6.6

0.7

0.6

1.6

1.3

1.4

4.6

8.9

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

17.7

18.1

29.7

32.3

41.6

37.7

7.5

8.3

3.5

3.6

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 19.6 31.6 40.8 6.6 1.4

(%)ｎ

17.9 31.1 39.5 7.9 3.6

(%)

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

が
*

今

後

実

施

し

て

み

た

い

実

施

し

て

お

ら

ず
*

今

後

も

実

施

の

予

定

は

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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③地域別 

「実施している」は秩父地域（25.0％）で２割台半ばと最も高くなっている。一方で、「実施して

おらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（56.3%）で５割台半ばを超えて最も高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は男性10歳代・20歳代（24.7%）で２割台半ばと最も高くなっている。一方

で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性30歳代（52.8%）で５割強と最も高くなっ

ている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は家族形成期（38.5%）で４割弱と最も高くなってい

る。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（つっぱり棒（ポー

ル式）及びストッパーや固定マットを組みあわせて家具類の上部と下部を固定）・ 

地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 17.9 31.1 39.5 7.9 3.6
地域別
南部地域 190 19.5 32.1 36.3 7.9 4.2
南西部地域 183 16.9 32.8 36.6 7.7 6.0
東部地域 285 21.8 33.7 36.8 5.6 2.1
さいたま地域 380 15.5 27.1 48.7 6.1 2.6
県央地域 144 20.1 28.5 38.9 7.6 4.9
川越比企地域 218 14.7 32.6 36.7 13.3 2.8
西部地域 202 21.8 28.7 38.6 8.4 2.5
利根地域 195 17.9 35.9 32.8 8.2 5.1
北部地域 166 12.0 33.1 40.4 9.6 4.8
秩父地域 32 25.0 15.6 56.3 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 35.3 29.4 23.5 11.8 - 
　　　20歳代 64 21.9 15.6 37.5 23.4 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 24.7 18.5 34.6 21.0 1.2
　　　30歳代 127 11.8 24.4 52.8 9.4 1.6
　　　40歳代 191 15.2 34.6 42.9 6.3 1.0
　　　50歳代 171 18.1 29.8 45.6 5.3 1.2
　　　60歳代 190 23.2 31.6 34.2 6.8 4.2
　　　70歳以上 202 15.3 31.2 39.6 4.5 9.4
女性／18・19歳 11 27.3 27.3 36.4 9.1 - 
　　　20歳代 87 17.2 26.4 35.6 20.7 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 18.4 26.5 35.7 19.4 - 
　　　30歳代 128 14.1 35.9 39.8 8.6 1.6
　　　40歳代 202 22.3 35.1 33.7 7.4 1.5
　　　50歳代 178 18.5 29.8 44.4 5.6 1.7
　　　60歳代 202 17.3 37.1 34.7 5.9 5.0
　　　70歳以上 225 16.9 28.0 38.2 8.4 8.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 20.2 33.9 35.5 5.5 4.9
雇用者（計） 1,077 17.0 31.8 41.2 8.4 1.6
無職（計） 718 18.8 29.5 38.0 7.8 5.8
ライフステージ別
独身期 215 20.0 23.7 40.0 16.3 - 
家族形成期 148 11.5 38.5 37.8 10.8 1.4
家族成長前期 197 22.3 28.9 37.6 8.6 2.5
家族成長後期 168 20.2 31.5 45.2 2.4 0.6
家族成熟期 376 20.7 32.2 37.8 6.9 2.4
高齢期 503 16.7 32.4 37.8 7.0 6.2
その他 388 14.7 30.4 42.5 6.4 5.9
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（３）つっぱり棒（ポール式）を用いて家具類の上部のみを固定 

「実施している」（21.6％）は２割強、「実施していないが、今後実施してみたい」（26.9%）は２

割台半ばを超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（39.3%）は約４割と

なっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は1.5ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（41.3%）の方が女性（37.6%）よりも3.7

ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は60歳代（31.4%）で３割強と最も高くなっている。

一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は50歳代（44.4％）で４割台半ばと最も高く

なっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（つっぱり棒（ポー

ル式）を用いて家具類の上部のみを固定）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

25.0

23.8

24.0

20.4

23.9

21.8

22.2

18.5

32.1

23.2

24.6

27.8

28.2

25.2

31.4

23.4

28.6

32.5

31.8

42.7

38.2

44.4

35.5

41.0

14.3

17.9

17.3

7.1

7.9

6.3

5.6

6.8

2.6

2.2

2.0

1.8

2.3

5.4

10.3

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

21.1

22.1

26.1

27.7

41.3

37.6

7.3

8.0

4.3

4.6

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 23.1 29.2 38.9 7.0 1.9

(%)ｎ

21.6 26.9 39.3 7.7 4.5
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い
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*
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*
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い
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施している」は秩父地域（28.1％）で３割弱と最も高くなっている。一方で、「実施しておら

ず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（56.3%）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は女性40歳代（28.2%）で3割弱と最も高くなっている。「実施していないが、

今後実施してみたい」は女性30歳代（37.5%）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族成長前期（29.4%）で約３割と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（つっぱり棒（ポー

ル式）を用いて家具類の上部のみを固定）・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 21.6 26.9 39.3 7.7 4.5
地域別
南部地域 190 21.6 26.3 39.5 6.8 5.8
南西部地域 183 19.7 28.4 37.2 7.1 7.7
東部地域 285 25.6 27.7 37.2 6.3 3.2
さいたま地域 380 21.3 21.6 48.7 5.5 2.9
県央地域 144 24.3 25.0 35.4 6.9 8.3
川越比企地域 218 18.8 28.0 36.2 14.2 2.8
西部地域 202 27.2 24.8 36.6 8.4 3.0
利根地域 195 17.4 33.8 33.3 10.3 5.1
北部地域 166 15.7 33.7 38.6 6.0 6.0
秩父地域 32 28.1 15.6 56.3 - - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 35.3 23.5 23.5 - 
　　　20歳代 64 21.9 21.9 29.7 21.9 4.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 21.0 24.7 28.4 22.2 3.7
　　　30歳代 127 26.0 18.1 46.5 7.1 2.4
　　　40歳代 191 19.4 28.8 41.9 8.4 1.6
　　　50歳代 171 21.1 25.1 46.2 5.8 1.8
　　　60歳代 190 23.2 30.5 37.4 4.2 4.7
　　　70歳以上 202 17.8 25.7 42.1 4.5 9.9
女性／18・19歳 11 36.4 27.3 36.4 - - 
　　　20歳代 87 25.3 24.1 34.5 14.9 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 26.5 24.5 34.7 13.3 1.0
　　　30歳代 128 14.8 37.5 39.1 7.0 1.6
　　　40歳代 202 28.2 27.7 34.7 7.4 2.0
　　　50歳代 178 22.5 25.3 42.7 6.7 2.8
　　　60歳代 202 21.3 32.2 33.7 6.9 5.9
　　　70歳以上 225 19.1 21.3 40.0 8.9 10.7
職業別
自営業・家族従業（計） 183 21.9 27.3 39.3 4.4 7.1
雇用者（計） 1,077 21.3 28.3 40.1 8.0 2.3
無職（計） 718 22.1 24.8 38.2 8.1 6.8
ライフステージ別
独身期 215 25.6 22.8 36.7 13.5 1.4
家族形成期 148 14.2 33.1 41.2 10.1 1.4
家族成長前期 197 29.4 23.9 35.5 7.1 4.1
家族成長後期 168 25.0 28.0 42.3 3.0 1.8
家族成熟期 376 26.6 27.7 35.1 7.2 3.5
高齢期 503 19.5 26.6 40.0 6.8 7.2
その他 388 14.7 27.6 44.1 7.5 6.2
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（４）ストッパーや固定マットを用いて家具類の下部のみを固定 

「実施している」（18.3％）は２割弱、「実施していないが、今後実施してみたい」（27.5%）は３

割台半ばを超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（40.6%）は４割を超

えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は2.7ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（43.7%）の方が女性（37.7%）よりも6.0

ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は50歳代（47.6%）で４割台半ばを超えて最も高く

なっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（ストッパーや固定

マットを用いて家具類の下部のみを固定）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

14.3

20.5

19.6

19.6

17.3

20.1

19.4

15.7

50.0

23.8

27.9

29.8

30.3

23.8

30.1

24.1

21.4

32.5

30.7

41.6

41.0

47.6

36.5

41.7

14.3

20.5

19.6

7.1

8.9

5.4

6.9

7.5

2.6

2.2

2.0

2.5

3.2

7.1

11.0

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

16.8

19.7

26.6

28.4

43.7

37.7

7.5

9.1

5.4

5.1

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 21.0 28.3 40.4 8.0 2.3

(%)ｎ

18.3 27.5 40.6 8.3 5.3
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施している」は東部地域（22.8％）と秩父地域（21.9％）で２割強と高くなっている。一方で、

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（62.5%）で６割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は女性30歳代（24.2%）で２割台半ばと最も高くなっている。一方で、「実施し

ておらず、今後も実施の予定はない」は男性30歳代（49.6%）で約５割と最も高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族形成期（22.3％）から家族成長前期（21.8%）で２割強と高くなってい

る。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は家族成長後期（47.6％）で４割台半ば

を超えて最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（ストッパーや固定

マットを用いて家具類の下部のみを固定）・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
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査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
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し
て
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る

実
施
し
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い
な
い
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1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
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ず
1
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施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 18.3 27.5 40.6 8.3 5.3
地域別
南部地域 190 19.5 26.3 40.0 7.9 6.3
南西部地域 183 20.2 23.0 41.5 6.6 8.7
東部地域 285 22.8 30.2 36.1 6.7 4.2
さいたま地域 380 16.6 23.2 50.3 6.8 3.2
県央地域 144 19.4 29.2 37.5 7.6 6.3
川越比企地域 218 16.5 30.7 35.8 13.3 3.7
西部地域 202 20.3 28.2 37.6 9.9 4.0
利根地域 195 16.4 30.8 36.4 9.7 6.7
北部地域 166 12.0 33.1 38.6 7.8 8.4
秩父地域 32 21.9 6.3 62.5 6.3 3.1
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 41.2 17.6 17.6 - 
　　　20歳代 64 20.3 20.3 32.8 21.9 4.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 21.0 24.7 29.6 21.0 3.7
　　　30歳代 127 15.0 26.8 49.6 6.3 2.4
　　　40歳代 191 15.7 29.3 44.5 8.9 1.6
　　　50歳代 171 20.5 22.2 48.0 5.8 3.5
　　　60歳代 190 17.4 30.0 42.1 4.2 6.3
　　　70歳以上 202 13.9 25.2 42.6 5.9 12.4
女性／18・19歳 11 - 63.6 27.3 9.1 - 
　　　20歳代 87 20.7 26.4 32.2 19.5 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 18.4 30.6 31.6 18.4 1.0
　　　30歳代 128 24.2 32.8 33.6 7.8 1.6
　　　40歳代 202 18.8 31.2 37.6 8.9 3.5
　　　50歳代 178 19.7 25.3 47.2 5.1 2.8
　　　60歳代 202 21.3 30.2 31.2 9.4 7.9
　　　70歳以上 225 17.3 23.1 40.9 8.9 9.8
職業別
自営業・家族従業（計） 183 19.1 29.0 38.8 5.5 7.7
雇用者（計） 1,077 17.7 29.0 42.0 8.3 3.1
無職（計） 718 18.9 25.1 39.4 8.9 7.7
ライフステージ別
独身期 215 15.3 29.3 38.1 15.3 1.9
家族形成期 148 22.3 31.1 36.5 8.8 1.4
家族成長前期 197 21.8 27.4 38.6 8.6 3.6
家族成長後期 168 18.5 28.0 47.6 3.0 3.0
家族成熟期 376 20.5 28.5 38.8 8.0 4.3
高齢期 503 18.3 25.6 40.2 7.8 8.2
その他 388 14.7 26.5 43.6 7.5 7.7



 

- 197 - 

（５）ガラスに飛散防止フィルムを貼付 

「実施している」（6.2％）は１割未満、「実施していないが、今後実施してみたい」（31.7%）は３

割強となっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（50.8%）は半数を超えて

いる。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は1.1ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（34.0%）の方が男性（29.3%）よりも4.7ポ

