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１．はじめに 

私たちの津久井地区は、豊かな自然を有し、市内でも広大な地域と言えます

が、一方では災害が発生する可能性も高い地区とも言えます。 

また、昨今では地域コミュニティの希薄化が深刻ですが、防災と地域コミュ

ニティは密接なつながりがあることから、「防災」と「地域コミュニティ」の２

つの課題に取り組みました。 

安全な環境づくりの取組や人とのつながりによって、過疎化を食い止め、人

に優しいまちづくりを考えるための基礎資料として「アンケート調査」を実施し

ました。 

本報告書の調査結果を津久井地区の防災意識の高揚や、地域コミュニティの

強化の取組に対し参考にしていただけたら幸いと思います。 

 

２．調査の概要 

（１） 調査期間     令和４年１月～令和４年３月 

 

（２） 調査対象     津久井地区の６１自治会の会員世帯を対象に 

ご協力いただきました。 

 

（３） 回 収 数     ６，３７８世帯中 ３，２５０世帯        

 

（４） 回 収 率          ５０．９％ 

 

※調査結果報告書については、下記ホームページでもご覧いただけます。 

 

・相模原市ホームページ〈緑区のページ➡津久井地区➡津久井地区まちづくり会議〉 

        

                        

・相模原市自治会連合会ホームページ〈各地区の情報➡津久井地区➡地区掲示板〉 
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結果：回答した年齢層は６０～７０歳代が最も多く全体の６１％を占めている。家

庭内や地域の状況も６０～７０歳代が良く把握している可能性が高い。 
  

 

 

 結果：６割の方が、自助・共助・公助の意味を理解している。 

 課題：自分自身の備え、地域ぐるみの活動、行政の役割をさらに周知する必要がある。   

 

 

64%
20%

13%

3%

問２ 自助・共助・公助の認知度

聞いたことがあり、言葉の意

味も理解している

聞いたことはあるが、言葉の

意味はわからない

聞いたことがない

無回答

75

737

1995

385 58

0

500

1000

1500

2000

2500

３０歳代以下 ４０～５０歳代 ６０～７０歳代 ８０歳以上 無回答

問１ 回答の年齢層
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結果：地震に対する不安（非常に心配、やや心配）が最も多く次いで暴風、豪雨、

火事と続いている。 

課題：土砂災害については、津久井地区での災害の可能性は高いが、不安要素として

は他の災害よりも低い結果となっていることから、土砂災害に対する啓発も重

要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震 土砂 豪雨 浸水 暴風 雪害 落雷 火事

あまり心配ではない 103 805 427 1562 342 881 881 429

やや心配 862 11031234 803 1384 0 12821242

非常に心配 219310211324 384 1214 833 644 1260

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

問３ 災害ごとの不安の程度
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結果：ハザードマップで自宅周辺の危険度を確認している方は７割に達している。 

課題：ハザードマップを活用した訓練を充実する等、活用の仕方等を周知する必要が

ある。 

 

 

 結果：災害への備えを「ある程度やっている」の回答が多く、概ね災害に対する備

えについては浸透している。 

 課題：「これから少しずつやっていく」や「まったくやっていない」の回答も多く、

自助活動の重要性について周知する必要がある。 

72%

23%

1%
4%

問４ ハザードマップでのリスク確認度

確認している

確認していない

その他

無回答

100

1755

961

320

20

94

0 500 1000 1500 2000

十分やっている

ある程度やっている

これから少しずつやっていく

まったくやっていない

その他

無回答

問５ 災害に対する備え
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結果：テレビやスマホを活用した情報収集が多い。 

課題：災害時には停電になる恐れもあることから、備蓄品には充電池等の電源確保も

重要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2810

946

494

1542

2135

297

4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

テレビ

ラジオ

新聞

ひばり放送

スマホ・携帯

パソコン

その他

問６ 災害時の情報収集の方法（複数回答）
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結果：一時避難場所や避難所の認知度は７割を超えているものの風水害時避難場所の

認知度が若干低い、さらに風水害時避難場所では備蓄品の提供がなされない事

については半数以上の方が知らない状況である。 

課題：避難場所等の区分については概ね周知されているが、風水害時避難場所の運用

方法等は今後理解を深めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

88.8%

74.6%

58.2%

43.4%

8.5%

21.8%

37.0%

51.8%

一時避難場所

避難所

風水害時避難場所

風水害時避難場所では

食料は提供されない

問７ 避難場所等の認知度

知っている

知らない

その他

無回答
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  結果：概ね徒歩での避難が可能な方が多い傾向で、次に自動車での避難で１０以 

内が多かった。また、徒歩避難が可能な場合でも１１分以上（３０分以内） 

要する方の割合も多い。 

課題：風水害等の災害は、事前の情報収集で早めの避難を心掛けるとともに、 

必ずしも公共の避難場所ではなく、最寄りで安全な場所を確保すること  

も重要。  

 

 

自転車 バイク バス

徒歩 車 その他

1ｈ以上 8 0 0 0 0

1ｈ以内 139 1 0 0 1

30分以内 1415 33 13 0 10

10分以内 1384 2371 81 15 53

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

問８ 避難場所までの所要時間（複数回答）

避難所・避難場所 

車中避難 
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    結果：備えているや一部備えているの回答で７割を超えており、概ね食料 

の備蓄はされていることが判る。 

課題：地震などの災害時には、救援物資が届くまでに時間を要することや、 

風水害時の一時的な避難では原則、避難場所での食事提供が無いこと

の理解を深める必要がある。 

 

 

 

 

 

21%

57%

20%

2%

問９（１） ３日分以上の食料品等備蓄状況

備えている

一部備えている

備えていない

無回答



9 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果：非常用トイレの備蓄については「備えていない」が７割を超え備蓄 

度は低い。 

課題：災害時にはトイレ等の衛生面も重要な役割があることから、その重 

要性について十分に周知する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

結果：「備えている」や「一部備えている」で概ね半数をしめているが「備え

ていない」の割合も約半数で、十分とは言えない状況。 

課題：必ずしも避難所や自治会で備蓄しているものが行き渡る状況ではなく

個々の備蓄も重要であることから、個々の備蓄についても推奨する必

要がある。 

24%

73%

1%
2%

問９（２） 非常用トイレの備蓄状況

備えている

備えていない

その他

無回答

8%

38%51%

3%
問９（３） 家族分の持出袋の準備状況

備えている

一部備えている

備えていない

無回答
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 結果：避難場所の位置確認をしている方が多い割に経路の確認をしている方が少 

ない。 

家族との連絡や集合場所等も比較的少ない。 

課題：災害が発生した際の自分の行動を想定した計画が重要で、「マイタイムライ 

ン」の活用を促進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

2055

598

620

363

41

967

30

0 500 1000 1500 2000 2500

避難場所の位置を確認している

実際に避難場所まで行き避難経路も確認

家族との連絡方法を決めている

家族が落ち合う場所を決めている

「マイ・タイムライン」を作成

何もしていない

その他

問１０ 自宅以外の場所への避難対策（複数回答）