イント高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（53.4%）の方

が女性（48.3%）よりも5.1ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」はいずれの年代でも１割未満となっている。一方で、「実施しておらず、今後も実

施の予定はない」は50歳代（57.0%）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（ガラスに飛散防止

フィルムを貼付）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

10.7

6.0

6.7

4.7

6.4

5.4

8.4

5.2

46.4

25.8

29.1

36.1

31.8

30.4

34.7

28.6

28.6

47.7

44.7

51.0

51.1

57.0

46.7

51.5

14.3

19.2

18.4

6.7

9.7

5.2

6.1

6.6

1.3

1.1

1.6

1.0

2.0

4.1

8.2

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

6.0

6.3

29.3

34.0

53.4

48.3

7.7

8.1

3.5

3.3

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 7.3 31.1 53.3 7.4 1.0

(%)ｎ

6.2 31.7 50.8 7.9 3.4

(%)

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

が
*

今

後

実

施
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て

み

た

い

実

施

し

て

お

ら

ず
*

今

後

も

実

施

の

予

定

は

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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③地域別 
「実施していないが、今後実施してみたい」は利根地域（36.9%）が３割台半ばを超えて最も高く

なっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（68.8％）で７割弱

と最も高くなっている。 

④性・年代別 
「実施していないが、今後実施してみたい」は女性30歳代（41.4%）で４割強と最も高くなってい

る。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性50歳代（61.4％）で６割強と最も

高くなっている。 

⑤職業別 
「実施していないが、今後実施してみたい」は自営業・家族従業（計）（36.6%）で３割台半ばを超

えて最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は家族成熟期（35.9%）で３割台半ばと最も高くなっ

ている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（ガラスに飛散防止

フィルムを貼付）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 6.2 31.7 50.8 7.9 3.4
地域別
南部地域 190 8.9 34.2 46.3 6.8 3.7
南西部地域 183 4.9 30.6 50.3 6.6 7.7
東部地域 285 7.7 32.3 50.5 7.0 2.5
さいたま地域 380 6.6 30.8 55.8 5.0 1.8
県央地域 144 5.6 31.3 51.4 7.6 4.2
川越比企地域 218 5.0 34.4 45.4 12.4 2.8
西部地域 202 7.4 23.3 58.4 8.9 2.0
利根地域 195 2.6 36.9 45.1 10.8 4.6
北部地域 166 5.4 34.9 45.8 9.0 4.8
秩父地域 32 6.3 18.8 68.8 6.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 41.2 23.5 17.6 - 
　　　20歳代 64 4.7 25.0 46.9 21.9 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 7.4 28.4 42.0 21.0 1.2
　　　30歳代 127 6.3 30.7 55.1 7.1 0.8
　　　40歳代 191 6.3 29.8 54.5 8.4 1.0
　　　50歳代 171 4.1 26.3 61.4 5.8 2.3
　　　60歳代 190 6.8 31.6 50.0 7.4 4.2
　　　70歳以上 202 5.9 28.7 52.5 4.0 8.9
女性／18・19歳 11 - 54.5 36.4 9.1 - 
　　　20歳代 87 6.9 26.4 48.3 17.2 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 6.1 29.6 46.9 16.3 1.0
　　　30歳代 128 3.1 41.4 46.9 6.3 2.3
　　　40歳代 202 6.4 33.7 48.0 10.9 1.0
　　　50歳代 178 6.7 34.3 52.8 4.5 1.7
　　　60歳代 202 9.9 37.6 43.6 5.0 4.0
　　　70歳以上 225 4.4 28.4 50.7 8.9 7.6
職業別
自営業・家族従業（計） 183 6.6 36.6 45.4 4.9 6.6
雇用者（計） 1,077 5.4 31.6 53.4 8.2 1.5
無職（計） 718 7.2 30.8 48.6 8.2 5.2
ライフステージ別
独身期 215 7.0 32.1 46.5 14.4 - 
家族形成期 148 3.4 33.8 52.0 9.5 1.4
家族成長前期 197 7.6 31.0 49.7 8.6 3.0
家族成長後期 168 6.5 30.4 55.4 6.5 1.2
家族成熟期 376 6.1 35.9 48.7 6.4 2.9
高齢期 503 7.4 29.2 51.3 7.2 5.0
その他 388 4.4 30.9 52.6 6.4 5.7
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（６）食器棚等の開き扉に開き防止器具を取付 

「実施している」（19.1％）は約２割、「実施していないが、今後実施してみたい」（32.5%）は３

割強となっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（38.0%）は４割弱となっ

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は0.1ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施していないが、今後実施してみたい」は女性（34.3%）の方が男性（30.6%）よりも3.7ポ

イント高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（41.3%）の方

が女性（34.9%）よりも6.4ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は30歳代（22.7%）で２割強と最も高くなっている。「実施していないが、今後

実施してみたい」は60歳代（37.5%）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（食器棚等の開き扉

に開き防止器具を取付）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

32.1

17.2

19.6

22.7

19.3

16.0

19.9

18.5

42.9

27.2

29.6

29.0

33.6

33.0

37.5

29.7

14.3

37.7

34.1

38.8

37.7

43.0

32.7

40.3

10.7

16.6

15.6

7.1

8.1

5.4

5.1

4.0

1.3

1.1

2.4

1.3

2.6

4.8

7.5

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

18.3

19.9

30.6

34.3

41.3

34.9

6.5

6.9

3.3

4.0

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 19.2 35.2 38.2 6.1 1.3

(%)ｎ

19.1 32.5 38.0 6.7 3.7
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い
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*
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*
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い
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（59.4%）で約６割と最も高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は男性30歳代（26.0%）で２割台半ばを超えて最も高くなっている。一方で、

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性の50歳代（45.6％）と40歳代（45.0%）で４

割台半ばと高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族成長前期（27.9％）で２割台半ばを超えて最も高くなっている。一方で、

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」はその他（43.3%）で４割強と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（食器棚等の開き扉

に開き防止器具を取付）・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い
が
1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
予
定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 19.1 32.5 38.0 6.7 3.7
地域別
南部地域 190 18.4 34.2 38.4 4.7 4.2
南西部地域 183 19.1 32.2 35.5 6.6 6.6
東部地域 285 22.5 34.4 36.5 5.3 1.4
さいたま地域 380 18.9 28.7 46.6 4.2 1.6
県央地域 144 22.2 32.6 34.7 5.6 4.9
川越比企地域 218 15.6 32.6 35.8 11.9 4.1
西部地域 202 22.8 29.7 35.6 8.4 3.5
利根地域 195 20.0 37.9 28.7 8.7 4.6
北部地域 166 12.0 34.9 38.6 7.8 6.6
秩父地域 32 15.6 21.9 59.4 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 35.3 35.3 11.8 17.6 - 
　　　20歳代 64 15.6 21.9 40.6 18.8 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 19.8 24.7 34.6 18.5 2.5
　　　30歳代 127 26.0 23.6 43.3 6.3 0.8
　　　40歳代 191 13.6 32.5 45.0 7.9 1.0
　　　50歳代 171 16.4 28.7 45.6 6.4 2.9
　　　60歳代 190 20.0 37.9 33.7 5.3 3.2
　　　70歳以上 202 17.3 30.2 42.6 2.0 7.9
女性／18・19歳 11 27.3 54.5 18.2 - - 
　　　20歳代 87 18.4 31.0 35.6 14.9 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 19.4 33.7 33.7 13.3 - 
　　　30歳代 128 19.5 34.4 34.4 7.8 3.9
　　　40歳代 202 24.8 34.7 30.7 8.4 1.5
　　　50歳代 178 15.7 37.1 40.4 4.5 2.2
　　　60歳代 202 19.8 37.1 31.7 5.0 6.4
　　　70歳以上 225 19.6 29.3 38.2 5.8 7.1
職業別
自営業・家族従業（計） 183 20.2 35.0 30.1 6.0 8.7
雇用者（計） 1,077 18.4 33.4 39.9 6.9 1.4
無職（計） 718 20.2 30.6 37.3 6.4 5.4
ライフステージ別
独身期 215 17.7 30.7 38.1 12.6 0.9
家族形成期 148 20.3 33.8 37.2 7.4 1.4
家族成長前期 197 27.9 26.4 34.0 8.1 3.6
家族成長後期 168 23.2 34.5 36.9 3.6 1.8
家族成熟期 376 17.8 36.7 35.4 7.2 2.9
高齢期 503 20.1 31.8 38.0 5.0 5.2
その他 388 13.4 32.0 43.3 5.7 5.7
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（７）寝ている場所に家具が転倒しないなど、家具類の配置を工夫 

「実施している」（42.6％）は４割強、「実施していないが、今後実施してみたい」（26.0%）は２

割台半ばを超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（23.4%）は２割強と

なっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は7.4ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施している」は女性（45.6%）の方が男性（39.3%）よりも6.3ポイント高くなっている。一

方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（27.7%）の方が女性（19.4%）よりも

8.3ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は30歳代（47.5%）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。一方で、「実施

しておらず、今後も実施の予定はない」は50歳代（28.9%）で３割弱と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（寝ている場所に家

具が転倒しないなど、家具類の配置を工夫）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

35.7

31.8

32.4

47.5

43.0

41.3

44.1

43.1

35.7

25.8

27.4

23.5

28.8

24.6

28.3

23.4

14.3

24.5

22.9

22.4

22.1

28.9

19.4

24.4

14.3

17.2

16.8

5.5

4.6

4.0

3.1

3.3

0.7

0.6

1.2

1.5

1.1

5.1

5.9

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

39.3

45.6

24.6

27.3

27.7

19.4

5.1

5.1

3.3

2.6

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 50.0 23.1 20.4 5.3 1.2

(%)ｎ

42.6 26.0 23.4 5.1 3.0
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施している」は県央地域（52.1%）で５割強と最も高く、「実施していないが、今後実施してみ

たい」は利根地域（38.5%）で４割弱と最も高くなっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施

の予定はない」は秩父地域（50.0%）で５割と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「実施している」は女性40歳代（50.5%）で５割を超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族形成期（50.0%）で５割と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（寝ている場所に家

具が転倒しないなど、家具類の配置を工夫）・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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無
回
答

　全　体 1,995 42.6 26.0 23.4 5.1 3.0
地域別
南部地域 190 49.5 21.1 21.6 4.7 3.2
南西部地域 183 41.0 23.5 25.7 4.9 4.9
東部地域 285 47.0 27.4 18.6 4.6 2.5
さいたま地域 380 38.7 22.4 33.4 3.4 2.1
県央地域 144 52.1 22.9 17.4 6.3 1.4
川越比企地域 218 38.5 28.9 22.0 7.3 3.2
西部地域 202 44.1 21.8 24.8 7.9 1.5
利根地域 195 37.9 38.5 13.8 5.1 4.6
北部地域 166 40.4 31.3 19.3 4.2 4.8
秩父地域 32 31.3 18.8 50.0 - - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 35.3 29.4 11.8 23.5 - 
　　　20歳代 64 28.1 20.3 31.3 18.8 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 29.6 22.2 27.2 19.8 1.2
　　　30歳代 127 48.0 21.3 26.8 3.1 0.8
　　　40歳代 191 35.1 30.4 28.8 4.7 1.0
　　　50歳代 171 33.3 23.4 36.8 5.3 1.2
　　　60歳代 190 42.6 27.4 20.0 3.2 6.8
　　　70歳以上 202 43.6 20.8 26.7 2.5 6.4
女性／18・19歳 11 36.4 45.5 18.2 - - 
　　　20歳代 87 34.5 29.9 19.5 16.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 34.7 31.6 19.4 14.3 - 
　　　30歳代 128 46.9 25.8 18.0 7.8 1.6
　　　40歳代 202 50.5 27.2 15.8 4.5 2.0
　　　50歳代 178 48.9 25.8 21.3 2.8 1.1
　　　60歳代 202 45.5 29.2 18.8 3.0 3.5
　　　70歳以上 225 42.7 25.8 22.2 4.0 5.3
職業別
自営業・家族従業（計） 183 42.6 29.0 19.1 5.5 3.8
雇用者（計） 1,077 42.1 25.6 25.4 4.6 2.2
無職（計） 718 43.0 26.2 21.4 5.7 3.6
ライフステージ別
独身期 215 30.7 30.2 26.5 12.6 - 
家族形成期 148 50.0 24.3 18.2 6.8 0.7
家族成長前期 197 49.2 22.3 20.3 5.6 2.5
家族成長後期 168 48.8 26.2 22.0 2.4 0.6
家族成熟期 376 41.2 28.7 22.6 4.3 3.2
高齢期 503 46.9 24.5 21.1 3.4 4.2
その他 388 35.8 25.5 29.4 4.4 4.9
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（８）納戸や据え付け収納家具（クローゼット等）に集中して収納 

「実施している」（31.0％）は３割強、「実施していないが、今後実施してみたい」（23.5%）は２

割強となっている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（33.2%）は３割強となっ

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は6.3ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施している」は女性（34.8%）の方が男性（27.0%）よりも7.8ポイント高くなっている。一

方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（36.2%）の方が女性（30.4%）よりも

5.8ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は30歳代（40.8%）で４割を超えて最も高くなっている。一方で、「実施してお

らず、今後も実施の予定はない」は50歳代（39.0%）で約４割と最も高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（納戸や据え付け収

納家具（クローゼット等）に集中して収納）・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

21.4

22.5

22.3

40.8

34.9

28.4

30.4

28.1

42.9

23.2

26.3

20.8

23.9

23.5

27.8

19.4

21.4

32.5

30.7

29.4

31.6

39.0

30.4

35.8

14.3

21.2

20.1

7.5

8.1

7.4

6.6

6.6

0.7

0.6

1.6

1.5

1.7

4.8

10.1

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

27.0

34.8

23.8

23.1

36.2

30.4

9.1

7.6

3.8

4.1

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 37.3 21.8 32.0 7.7 1.2

(%)ｎ
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い
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い

無

回

答
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③地域別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（53.1%）で５割強と最も高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は女性の30歳代（43.0%）と40歳代（41.6%）で４割強と高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族形成期（41.9％）から家族成長前期（44.7%）で高くなっている。 

 

○自宅での家具類の転倒・落下・移動による危険防止対策の実施状況（納戸や据え付け収

納家具（クローゼット等）に集中して収納）・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
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査
数
 
 
 
 
 
ｎ

実
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し
て
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る
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し
て
い
な
い
が
1

今

後
実
施
し
て
み
た
い

実
施
し
て
お
ら
ず
1

今
後

も
実
施
の
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定
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 31.0 23.5 33.2 8.4 4.0
地域別
南部地域 190 37.9 17.9 27.9 10.5 5.8
南西部地域 183 27.3 23.5 32.8 7.1 9.3
東部地域 285 35.8 23.9 31.6 6.7 2.1
さいたま地域 380 26.8 20.5 44.2 5.8 2.6
県央地域 144 30.6 25.0 29.2 11.1 4.2
川越比企地域 218 33.0 21.1 31.2 10.1 4.6
西部地域 202 29.2 25.7 33.7 8.4 3.0
利根地域 195 28.2 30.3 26.7 11.3 3.6
北部地域 166 33.1 28.3 26.5 8.4 3.6
秩父地域 32 25.0 15.6 53.1 6.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 41.2 11.8 23.5 - 
　　　20歳代 64 17.2 23.4 32.8 25.0 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 18.5 27.2 28.4 24.7 1.2
　　　30歳代 127 38.6 16.5 37.0 6.3 1.6
　　　40歳代 191 27.7 20.9 39.8 9.9 1.6
　　　50歳代 171 22.8 24.0 41.5 9.4 2.3
　　　60歳代 190 27.4 31.1 30.5 6.8 4.2
　　　70歳以上 202 25.7 22.8 36.1 5.9 9.4
女性／18・19歳 11 18.2 45.5 36.4 - - 
　　　20歳代 87 26.4 23.0 32.2 18.4 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 25.5 25.5 32.7 16.3 - 
　　　30歳代 128 43.0 25.0 21.9 8.6 1.6
　　　40歳代 202 41.6 26.7 23.8 6.4 1.5
　　　50歳代 178 33.7 23.0 36.5 5.6 1.1
　　　60歳代 202 33.2 24.8 30.2 6.4 5.4
　　　70歳以上 225 30.2 16.4 35.6 7.1 10.7
職業別
自営業・家族従業（計） 183 35.0 24.0 26.2 9.3 5.5
雇用者（計） 1,077 30.4 24.6 34.7 8.2 2.1
無職（計） 718 30.8 22.0 32.7 8.4 6.1
ライフステージ別
独身期 215 22.3 26.5 34.9 16.3 - 
家族形成期 148 41.9 23.0 25.0 9.5 0.7
家族成長前期 197 44.7 19.8 26.4 6.1 3.0
家族成長後期 168 33.9 26.2 32.7 4.2 3.0
家族成熟期 376 30.1 24.5 35.4 7.4 2.7
高齢期 503 31.2 21.5 34.0 6.8 6.6
その他 388 24.2 24.2 35.8 9.5 6.2
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（９）家具類がない部屋で就寝 

「実施している」（30.6％）は３割を超え、「実施していないが、今後実施してみたい」（20.2%）

は２割を超えている。一方で、「実施しておらず、今後も実施の予定はない」（40.4%）は４割を超え

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「実施している」は4.5ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は男性（42.0%）の方が女性（38.9%）よりも3.1

ポイント高くなっている。 

②年代別 

「実施している」は30歳代（40.4%）で４割を超えて最も高くなっている。一方で、「実施してお

らず、今後も実施の予定はない」は10歳代・20歳代（48.6%）で５割弱と最も高くなっている。 

 

○家具類の転倒・落下・移動への対策による安全確保状況（家具類がない部屋で就寝）・

性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

21.4

15.9

16.8

40.4

32.3

27.5

32.9

29.3

32.1

16.6

19.0

13.7

19.1

18.9

24.5

22.5

39.3

50.3

48.6

38.4

41.2
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34.4
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7.1

16.6

15.1

5.1

6.1

4.0

4.1

3.5

0.7

0.6
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1.3

2.9
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7.0

【性別】

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

30.1

31.0

19.2

21.0

42.0

38.9

5.6

5.3

3.0

3.8

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 35.1 18.3 40.2 5.3 1.1
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③地域別 

「実施しておらず、今後も実施の予定はない」は秩父地域（53.1%）で５割強と最も高くなってい

る。 

④性・年代別 

「実施している」は女性30歳代（42.2%）で４割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

職業別による大きな違いはみられない。 

⑥ライフステージ別 

「実施している」は家族成長前期（46.2％）で４割台半ばを超えて最も高く、最も低い独身期

（17.7%）と比べて28.5ポイント高くなっている。 

 

○家具類の転倒・落下・移動への対策による安全確保状況（家具類がない部屋で就寝）・

地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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か
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無
回
答

　全　体 1,995 30.6 20.2 40.4 5.5 3.4
地域別
南部地域 190 33.7 15.8 41.6 5.3 3.7
南西部地域 183 26.8 15.8 44.8 4.9 7.7
東部地域 285 28.8 22.1 42.5 4.6 2.1
さいたま地域 380 28.4 20.3 46.6 3.4 1.3
県央地域 144 31.3 18.8 36.8 9.0 4.2
川越比企地域 218 33.0 21.6 34.4 8.3 2.8
西部地域 202 31.2 20.8 40.1 5.4 2.5
利根地域 195 32.8 24.6 35.4 4.6 2.6
北部地域 166 31.9 21.1 31.3 7.2 8.4
秩父地域 32 31.3 12.5 53.1 3.1 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 29.4 35.3 11.8 - 
　　　20歳代 64 14.1 18.8 48.4 17.2 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 16.0 21.0 45.7 16.0 1.2
　　　30歳代 127 38.6 11.0 44.1 4.7 1.6
　　　40歳代 191 33.0 18.3 40.3 7.3 1.0
　　　50歳代 171 28.1 20.5 45.0 4.7 1.8
　　　60歳代 190 30.5 23.7 37.9 4.2 3.7
　　　70歳以上 202 29.2 19.3 42.1 2.5 6.9
女性／18・19歳 11 18.2 36.4 45.5 - - 
　　　20歳代 87 17.2 14.9 51.7 16.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 17.3 17.3 51.0 14.3 - 
　　　30歳代 128 42.2 16.4 32.8 5.5 3.1
　　　40歳代 202 31.7 19.8 42.1 5.0 1.5
　　　50歳代 178 27.0 17.4 48.3 3.4 3.9
　　　60歳代 202 35.1 25.2 31.2 4.0 4.5
　　　70歳以上 225 29.3 25.3 33.8 4.4 7.1
職業別
自営業・家族従業（計） 183 29.0 19.7 38.3 5.5 7.7
雇用者（計） 1,077 30.5 19.2 42.8 5.6 1.9
無職（計） 718 30.5 21.9 37.9 5.4 4.3
ライフステージ別
独身期 215 17.7 17.7 54.0 10.2 0.5
家族形成期 148 44.6 17.6 27.0 9.5 1.4
家族成長前期 197 46.2 15.2 31.5 4.6 2.5
家族成長後期 168 31.0 18.5 45.8 2.4 2.4
家族成熟期 376 23.9 21.3 46.3 4.3 4.3
高齢期 503 33.6 22.5 36.4 3.6 4.0
その他 388 26.8 21.6 39.7 6.7 5.2
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（10）その他 

 

〇家具類の転倒・落下・移動による危険防止の対策（16件） 

【主な回答（一部抜粋）】 

・食器棚は引き扉にしている。（「実施している」） 

・クローゼット、取付家具を多くしている（家を新築するときに実施）。 

（「実施している」） 

・天井空間にダンボール箱セット。（「実施している」） 

・転倒の可能性のある家具を置かない。（「実施している」） 
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（４）災害時に利用可能な備蓄状況 

◇『３日分以上（計）』は食料品が44.1％、飲料水が46.5％ 

問25 あなたの家では、災害時に利用できる食料品及び飲料水を何日分用意していますか。 

 

■食料品 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に利用可能な備蓄状況について、食料品は「３日分」（28.3％）が３割弱と最も多く、「用意

していない」（27.0％）が２割台半ばを超え、「２日分」（12.0％）が１割強である。なお、備蓄量を

「３日分」以上と回答した人の割合を合わせた『３日分以上（計）』（44.1％）は４割台半ばとなって

いる。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、『３日分以上（計）』は1.6ポイントの増加となっている。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

『３日分以上（計）』は秩父地域（56.3%）で５割台半ばを超えて最も高く、北部地域（34.9％）

で３割台半ばと低くなっている。一方で、「用意していない」はさいたま地域（30.0%）で３割と高く

なっている。 

②性別 

『３日分以上（計）』は女性（45.0％）の方が男性（42.9％）よりも2.1ポイント高くなってい

る。 

③年代別 

『３日分以上（計）』は年代が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、70歳以上（56.9%）で５

割台半ばを超えて最も高く、60歳代（54.3％）で５割台半ばと高くなっている。一方で、「用意して

いない」は30歳代（36.1%）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。 

  

３日分以上（計） 

 今回調査   44.1％ 

 平成28年調査 42.5％ 

 平成27年調査 50.4％ 

７日分以上

６日分

５日分

４日分

３日分

２日分

１日分

用意していない

わからない

無回答

7.5

1.3

3.6

3.4

28.3

12.0

8.1

27.0

7.4

1.5

7.8

1.1

4.9

3.5

25.2

14.7

9.7

26.5

6.5

0.1

8.9

1.3

5.4

3.2

31.6

9.8

8.0

25.8

5.7

0.3

0 5 10 15 20 25 30 35

今回調査 n=(1,995)  

平成28年調査 n=(2,175) 

平成27年調査 n=(2,157) 

(%)
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④性・年代別 

『３日分以上（計）』は男性70歳以上（57.0%）、女性の60歳代（57.0%）と70歳以上

（56.8%）で５割台半ばを超えて高くなっている。一方で、「用意していない」は男性30歳代

（37.8％）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

『３日分以上（計）』は無職（計）（52.5％）と自営業・家族従業（計）（51.8％）で５割強と高く

なっている。一方で、「用意していない」は雇用者（計）（31.4%）で３割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『３日分以上（計）』は高齢期（58.7%）で６割弱と最も高くなっている。一方で、「用意していな

い」は家族形成期（35.8%）で３割台半ばと最も高くなっている。 

 

○災害時に利用可能な備蓄状況（食料品）・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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数
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い

無
回
答

３
日
分
以
上
@

計
B

　全　体 1,995 7.5 1.3 3.6 3.4 28.3 12.0 8.1 27.0 7.4 1.5 44.1
地域別
南部地域 190 5.8 1.1 4.2 4.2 28.4 11.6 10.0 27.9 5.8 1.1 43.7
南西部地域 183 6.0 2.2 2.7 2.7 27.3 14.2 8.7 24.0 8.7 3.3 40.9
東部地域 285 8.8 0.4 2.1 2.5 33.3 13.3 7.7 23.5 8.4 - 47.1
さいたま地域 380 5.0 1.6 2.4 3.4 27.9 11.3 14.5 30.0 3.7 0.3 40.3
県央地域 144 5.6 - 3.5 3.5 34.7 16.0 5.6 22.2 7.6 1.4 47.3
川越比企地域 218 6.9 2.3 4.6 4.1 28.0 8.7 3.2 29.8 8.3 4.1 45.9
西部地域 202 11.9 1.5 6.9 2.5 26.7 10.4 4.5 27.2 7.4 1.0 49.5
利根地域 195 7.2 1.0 5.1 5.1 27.7 9.7 4.6 28.7 9.7 1.0 46.1
北部地域 166 9.6 1.8 2.4 0.6 20.5 13.9 9.6 28.3 10.8 2.4 34.9
秩父地域 32 18.8 - 3.1 12.5 21.9 15.6 3.1 15.6 6.3 3.1 56.3
性別  
男性 962 8.1 1.0 3.4 3.3 27.1 11.7 8.0 27.5 8.5 1.1 42.9
女性 1,033 6.9 1.5 3.8 3.4 29.4 12.2 8.2 26.4 6.4 1.7 45.0
年代別
18・19歳 28 3.6 - - 3.6 14.3 7.1 3.6 25.0 42.9 - 21.5
20歳代 151 7.9 1.3 1.3 2.6 15.2 11.3 10.6 29.1 20.5 - 28.3
【再掲】10歳代・20歳代 179 7.3 1.1 1.1 2.8 15.1 10.6 9.5 28.5 24.0 - 27.4
30歳代 255 5.1 0.8 3.1 1.2 25.1 11.8 7.1 36.1 9.4 0.4 35.3
40歳代 393 4.6 0.3 1.8 3.3 24.9 12.5 10.2 33.3 7.9 1.3 34.9
50歳代 349 7.4 0.9 2.0 3.2 28.7 14.9 8.6 28.4 4.9 1.1 42.2
60歳代 392 6.6 2.8 6.1 4.6 34.2 12.8 7.4 18.4 5.6 1.5 54.3
70歳以上 427 12.4 1.6 5.6 4.0 33.3 9.1 6.6 21.8 2.6 3.0 56.9
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 - - - 5.9 11.8 5.9 23.5 47.1 - 11.8
　　　20歳代 64 9.4 - 3.1 4.7 17.2 7.8 9.4 25.0 23.4 - 34.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 8.6 - 2.5 3.7 14.8 8.6 8.6 24.7 28.4 - 29.6
　　　30歳代 127 4.7 0.8 2.4 - 28.3 8.7 6.3 37.8 10.2 0.8 36.2
　　　40歳代 191 4.2 - 1.6 3.1 23.6 13.6 10.5 35.6 7.9 - 32.5
　　　50歳代 171 9.4 0.6 2.3 3.5 24.6 19.3 7.6 25.1 6.4 1.2 40.4
　　　60歳代 190 8.4 2.1 4.2 5.8 31.1 11.6 8.4 20.5 6.8 1.1 51.6
　　　70歳以上 202 12.4 2.0 6.4 3.0 33.2 6.9 6.4 23.3 3.5 3.0 57.0
女性／18・19歳 11 - - - 9.1 27.3 - - 27.3 36.4 - 36.4
　　　20歳代 87 6.9 2.3 - 1.1 13.8 13.8 11.5 32.2 18.4 - 24.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 6.1 2.0 - 2.0 15.3 12.2 10.2 31.6 20.4 - 25.4
　　　30歳代 128 5.5 0.8 3.9 2.3 21.9 14.8 7.8 34.4 8.6 - 34.4
　　　40歳代 202 5.0 0.5 2.0 3.5 26.2 11.4 9.9 31.2 7.9 2.5 37.2
　　　50歳代 178 5.6 1.1 1.7 2.8 32.6 10.7 9.6 31.5 3.4 1.1 43.8
　　　60歳代 202 5.0 3.5 7.9 3.5 37.1 13.9 6.4 16.3 4.5 2.0 57.0
　　　70歳以上 225 12.4 1.3 4.9 4.9 33.3 11.1 6.7 20.4 1.8 3.1 56.8
職業別
自営業・家族従業（計） 183 10.4 1.6 3.8 2.7 33.3 8.7 7.7 24.6 6.0 1.1 51.8
雇用者（計） 1,077 5.4 1.0 2.9 2.9 24.9 13.7 9.0 31.4 7.9 0.9 37.1
無職（計） 718 9.6 1.7 4.7 4.2 32.3 10.2 7.0 21.0 7.1 2.2 52.5
ライフステージ別
独身期 215 6.0 0.9 0.9 2.3 18.1 7.4 7.9 30.7 25.1 0.5 28.2
家族形成期 148 6.8 1.4 2.0 1.4 20.3 16.2 8.1 35.8 8.1 - 31.9
家族成長前期 197 4.1 - 4.6 2.5 32.0 14.2 11.2 25.4 6.1 - 43.2
家族成長後期 168 5.4 0.6 2.4 3.6 26.8 17.3 9.5 29.2 4.2 1.2 38.8
家族成熟期 376 5.6 2.1 3.5 5.1 30.3 12.8 8.5 25.3 4.8 2.1 46.6
高齢期 503 11.9 2.2 6.6 4.2 33.8 10.7 7.2 18.9 3.4 1.2 58.7
その他 388 7.2 0.5 2.1 2.3 26.8 10.3 7.0 33.5 7.2 3.1 38.9
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■飲料水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時に利用可能な備蓄状況について、飲料水は「３日分」（26.9％）が２割台半ばを超えて最も

多く、「用意していない」（23.8％）が２割強、「２日分」（12.5％）が１割強、「７日分以上」

（10.1％）が１割を超えている。なお、備蓄量を「３日分」以上と回答した人の割合を合わせた『３

日分以上（計）』（46.5％）は４割台半ばを超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、「３日分」（3.5ポイント増）などが増加している一方、「７日分以上」（1.5

ポイント減）などが減少し、『３日分以上（計）』は0.3ポイントの減少となっている。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

『３日分以上（計）』は秩父地域（56.4%）で５割台半ばを超えて高く、北部地域（39.1％）で約

４割と低くなっている。一方で、「用意していない」は北部地域（28.9%）で３割弱と高くなってい

る。 

②性別 

『３日分以上（計）』は女性（47.6％）の方が男性（45.1％）よりも2.5ポイント高くなってい

る。 

③年代別 

『３日分以上（計）』は年代が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、70歳以上（58.8%）で６

割弱と最も高くなっている。一方で、「用意していない」は40歳代（29.3％）で約３割と最も高く

なっている。 

④性・年代別 

『３日分以上（計）』は男性では70歳以上（57.4%）で５割台半ばを超え、60歳代（52.1％）で

５割強、女性では70歳以上（60.0%）で６割、60歳代（57.5%）で５割台半ばを超えて高くなって

７日分以上

６日分

５日分

４日分

３日分

２日分

１日分

用意していない

わからない

無回答

10.1

1.7

3.8

4.0

26.9

12.5

9.1

23.8

6.6

1.6

11.6

2.3

5.0

4.5

23.4

14.0

8.8

24.5

5.5

0.5

12.8

1.7

5.7

4.0

29.3

10.3

8.3

22.8

4.8

0.3

0 5 10 15 20 25 30 35

今回調査 n=(1,995)  

平成28年調査 n=(2,175) 

平成27年調査 n=(2,157) 

(%)

３日分以上（計） 

 今回調査   46.5％ 

 平成28年調査 46.8％ 

 平成27年調査 53.5％ 
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いる。一方で、「用意していない」は男性40歳代（31.4％）で３割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

『３日分以上（計）』は自営業・家族従業（計）（55.2％）と無職（計）（54.0％）で５割台半ばと

高くなっている。一方で、「用意していない」は雇用者（計）（27.8 %）で２割台半ばを超えて最も高

くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『３日分以上（計）』は高齢期（60.1%）で６割を超えて最も高くなっている。一方で、「用意して

いない」はその他（29.1%）で約３割と最も高くなっている。 

 

○災害時に利用可能な備蓄状況（飲料水）・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

７
日
分
以
上

６
日
分

５
日
分

４
日
分

３
日
分

２
日
分

１
日
分

用
意
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

３
日
分
以
上
@

計
B

　全　体 1,995 10.1 1.7 3.8 4.0 26.9 12.5 9.1 23.8 6.6 1.6 46.5
地域別
南部地域 190 11.1 1.6 3.7 6.8 22.6 12.1 10.0 26.3 4.2 1.6 45.8
南西部地域 183 8.7 2.2 3.8 2.2 27.9 14.8 10.4 20.2 7.1 2.7 44.8
東部地域 285 10.5 1.1 2.5 3.5 29.8 16.8 7.7 19.3 8.1 0.7 47.4
さいたま地域 380 9.2 1.3 3.4 5.0 25.0 15.0 14.5 23.2 3.2 0.3 43.9
県央地域 144 12.5 2.1 2.1 1.4 29.2 13.2 8.3 21.5 8.3 1.4 47.3
川越比企地域 218 10.1 1.8 2.8 4.1 28.4 7.8 8.3 26.6 6.4 3.7 47.2
西部地域 202 12.9 2.5 6.9 4.0 25.7 10.4 5.0 25.2 6.9 0.5 52.0
利根地域 195 8.7 0.5 6.2 4.1 29.7 6.7 7.2 26.7 8.2 2.1 49.2
北部地域 166 6.6 2.4 3.0 1.8 25.3 12.0 6.6 28.9 10.2 3.0 39.1
秩父地域 32 18.8 3.1 6.3 9.4 18.8 15.6 3.1 15.6 6.3 3.1 56.4
性別  
男性 962 11.1 1.0 3.6 3.8 25.6 12.9 8.2 24.9 7.7 1.0 45.1
女性 1,033 9.2 2.2 4.0 4.1 28.1 12.2 9.9 22.7 5.5 2.1 47.6
年代別
18・19歳 28 10.7 - - 3.6 17.9 3.6 - 21.4 42.9 - 32.2
20歳代 151 8.6 1.3 2.6 3.3 13.2 9.9 12.6 26.5 20.5 1.3 29.0
【再掲】10歳代・20歳代 179 8.9 1.1 2.2 3.4 14.0 8.9 10.6 25.7 24.0 1.1 29.6
30歳代 255 9.0 - 3.9 2.4 25.9 12.9 9.0 28.6 7.5 0.8 41.2
40歳代 393 6.4 1.0 1.5 3.3 23.4 15.5 11.7 29.3 6.9 1.0 35.6
50歳代 349 9.7 1.7 2.6 2.9 29.5 12.9 8.6 27.2 4.0 0.9 46.4
60歳代 392 11.5 3.6 6.4 4.6 28.8 11.7 8.9 16.8 4.8 2.8 54.9
70歳以上 427 13.8 1.6 5.2 6.1 32.1 11.5 6.6 18.7 2.1 2.3 58.8
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 - - - 11.8 5.9 - 17.6 47.1 - 29.4
　　　20歳代 64 12.5 - 4.7 6.3 14.1 7.8 7.8 25.0 21.9 - 37.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 13.6 - 3.7 4.9 13.6 7.4 6.2 23.5 27.2 - 35.8
　　　30歳代 127 8.7 - 1.6 2.4 27.6 12.6 7.9 29.1 9.4 0.8 40.3
　　　40歳代 191 4.7 0.5 1.0 3.7 23.6 16.2 11.5 31.4 7.3 - 33.5
　　　50歳代 171 13.5 1.2 2.9 1.8 25.1 16.4 7.0 26.3 4.7 1.2 44.5
　　　60歳代 190 12.6 2.1 5.3 4.7 27.4 11.1 9.5 18.9 6.3 2.1 52.1
　　　70歳以上 202 14.4 1.5 6.4 5.4 29.7 10.9 5.9 21.3 3.0 1.5 57.4
女性／18・19歳 11 - - - 9.1 27.3 - - 27.3 36.4 - 36.4
　　　20歳代 87 5.7 2.3 1.1 1.1 12.6 11.5 16.1 27.6 19.5 2.3 22.8
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 5.1 2.0 1.0 2.0 14.3 10.2 14.3 27.6 21.4 2.0 24.4
　　　30歳代 128 9.4 - 6.3 2.3 24.2 13.3 10.2 28.1 5.5 0.8 42.2
　　　40歳代 202 7.9 1.5 2.0 3.0 23.3 14.9 11.9 27.2 6.4 2.0 37.7
　　　50歳代 178 6.2 2.2 2.2 3.9 33.7 9.6 10.1 28.1 3.4 0.6 48.2
　　　60歳代 202 10.4 5.0 7.4 4.5 30.2 12.4 8.4 14.9 3.5 3.5 57.5
　　　70歳以上 225 13.3 1.8 4.0 6.7 34.2 12.0 7.1 16.4 1.3 3.1 60.0
職業別
自営業・家族従業（計） 183 15.3 1.1 3.3 3.8 31.7 10.9 7.1 20.8 5.5 0.5 55.2
雇用者（計） 1,077 8.4 1.5 3.2 2.8 24.0 14.3 10.0 27.8 7.0 1.1 39.9
無職（計） 718 10.9 2.1 5.0 5.8 30.2 10.3 8.2 18.7 6.3 2.5 54.0
ライフステージ別
独身期 215 7.9 0.9 1.4 3.3 18.6 6.0 8.8 27.0 24.7 1.4 32.1
家族形成期 148 9.5 - 5.4 3.4 19.6 18.2 11.5 26.4 6.1 - 37.9
家族成長前期 197 8.1 1.0 3.0 1.5 28.9 15.7 14.2 22.8 4.1 0.5 42.5
家族成長後期 168 7.7 0.6 1.8 3.0 26.2 18.5 10.7 26.2 4.2 1.2 39.3
家族成熟期 376 8.2 2.7 4.3 4.5 28.2 13.8 8.0 24.2 4.3 1.9 47.9
高齢期 503 14.7 2.2 5.6 6.2 31.4 11.1 7.4 16.9 2.8 1.8 60.1
その他 388 9.5 1.8 3.1 2.8 26.3 10.3 8.2 29.1 6.2 2.6 43.5
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（４－１）３日分以上の食料品の備蓄をしていない理由 

◇「保管する場所がない」が32.1％ 

（問25（１）で「２日分」、「１日分」、「用意していない」のいずれかを答えた方に） 

問25（１）－１ あなたの家で、３日分以上の食料品の備蓄をしていない理由は何ですか。

あてはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日分以上の食料品の備蓄をしていない理由は、「保管する場所がない」（32.1%）が３割強と最も

高く、次いで、「気にしていなかった」（29.5%）、「緊急性を感じていない」（26.9%）、「費用がかか

る」（24.4%）、「面倒である」（20.2%）、「３日分以上が必要だとは知らなかった」（17.7%）、「何を

備蓄しておけばよいのか分からない」（16.5％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「保管する場所がない」は3.0ポイント増加している。一方で、「気にして

いなかった」と「緊急性を感じていない」はともに2.7ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「保管する場所がない」は県央地域（42.9%）で４割強と最も高くなっている。「気にしていなかっ

た」はさいたま地域（35.4%）と東部地域（34.6%）で３割台半ばと高くなっている。「緊急性を感

じていない」は北部地域（36.0%）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。 

②性別 

「面倒である」は男性（26.2%）の方が女性（14.7%）よりも11.5ポイント高く、「保管する場所

がない」は女性（34.9%）の方が男性（29.0%）よりも5.9ポイント高くなっている。 

③年代別 

「保管する場所がない」は30歳代（41.4%）で４割強と最も高く、「気にしていなかった」は70歳

以上（38.1%）で４割弱と最も高くなっている。「緊急性を感じていない」は60歳代（34.4%）で３

割台半ばと最も高くなっている。「費用がかかる」は10歳代・20歳代（34.5%）で３割台半ばと最も

高くなっている。 

  

保管する場所がない

気にしていなかった

緊急性を感じていない

費用がかかる

面倒である

３日分以上が必要だとは知らなかった

何を備蓄しておけばよいのか分からない

その他

無回答

32.1

29.5

26.9

24.4

20.2

17.7

16.5

5.6

3.5

29.1

32.2

29.6

25.1

20.8

20.1

15.5

6.6

1.8

0 5 10 15 20 25 30 35

今回調査 n=(939) 

(M .T.=1,624)  

平成27年調査 n=(941) 

(M .T.=1,685)  

(%)
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④性・年代別 

「保管する場所がない」は男性10歳代・20歳代（41.2%）、女性の30歳代と40歳代（ともに

42.5％）で４割強と高くなっている。「気にしていなかった」は男性10歳代・20歳代（44.1%）で

４割台半ばと最も高くなっている。「費用がかかる」は男性10歳代・20歳代（50.0%）で５割と最も

高くなっている。 

⑤職業別 

「保管する場所がない」は雇用者（計）（34.5％）、「緊急性を感じていない」は自営業・家族従業

（計）（34.7％）で３割台半ばとそれぞれ最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「保管する場所がない」は家族形成期（47.2%）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。 
 
○３日分以上の食料品の備蓄をしていない理由・地域別／性別／年代別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)

 調
査
数
 
 
ｎ

保
管
す
る
場
所

が
な
い

気
に
し
て
い
な

か
7

た

緊
急
性
を
感
じ

て
い
な
い

費
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る

面
倒
で
あ
る

３
日
分
以
上
が

必
要
だ
と
は
知

ら
な
か
7

た

何
を
備
蓄
し
て

お
け
ば
よ
い
の

か
分
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

　全　体 939 32.1 29.5 26.9 24.4 20.2 17.7 16.5 5.6 3.5
地域別
南部地域 94 29.8 25.5 30.9 18.1 22.3 14.9 22.3 4.3 4.3
南西部地域 86 37.2 24.4 20.9 29.1 15.1 23.3 18.6 7.0 4.7
東部地域 127 30.7 34.6 22.0 25.2 22.8 17.3 15.0 6.3 3.1
さいたま地域 212 33.5 35.4 30.2 23.1 20.8 17.9 12.3 4.2 1.4
県央地域 63 42.9 22.2 23.8 23.8 27.0 15.9 9.5 3.2 3.2
川越比企地域 91 25.3 29.7 26.4 24.2 20.9 20.9 18.7 7.7 2.2
西部地域 85 30.6 18.8 23.5 28.2 23.5 11.8 16.5 8.2 8.2
利根地域 84 33.3 31.0 26.2 31.0 21.4 14.3 22.6 6.0 2.4
北部地域 86 27.9 32.6 36.0 17.4 10.5 22.1 19.8 4.7 3.5
秩父地域 11 27.3 18.2 18.2 36.4 - 18.2 - 9.1 18.2
性別  
男性 455 29.0 32.5 26.6 27.0 26.2 16.7 15.4 3.1 2.4
女性 484 34.9 26.7 27.3 21.9 14.7 18.6 17.6 8.1 4.5
年代別
18・19歳 10 20.0 30.0 20.0 40.0 30.0 20.0 - - - 
20歳代 77 39.0 39.0 24.7 33.8 26.0 13.0 19.5 9.1 3.9
【再掲】10歳代・20歳代 87 36.8 37.9 24.1 34.5 26.4 13.8 17.2 8.0 3.4
30歳代 140 41.4 27.1 20.7 25.0 20.7 16.4 14.3 7.9 3.6
40歳代 220 38.6 23.2 25.9 31.8 20.9 19.5 18.2 4.1 0.5
50歳代 181 28.2 27.1 23.2 23.8 17.1 17.7 17.7 7.7 3.9
60歳代 151 28.5 29.8 34.4 15.9 13.9 19.2 18.5 4.6 6.0
70歳以上 160 20.0 38.1 32.5 16.9 25.0 16.9 12.5 3.1 5.0
性・年代別
男性／18・19歳 7 14.3 14.3 28.6 42.9 28.6 28.6 - - - 
　　　20歳代 27 48.1 51.9 33.3 51.9 40.7 7.4 18.5 3.7 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 34 41.2 44.1 32.4 50.0 38.2 11.8 14.7 2.9 - 
　　　30歳代 67 40.3 25.4 19.4 25.4 31.3 16.4 14.9 4.5 1.5
　　　40歳代 114 35.1 24.6 28.1 34.2 26.3 17.5 14.0 0.9 0.9
　　　50歳代 89 28.1 30.3 19.1 27.0 21.3 19.1 16.9 7.9 2.2
　　　60歳代 77 20.8 41.6 32.5 18.2 18.2 13.0 15.6 1.3 7.8
　　　70歳以上 74 13.5 39.2 31.1 16.2 29.7 18.9 16.2 1.4 1.4
女性／18・19歳 3 33.3 66.7 - 33.3 33.3 - - - - 
　　　20歳代 50 34.0 32.0 20.0 24.0 18.0 16.0 20.0 12.0 6.0
　　　【再掲】10歳代・20歳代 53 34.0 34.0 18.9 24.5 18.9 15.1 18.9 11.3 5.7
　　　30歳代 73 42.5 28.8 21.9 24.7 11.0 16.4 13.7 11.0 5.5
　　　40歳代 106 42.5 21.7 23.6 29.2 15.1 21.7 22.6 7.5 - 
　　　50歳代 92 28.3 23.9 27.2 20.7 13.0 16.3 18.5 7.6 5.4
　　　60歳代 74 36.5 17.6 36.5 13.5 9.5 25.7 21.6 8.1 4.1
　　　70歳以上 86 25.6 37.2 33.7 17.4 20.9 15.1 9.3 4.7 8.1
職業別
自営業・家族従業（計） 75 20.0 24.0 34.7 14.7 16.0 26.7 17.3 8.0 4.0
雇用者（計） 583 34.5 30.0 25.9 25.6 20.6 17.7 18.0 6.0 3.1
無職（計） 274 29.9 29.6 27.4 24.8 20.8 15.7 12.8 4.4 4.0
ライフステージ別
独身期 99 34.3 37.4 28.3 26.3 31.3 14.1 17.2 7.1 4.0
家族形成期 89 47.2 30.3 15.7 28.1 21.3 16.9 15.7 7.9 2.2
家族成長前期 100 42.0 18.0 23.0 32.0 14.0 19.0 17.0 5.0 2.0
家族成長後期 94 34.0 17.0 25.5 27.7 17.0 23.4 8.5 8.5 2.1
家族成熟期 175 33.1 24.6 23.4 24.6 13.1 21.7 14.9 6.3 5.7
高齢期 185 22.7 37.3 36.8 14.6 23.8 17.3 15.1 3.2 2.7
その他 197 25.9 34.0 27.9 25.4 21.8 13.2 22.8 4.6 4.1
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（４－２）３日分以上の飲料水の備蓄をしていない理由 

◇「保管する場所がない」が34.5％ 

（問25（２）で「２日分」、「１日分」、「用意していない」のいずれかを答えた方に） 

問25（２）－１ あなたの家で、３日分以上の飲料水（１日あたり１人３リットル）の備蓄

をしていない理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３日分以上の飲料水の備蓄をしていない理由は、「保管する場所がない」（34.5%）が３割台半ばと

最も高く、次いで、「気にしていなかった」（27.7%）、「緊急性を感じていない」（25.3%）、「１日あ

たり１人３リットルが必要と思わなかった」（23.3%）、「費用がかかる」（21.0%）、「３日分以上が必

要だとは知らなかった」（19.3%）、「面倒である」（18.1%）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「保管する場所がない」は4.0ポイント増加している。一方で、「気にして

いなかった」は7.0ポイント、「緊急性を感じていない」は3.5ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「保管する場所がない」は南西部地域（39.8%）で約４割と最も高くなっている。「気にしていな

かった」は北部地域（35.4%）とさいたま地域（34.5%）で３割台半ばと高くなっている。「緊急性

を感じていない」は北部地域（40.5%）で４割を超えて高くなっている。 

②性別 

「面倒である」は男性（25.5%）の方が女性（11.0%）よりも14.5ポイント高く、「保管する場所

がない」は女性（39.7%）の方が男性（29.1%）よりも10.6ポイント高くなっている。 

③年代別 

「保管する場所がない」は30歳代（45.7%）で４割台半ばと最も高くなっている。「気にしていな

かった」（34.4％）と「緊急性を感じていない」（35.0％）は70歳以上で３割台半ばと高くなってい

る。 

④性・年代別 

「保管する場所がない」は女性30歳代（53.0%）で５割強と最も高くなっている。「気にしていな

保管する場所がない

気にしていなかった

緊急性を感じていない

１日あたり１人３リットルが必要と思わなかった

費用がかかる

３日分以上が必要だとは知らなかった

面倒である

その他

無回答

34.5

27.7

25.3

23.3

21.0

19.3

18.1

4.3

2.5

30.5

34.7

28.8

24.5

20.4

20.3

19.9

5.2

1.7

0 10 20 30 40

今回調査 n=(906) 

(M .T.=1,572)  

平成27年調査 n=(893) 

(M .T.=1,645)  

(%)
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かった」は男性10歳代・20歳代（43.3%）で４割強と最も高く、「緊急性を感じていない」は男性

70歳以上（39.0%）で約４割と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「保管する場所がない」は雇用者（計）（35.5％）と無職（計）（34.8％）で３割台半ばと高く、

「緊急性を感じていない」は自営業・家族従業（計）（33.8%）で３割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「保管する場所がない」は家族形成期（49.4%）で約５割と最も高くなっている。「気にしていな

かった」は独身期（40.0%）で４割と最も高くなっている。 

 

○３日分以上の飲料水の備蓄をしていない理由・地域別／性別／年代別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
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無
回
答

　全　体 906 34.5 27.7 25.3 23.3 21.0 19.3 18.1 4.3 2.5
地域別
南部地域 92 32.6 23.9 26.1 28.3 17.4 21.7 16.3 4.3 1.1
南西部地域 83 39.8 18.1 19.3 21.7 25.3 25.3 12.0 4.8 6.0
東部地域 125 34.4 27.2 16.8 25.6 20.8 21.6 20.0 4.0 0.8
さいたま地域 200 38.5 34.5 29.0 20.0 19.5 22.0 18.5 3.0 2.0
県央地域 62 37.1 19.4 22.6 22.6 24.2 12.9 25.8 3.2 - 
川越比企地域 93 24.7 28.0 28.0 22.6 20.4 19.4 22.6 4.3 1.1
西部地域 82 37.8 22.0 24.4 19.5 24.4 9.8 25.6 3.7 3.7
利根地域 79 32.9 26.6 20.3 30.4 26.6 15.2 15.2 7.6 6.3
北部地域 79 30.4 35.4 40.5 22.8 11.4 19.0 8.9 5.1 3.8
秩父地域 11 27.3 54.5 18.2 18.2 36.4 18.2 - 9.1 - 
性別  
男性 443 29.1 29.8 28.0 21.9 24.8 19.4 25.5 3.2 2.0
女性 463 39.7 25.7 22.7 24.6 17.3 19.2 11.0 5.4 3.0
年代別
18・19歳 7 28.6 28.6 28.6 14.3 57.1 14.3 57.1 - - 
20歳代 74 43.2 33.8 23.0 23.0 25.7 12.2 24.3 5.4 1.4
【再掲】10歳代・20歳代 81 42.0 33.3 23.5 22.2 28.4 12.3 27.2 4.9 1.2
30歳代 129 45.7 26.4 21.7 24.8 22.5 18.6 17.8 5.4 2.3
40歳代 222 38.3 23.0 19.4 26.1 26.1 20.7 19.4 5.0 2.3
50歳代 170 31.8 24.7 22.4 21.2 20.0 18.8 14.7 5.3 2.4
60歳代 147 30.6 29.3 31.3 21.1 13.6 23.8 12.9 3.4 3.4
70歳以上 157 22.9 34.4 35.0 22.9 16.6 17.8 20.4 1.9 3.2
性・年代別
男性／18・19歳 4 25.0 25.0 25.0 25.0 75.0 25.0 75.0 - - 
　　　20歳代 26 53.8 46.2 34.6 19.2 42.3 3.8 38.5 3.8 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 30 50.0 43.3 33.3 20.0 46.7 6.7 43.3 3.3 - 
　　　30歳代 63 38.1 23.8 23.8 27.0 20.6 15.9 25.4 4.8 3.2
　　　40歳代 113 27.4 27.4 26.5 23.9 28.3 20.4 26.5 1.8 2.7
　　　50歳代 85 29.4 24.7 17.6 20.0 28.2 23.5 23.5 7.1 1.2
　　　60歳代 75 22.7 36.0 32.0 13.3 16.0 24.0 17.3 2.7 2.7
　　　70歳以上 77 22.1 32.5 39.0 26.0 19.5 16.9 27.3 - 1.3
女性／18・19歳 3 33.3 33.3 33.3 - 33.3 - 33.3 - - 
　　　20歳代 48 37.5 27.1 16.7 25.0 16.7 16.7 16.7 6.3 2.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 51 37.3 27.5 17.6 23.5 17.6 15.7 17.6 5.9 2.0
　　　30歳代 66 53.0 28.8 19.7 22.7 24.2 21.2 10.6 6.1 1.5
　　　40歳代 109 49.5 18.3 11.9 28.4 23.9 21.1 11.9 8.3 1.8
　　　50歳代 85 34.1 24.7 27.1 22.4 11.8 14.1 5.9 3.5 3.5
　　　60歳代 72 38.9 22.2 30.6 29.2 11.1 23.6 8.3 4.2 4.2
　　　70歳以上 80 23.8 36.3 31.3 20.0 13.8 18.8 13.8 3.8 5.0
職業別
自営業・家族従業（計） 71 23.9 28.2 33.8 21.1 9.9 29.6 11.3 5.6 2.8
雇用者（計） 561 35.5 28.7 23.5 25.1 22.3 20.5 19.1 4.5 1.8
無職（計） 267 34.8 25.1 27.3 20.6 21.3 14.6 17.6 3.7 3.4
ライフステージ別
独身期 90 38.9 40.0 30.0 21.1 22.2 11.1 31.1 4.4 1.1
家族形成期 83 49.4 25.3 14.5 26.5 25.3 20.5 14.5 3.6 2.4
家族成長前期 104 41.3 18.3 21.2 26.0 26.0 23.1 13.5 6.7 3.8
家族成長後期 93 41.9 16.1 19.4 21.5 24.7 21.5 18.3 6.5 1.1
家族成熟期 173 34.7 26.0 27.7 21.4 20.8 19.7 10.4 5.8 1.7
高齢期 178 23.6 35.4 35.4 23.0 11.2 18.0 18.5 1.7 3.9
その他 185 28.6 28.1 21.1 24.3 23.2 20.5 22.7 3.2 2.7
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（５）災害用伝言サービスの体験利用経験 

◇「ない」が89.8％ 

「災害用伝言サービス」は、大規模な災害が発生した場合、被災地への電話がつながりにく

くなることから、家族や知人との間での安否確認などを行うために通信事業者が提供していま

す。ＮＴＴ東日本が提供する「災害用伝言ダイヤル１７１」「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」

や、携帯電話各社が提供する「災害用伝言板」「災害用音声お届けサービス」があります。 

問26 あなたは「災害用伝言サービス」を体験利用（※）したことがありますか。 

※体験利用日：毎月１日・15日、防災週間（8/30～9/5）、正月三が日（1/1～

3）、防災とボランティア週間（1/15～21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害用伝言サービスの体験利用経験は「ある」（9.5%）が約１割と低く、「ない」（89.8%）が約９

割と高くなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「ある」が2.9ポイント減少し、「ない」が2.5ポイント増加した。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「ある」は男性（10.8％）の方が女性（8.2％）よりも2.6ポイント高くなっている。 

②年代別 

「ある」は40歳代（11.5％）と50歳代（12.0％）で１割強と高く、それ以外の年代ではいずれも

１割未満となっている。「ない」は70歳以上（92.3%）で９割強と最も高く、いずれの年代でも８割

以上となっている。 

 

今回調査 (1,995)

平成27年調査 (2,157) 12.4 87.3 0.2

(%)ｎ

9.5 89.8 0.8

(%)

あ

る

な

い

無

回

答
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○災害用伝言サービスの体験利用経験・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

「ある」は県央地域（16.7%）で１割台半ばを超えて最も高く、南西部地域（10.9％）と川越比企

地域（10.1%）で１割を超えているものの、それ以外の地域ではいずれも１割未満となっている。 

④性・年代別 

「ある」は男性では50歳代以降、女性では40歳代から50歳代で１割強と高いが、男性の30歳代

以前、女性の10歳代・20歳代と60歳代以降はいずれも１割未満となっている。 

⑤職業別 

「ある」は雇用者（計）（10.3%）で１割を超え、「ない」は自営業・家族従業（計）（91.3%）で

９割強とそれぞれ高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「ある」は家族成長前期（18.3%）で２割弱と最も高くなっている。 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)
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女性 (1,033)

【年代別】
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○災害用伝言サービスの体験利用経験・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

あ
る

な
い

無
回
答

　全　体 1,995 9.5 89.8 0.8
地域別
南部地域 190 9.5 90.0 0.5
南西部地域 183 10.9 87.4 1.6
東部地域 285 8.8 91.2 - 
さいたま地域 380 9.7 90.0 0.3
県央地域 144 16.7 83.3 - 
川越比企地域 218 10.1 87.6 2.3
西部地域 202 7.4 91.6 1.0
利根地域 195 6.7 92.8 0.5
北部地域 166 7.8 91.6 0.6
秩父地域 32 6.3 90.6 3.1
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 94.1 - 
　　　20歳代 64 10.9 89.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 9.9 90.1 - 
　　　30歳代 127 7.9 92.1 - 
　　　40歳代 191 10.5 89.5 - 
　　　50歳代 171 12.9 86.0 1.2
　　　60歳代 190 11.1 87.9 1.1
　　　70歳以上 202 11.4 88.1 0.5
女性／18・19歳 11 9.1 90.9 - 
　　　20歳代 87 9.2 89.7 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 9.2 89.8 1.0
　　　30歳代 128 10.2 89.1 0.8
　　　40歳代 202 12.4 86.1 1.5
　　　50歳代 178 11.2 88.8 - 
　　　60歳代 202 5.4 93.1 1.5
　　　70歳以上 225 3.1 96.0 0.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 8.7 91.3 - 
雇用者（計） 1,077 10.3 88.9 0.8
無職（計） 718 8.4 90.9 0.7
ライフステージ別
独身期 215 6.0 93.0 0.9
家族形成期 148 10.8 89.2 - 
家族成長前期 197 18.3 81.7 - 
家族成長後期 168 13.1 86.9 - 
家族成熟期 376 10.9 87.8 1.3
高齢期 503 6.0 93.6 0.4
その他 388 8.0 90.5 1.5
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（５－１）災害用伝言サービスを体験利用したことがない理由 

◇「平常時に体験利用できることを知らなかった」が46.5％ 

（問26「ない」と答えた方に） 

問26－１ あなたが「災害用伝言サービス」を体験利用したことがない理由は何ですか。あ

てはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害用伝言サービスを体験利用したことがない理由は、「平常時に体験利用できることを知らなかっ

た」（46.5％）が４割台半ばを超えて最も高く、次いで「体験利用する方法がよくわからなかった」

（30.9％）、「「災害用伝言サービス」を知らなかった」（27.4％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「平常時に体験利用できることを知らなかった」は4.2ポイント増加してい

る。一方で、「「災害用伝言サービス」を知らなかった」は2.4ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は、県央地域（51.7％）、西部地域と利根地域

（ともに51.4％）で５割強といずれも高くなっている。「体験利用する方法がよくわからなかった」

は秩父地域（41.4％）で４割強と最も高くなっている。「「災害用伝言サービス」を知らなかった」は

さいたま地域（40.4％）で４割を超えて最も高くなっている。 

②性別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は女性（50.2%）の方が男性（42.4%）よりも

7.8ポイント高くなっている。「体験利用するのが面倒であった」は男性（14.9%）の方が女性

（8.8%）よりも6.1ポイント高くなっている。 

③年代別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は50歳代（57.0％）で５割台半ばを超えて最も

高く、「「災害用伝言サービス」を知らなかった」は70歳以上（38.6％）で４割弱と最も高くなって

いる。 

④性・年代別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は男女ともに50歳代（男性54.4％、女性

59.5％）で高くなっている。「体験利用する方法がよくわからなかった」は女性60歳代（39.9％）で

平常時に体験利用できることを知らなかった

体験利用する方法がよくわからなかった

「災害用伝言サービス」を知らなかった

体験利用するのが面倒であった

体験利用日が限られているため、
利用できなかった

その他

無回答
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42.3

30.8

29.8

12.8

7.6

5.1

0.4

0 10 20 30 40 50

今回調査 n=(1,791) 

(M .T.=2,249)  

平成27年調査 n=(1,884) 

(M .T.=2,420)  

(%)
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約４割と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は雇用者（計）（49.5％）で約５割と最も高く

なっている。 

⑥ライフステージ別 

「平常時に体験利用できることを知らなかった」は家族成長前期（52.8％）で５割強と最も高く、

「体験利用する方法がよくわからなかった」は高齢期（36.3％）で３割台半ばを超えて最も高くなっ

ている。 

 

○災害用伝言サービスを体験利用したことがない理由・地域別／性別／年代別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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無
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　全　体 1,791 46.5 30.9 27.4 11.7 5.9 3.2 1.5
地域別
南部地域 171 45.6 37.4 26.9 8.8 2.3 4.7 2.9
南西部地域 160 46.9 33.1 24.4 12.5 5.6 2.5 3.8
東部地域 260 43.1 28.8 21.5 18.8 7.3 3.5 1.2
さいたま地域 342 44.4 26.6 40.4 6.7 7.3 1.8 1.2
県央地域 120 51.7 30.8 20.8 9.2 5.0 1.7 1.7
川越比企地域 191 41.4 37.2 25.7 12.0 7.3 7.3 0.5
西部地域 185 51.4 22.7 24.9 15.1 4.3 1.1 1.6
利根地域 181 51.4 32.6 25.4 9.9 5.0 4.4 0.6
北部地域 152 48.0 32.2 27.6 12.5 6.6 2.6 1.3
秩父地域 29 48.3 41.4 10.3 13.8 3.4 3.4 - 
性別  
男性 853 42.4 31.1 28.8 14.9 5.6 3.0 1.6
女性 938 50.2 30.7 26.0 8.8 6.1 3.4 1.4
年代別
18・19歳 26 38.5 23.1 34.6 19.2 3.8 3.8 - 
20歳代 135 45.9 29.6 31.1 14.1 7.4 1.5 1.5
【再掲】10歳代・20歳代 161 44.7 28.6 31.7 14.9 6.8 1.9 1.2
30歳代 231 54.1 22.1 23.4 13.9 4.3 2.2 0.9
40歳代 345 46.7 27.5 24.1 16.2 5.8 3.2 0.6
50歳代 305 57.0 27.2 19.0 11.5 6.2 3.6 1.0
60歳代 355 44.8 37.7 25.9 9.0 8.5 3.9 2.0
70歳以上 394 36.0 36.5 38.6 7.9 3.8 3.6 2.8
性・年代別
男性／18・19歳 16 37.5 25.0 31.3 25.0 - - - 
　　　20歳代 57 45.6 24.6 35.1 15.8 7.0 - 1.8
　　　【再掲】10歳代・20歳代 73 43.8 24.7 34.2 17.8 5.5 - 1.4
　　　30歳代 117 51.3 21.4 23.1 15.4 5.1 3.4 0.9
　　　40歳代 171 40.4 32.7 29.8 21.1 7.6 2.9 0.6
　　　50歳代 147 54.4 27.2 20.4 15.0 4.8 3.4 0.7
　　　60歳代 167 39.5 35.3 26.9 12.6 6.6 3.6 2.4
　　　70歳以上 178 30.9 37.6 38.2 9.6 3.9 3.4 3.4
女性／18・19歳 10 40.0 20.0 40.0 10.0 10.0 10.0 - 
　　　20歳代 78 46.2 33.3 28.2 12.8 7.7 2.6 1.3
　　　【再掲】10歳代・20歳代 88 45.5 31.8 29.5 12.5 8.0 3.4 1.1
　　　30歳代 114 57.0 22.8 23.7 12.3 3.5 0.9 0.9
　　　40歳代 174 52.9 22.4 18.4 11.5 4.0 3.4 0.6
　　　50歳代 158 59.5 27.2 17.7 8.2 7.6 3.8 1.3
　　　60歳代 188 49.5 39.9 25.0 5.9 10.1 4.3 1.6
　　　70歳以上 216 40.3 35.6 38.9 6.5 3.7 3.7 2.3
職業別
自営業・家族従業（計） 167 40.7 30.5 29.9 16.8 4.8 4.2 1.2
雇用者（計） 957 49.5 30.3 24.3 12.6 6.1 3.0 0.9
無職（計） 653 44.0 31.7 30.9 9.0 5.7 3.2 2.5
ライフステージ別
独身期 200 47.5 25.0 27.0 16.0 7.0 3.0 1.0
家族形成期 132 50.8 25.0 28.8 14.4 2.3 0.8 0.8
家族成長前期 161 52.8 21.1 23.0 13.0 6.8 - 1.9
家族成長後期 146 48.6 29.5 20.5 14.4 5.5 2.7 0.7
家族成熟期 330 49.1 33.0 23.9 10.6 5.8 3.6 1.2
高齢期 471 40.3 36.3 34.4 6.2 5.3 4.2 2.3
その他 351 46.4 32.2 25.6 15.1 7.1 4.3 1.4
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（６）災害時の家族や友人の安否確認手段 

◇「携帯電話（通話）」が67.4％ 

問27 あなたは、災害時に家族や知人の安否を確認する手段として、どのような手段を考え

ていますか。あてはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時の家族や友人の安否確認手段は、「携帯電話（通話）」（67.4%）が６割台半ばを超えて最も高

く、次いで、「スマートフォン、携帯電話・パソコン・タブレットのメール」（43.4%）、「固定電話

（通話）」（33.5%）、「携帯電話各社が提供する「災害用伝言板」（スマートフォン、携帯電話等から登

録・確認）」（27.4%）、「ソーシャルネットワーキングサービス（FacebookやTwitter、LINEなど）」

（24.4％）などとなっている。 

 

  

無回答

n=(1,995) (M .T.=5,060)  

携帯電話（通話）

スマートフォン、携帯電話・パソコン・タブレットのメール

固定電話（通話）

携帯電話各社が提供する「災害用伝言板」
（スマートフォン、携帯電話等から登録・確認）

ソーシャルネットワーキングサービス
（ＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒ、ＬＩＮＥなど）

「災害用伝言ダイヤル１７１」（ＮＴＴ東日本提供／
固定電話番号単位で録音・再生）

携帯電話各社が提供する「災害用音声お届けサービス」
（スマートフォン、携帯電話等から登録・確認）

「災害用伝言板ｗｅｂ１７１」（ＮＴＴ東日本提供／
スマートフォン、携帯電話、パソコン等から登録・確認）

遠方の親戚・知人などに連絡を取り次ぐ
（伝言をあずける）

その他

67.4

43.4

33.5

27.4

24.4

18.9

12.8

12.6

12.1

1.2

2.1

0 20 40 60 80 (%)



 

 

- 222 - 

【属性別比較】 

①地域別 

「携帯電話（通話）」はさいたま地域（72.6%）で７割強と最も高く、秩父地域（59.4%）以外の

いずれの地域でも６割以上となっている。「スマートフォン、携帯電話・パソコン・タブレットのメー

ル」は南西部地域（47.5%）と利根地域（47.2％）で４割台半ばを超えて高くなっている。 

②性別 

「固定電話（通話）」は女性（36.4%）の方が男性（30.5%）よりも5.9ポイント高くなってい

る。 

③年代別 

「携帯電話（通話）」は70歳以上（72.1%）で７割強と最も高くなっている。「スマートフォン、携

帯電話・パソコン・タブレットのメール」は10歳代・20歳代（57.0%）で５割台半ばを超えて最も

高くなっている。「固定電話（通話）」は年代が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、70歳以上

（53.6%）で５割強と最も高くなっている。「ソーシャルネットワーキングサービス（Facebookや

Twitter、LINEなど）」は10歳代・20歳代（46.9%）で４割台半ばを超えて最も高く、年代が上がる

ほど割合が低くなる傾向がみられる。 

④性・年代別 

「携帯電話（通話）」は男性30歳代（71.7％）と男女ともに70歳以上（男性72.8％、女性

71.6％）で７割強と高くなっている。「固定電話（通話）」は男女とも70歳以上（男性54.0％、女性

53.3％）、「ソーシャルネットワーキングサービス（FacebookやTwitter、LINEなど）」は10歳代・

20歳代（男女ともに46.9％）で最も高くなっている。 

⑤職業別 

「携帯電話（通話）」は自営業・家族従業（計）（70.5%）で７割を超えて最も高くなっている。「ス

マートフォン、携帯電話・パソコン・タブレットのメール」は雇用者（計）（49.1％）で約５割と最

も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「携帯電話（通話）」は高齢期（72.8%）で７割強と最も高くなっている。「スマートフォン、携帯

電話・パソコン・タブレットのメール」は独身期（58.6%）で６割弱と最も高くなっている。 
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○災害時の家族や友人の安否確認手段・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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無
回
答

　全　体 1,995 67.4 43.4 33.5 27.4 24.4 18.9 12.8 12.6 12.1 1.2 2.1
地域別
南部地域 190 65.8 43.2 32.1 31.1 21.6 22.6 12.1 13.7 14.2 1.1 2.6
南西部地域 183 62.8 47.5 29.5 26.2 25.1 16.9 13.7 9.8 12.0 0.5 3.3
東部地域 285 64.2 41.8 31.2 26.3 21.1 23.2 11.6 12.3 12.3 0.7 2.1
さいたま地域 380 72.6 45.5 32.1 25.5 29.2 16.3 11.8 12.4 10.5 2.4 0.8
県央地域 144 68.1 43.1 39.6 31.9 30.6 19.4 14.6 20.8 12.5 0.7 1.4
川越比企地域 218 63.3 43.6 33.0 32.1 23.4 23.4 18.3 16.5 8.7 1.4 3.2
西部地域 202 70.3 41.6 31.7 23.8 25.2 14.4 14.9 10.9 20.8 0.5 1.5
利根地域 195 70.8 47.2 38.5 29.7 22.1 20.0 11.3 7.7 8.7 0.5 1.5
北部地域 166 66.3 36.7 41.0 23.5 19.3 16.9 8.4 13.3 12.7 1.8 2.4
秩父地域 32 59.4 34.4 21.9 21.9 21.9 - 6.3 - 3.1 - 6.3
性別  
男性 962 68.9 44.8 30.5 29.2 23.1 18.7 13.0 13.3 10.4 1.5 2.1
女性 1,033 65.9 42.1 36.4 25.8 25.6 19.1 12.6 11.9 13.7 0.9 2.0
年代別
18・19歳 28 50.0 67.9 7.1 14.3 32.1 14.3 7.1 17.9 3.6 - - 
20歳代 151 66.9 55.0 22.5 23.8 49.7 19.9 13.2 15.2 9.9 2.0 1.3
【再掲】10歳代・20歳代 179 64.2 57.0 20.1 22.3 46.9 19.0 12.3 15.6 8.9 1.7 1.1
30歳代 255 68.2 49.0 15.3 31.8 44.7 17.3 16.1 15.3 9.4 1.2 2.4
40歳代 393 63.6 51.9 28.2 34.6 34.4 22.1 14.2 17.0 14.0 1.3 1.3
50歳代 349 64.2 47.9 30.1 32.4 26.1 24.1 13.2 14.9 9.7 0.6 2.0
60歳代 392 69.6 40.6 38.0 27.3 11.0 20.2 13.3 12.0 12.8 1.5 3.1
70歳以上 427 72.1 25.5 53.6 16.4 4.4 11.5 8.9 4.2 14.8 0.9 2.1
性・年代別
男性／18・19歳 17 41.2 70.6 - 11.8 23.5 17.6 11.8 5.9 - - - 
　　　20歳代 64 68.8 56.3 21.9 28.1 53.1 15.6 18.8 10.9 12.5 3.1 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 63.0 59.3 17.3 24.7 46.9 16.0 17.3 9.9 9.9 2.5 1.2
　　　30歳代 127 71.7 55.1 11.8 32.3 44.9 15.0 14.2 15.7 6.3 1.6 3.1
　　　40歳代 191 66.0 50.3 25.1 30.4 31.4 21.5 13.6 16.8 11.0 1.0 1.0
　　　50歳代 171 67.3 48.5 26.3 33.3 23.4 23.4 13.5 15.8 8.8 1.2 1.8
　　　60歳代 190 70.0 40.0 32.6 32.1 10.0 19.5 14.2 15.3 11.6 1.6 2.6
　　　70歳以上 202 72.8 28.7 54.0 21.8 4.0 14.9 8.4 5.9 12.9 1.5 2.5
女性／18・19歳 11 63.6 63.6 18.2 18.2 45.5 9.1 - 36.4 9.1 - - 
　　　20歳代 87 65.5 54.0 23.0 20.7 47.1 23.0 9.2 18.4 8.0 1.1 1.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 65.3 55.1 22.4 20.4 46.9 21.4 8.2 20.4 8.2 1.0 1.0
　　　30歳代 128 64.8 43.0 18.8 31.3 44.5 19.5 18.0 14.8 12.5 0.8 1.6
　　　40歳代 202 61.4 53.5 31.2 38.6 37.1 22.8 14.9 17.3 16.8 1.5 1.5
　　　50歳代 178 61.2 47.2 33.7 31.5 28.7 24.7 12.9 14.0 10.7 - 2.2
　　　60歳代 202 69.3 41.1 43.1 22.8 11.9 20.8 12.4 8.9 13.9 1.5 3.5
　　　70歳以上 225 71.6 22.7 53.3 11.6 4.9 8.4 9.3 2.7 16.4 0.4 1.8
職業別
自営業・家族従業（計） 183 70.5 41.5 27.9 25.7 22.4 18.0 12.0 13.7 13.7 2.7 2.7
雇用者（計） 1,077 67.1 49.1 28.4 31.8 30.6 20.8 14.9 14.4 11.0 1.1 1.7
無職（計） 718 67.0 35.8 43.0 21.3 15.2 16.6 10.2 9.7 13.5 0.8 2.2
ライフステージ別
独身期 215 64.7 58.6 25.1 22.8 44.2 14.9 13.0 14.4 8.8 1.4 2.8
家族形成期 148 68.2 47.3 10.1 27.7 51.4 20.9 14.9 14.9 10.1 2.0 1.4
家族成長前期 197 67.5 46.7 17.3 38.6 36.0 23.9 15.7 19.3 13.2 1.0 - 
家族成長後期 168 61.9 50.6 26.8 39.3 35.1 22.6 14.3 14.3 8.9 - 0.6
家族成熟期 376 67.0 46.8 33.2 30.1 18.9 20.5 13.3 12.5 9.8 1.1 2.4
高齢期 503 72.8 32.0 52.1 19.9 7.8 14.9 10.3 7.4 14.5 1.0 1.8
その他 388 64.2 40.2 34.5 26.3 19.3 19.8 12.4 13.4 14.7 1.5 3.6



 

 

- 224 - 

（７）大地震に備えた自助の取組を進めるために必要な支援 

◇「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」が35.3％ 

問28 あなたは、今後どのような支援があれば、大地震に備えた自助（自分の命は自分で守

る）の取組を進めやすいと思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大地震に備えた自助の取組を進めるために必要な支援は、「地震防災に関する分かりやすい啓発物

（リーフレット）の提供」（35.3%）が３割台半ばと最も高く、次いで、「県や市町村のホームページ

や広報紙における、自助の取組の必要性や具体的な取組方法に関する情報提供」（32.3%）、「学校や地

域などにおける防災教育の充実」（31.8%）、「地域（町会単位など）における防災活動を促進する取組

の充実」（22.1%）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成27年調査と比べて、「県や市町村のホームページや広報紙における、自助の取組の必要性や具

体的な取組方法に関する情報提供」は6.9ポイント減少、「県や市町村の職員、専門家など地震防災に

関する専門的知識を有する者から直接話しを聞くことのできる場の提供」と「地震防災に関する分か

りやすい啓発物（リーフレット）の提供」はともに5.3ポイント減少しているなど、いずれの項目も減

少している。 

 

 

  

地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の
提供

県や市町村のホームページや広報紙における、自助の
取組の必要性や具体的な取組方法に関する情報提供

学校や地域などにおける防災教育の充実

地域（町会単位など）における防災活動を促進する
取組の充実

身近なところでの啓発イベントの実施

ソーシャルネットワーキング（ＦａｃｅｂｏｏｋやＴｗｉｔｔｅｒ、
ＬＩＮＥなど）を活用した情報提供

商業施設等における防災関連商品を購入できる
コーナーの設置

県や市町村の職員、専門家など地震防災に関する専門的
知識を有する者から直接話しを聞くことのできる場の提供

その他

無回答

35.3

32.3

31.8
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【属性別比較】 

①地域別 

「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」は県央地域（41.7%）で４割強

と最も高く、「県や市町村のホームページや広報紙における、自助の取組の必要性や具体的な取組方法

に関する情報提供」は東部地域（37.5%）と川越比企地域（37.2％）で３割台半ばを超えて高くなっ

ている。「学校や地域などにおける防災教育の充実」は利根地域（42.6%）で４割強と最も高くなって

いる。 

②性別 

「商業施設等における防災関連商品を購入できるコーナーの設置」は女性（16.6%）の方が男性

（13.9%）よりも2.7ポイント高くなっている。 

③年代別 

「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」は40歳代（40.2%）、50歳代

（44.7%）で高く、「県や市町村のホームページや広報紙における、自助の取組の必要性や具体的な取

組方法に関する情報提供」は60歳代（40.6%）で４割を超えて最も高くなっている。「学校や地域な

どにおける防災教育の充実」は30歳代（42.7%）で４割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」は50歳代（男性44.4%、女性

44.9％）、「県や市町村のホームページや広報紙における、自助の取組の必要性や具体的な取組方法に

関する情報提供」は60歳代（男性39.5％、女性41.6％）、「学校や地域などにおける防災教育の充

実」は30歳代（男性42.5％、女性43.0％）、「地域（町会単位など）における防災活動を促進する取

組の充実」は70歳以上（男性36.1％、女性32.4％）でいずれも男女ともに最も高くなっている。 

⑤職業別 

「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」は雇用者（計）（39.0%）で約４

割と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「地震防災に関する分かりやすい啓発物（リーフレット）の提供」は家族成熟期（42.6%）で４割

強と最も高くなっている。「学校や地域などにおける防災教育の充実」は家族成長前期（55.8%）で５

割台半ばと最も高くなっている。 
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○大地震に備えた自助の取組を進めるために必要な支援・地域別／性別／年代別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 35.3 32.3 31.8 22.1 21.4 20.8 15.3 14.7 1.5 6.1
地域別
南部地域 190 39.5 28.9 33.2 24.7 21.1 18.4 13.2 11.6 0.5 8.9
南西部地域 183 36.1 26.8 25.1 23.0 20.8 22.4 11.5 9.8 2.7 8.2
東部地域 285 33.7 37.5 28.1 15.1 21.4 19.3 9.8 18.2 0.4 2.5
さいたま地域 380 38.9 33.2 24.2 15.8 19.5 23.2 16.1 12.1 1.8 10.3
県央地域 144 41.7 31.3 37.5 25.0 24.3 21.5 21.5 14.6 2.1 2.8
川越比企地域 218 37.6 37.2 28.4 22.9 21.1 21.1 22.9 16.5 2.3 5.5
西部地域 202 27.7 29.2 40.1 32.7 22.3 23.3 15.3 12.9 1.0 4.5
利根地域 195 31.3 31.3 42.6 29.2 19.0 19.0 14.4 20.5 1.5 4.1
北部地域 166 33.1 33.1 37.3 19.9 27.7 18.1 16.3 15.7 1.2 5.4
秩父地域 32 18.8 21.9 37.5 18.8 15.6 15.6 9.4 21.9 - 3.1
性別  
男性 962 34.8 31.5 31.5 22.3 22.6 21.6 13.9 15.8 1.8 5.5
女性 1,033 35.8 33.1 32.1 21.8 20.3 20.0 16.6 13.7 1.2 6.6
年代別
18・19歳 28 32.1 17.9 25.0 7.1 3.6 57.1 25.0 - - - 
20歳代 151 27.8 22.5 37.1 12.6 16.6 48.3 20.5 6.6 3.3 2.6
【再掲】10歳代・20歳代 179 28.5 21.8 35.2 11.7 14.5 49.7 21.2 5.6 2.8 2.2
30歳代 255 32.9 25.9 42.7 10.6 18.8 33.7 18.8 6.3 1.6 5.5
40歳代 393 40.2 31.6 39.2 17.6 20.9 29.0 17.8 12.0 2.3 3.3
50歳代 349 44.7 33.2 27.5 21.8 22.3 21.2 15.8 11.2 1.7 4.6
60歳代 392 37.5 40.6 27.6 25.8 22.4 8.7 13.5 19.1 0.8 8.2
70歳以上 427 25.5 33.0 24.6 34.2 24.6 4.2 9.6 25.1 0.5 9.8
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 23.5 11.8 5.9 5.9 58.8 11.8 - - - 
　　　20歳代 64 20.3 28.1 35.9 17.2 17.2 48.4 21.9 9.4 4.7 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 19.8 27.2 30.9 14.8 14.8 50.6 19.8 7.4 3.7 2.5
　　　30歳代 127 29.1 21.3 42.5 8.7 18.1 37.8 18.1 5.5 1.6 4.7
　　　40歳代 191 36.6 25.1 39.8 19.4 24.6 30.4 17.3 16.2 3.1 3.7
　　　50歳代 171 44.4 33.3 27.5 19.9 25.1 20.5 12.9 11.1 1.2 2.9
　　　60歳代 190 38.9 39.5 27.4 25.3 24.2 8.9 12.1 18.4 1.1 8.4
　　　70歳以上 202 30.7 36.6 24.3 36.1 22.8 4.5 8.4 26.7 1.0 8.4
女性／18・19歳 11 54.5 9.1 45.5 9.1 - 54.5 45.5 - - - 
　　　20歳代 87 33.3 18.4 37.9 9.2 16.1 48.3 19.5 4.6 2.3 2.3
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 35.7 17.3 38.8 9.2 14.3 49.0 22.4 4.1 2.0 2.0
　　　30歳代 128 36.7 30.5 43.0 12.5 19.5 29.7 19.5 7.0 1.6 6.3
　　　40歳代 202 43.6 37.6 38.6 15.8 17.3 27.7 18.3 7.9 1.5 3.0
　　　50歳代 178 44.9 33.1 27.5 23.6 19.7 21.9 18.5 11.2 2.2 6.2
　　　60歳代 202 36.1 41.6 27.7 26.2 20.8 8.4 14.9 19.8 0.5 7.9
　　　70歳以上 225 20.9 29.8 24.9 32.4 26.2 4.0 10.7 23.6 - 11.1
職業別
自営業・家族従業（計） 183 33.3 28.4 34.4 23.0 18.6 24.0 13.1 14.2 2.7 6.6
雇用者（計） 1,077 39.0 31.5 34.9 19.3 21.9 26.0 17.5 12.9 1.7 4.7
無職（計） 718 30.8 35.2 26.6 26.0 21.2 12.3 12.5 17.5 0.8 7.7
ライフステージ別
独身期 215 29.3 26.5 33.5 11.6 14.4 48.4 20.9 6.5 0.9 2.8
家族形成期 148 33.8 21.6 39.9 12.2 17.6 32.4 16.2 7.4 4.1 7.4
家族成長前期 197 33.5 31.0 55.8 14.2 22.3 26.4 15.7 9.6 1.5 3.6
家族成長後期 168 39.3 32.7 37.5 20.8 20.2 32.1 19.6 11.3 1.2 1.8
家族成熟期 376 42.6 34.3 26.9 23.1 19.1 15.7 13.8 14.9 0.8 7.2
高齢期 503 28.4 34.6 27.4 32.4 25.4 5.4 11.5 24.3 0.8 8.7
その他 388 40.5 35.3 23.7 21.6 23.7 18.3 16.0 13.7 2.3 5.9




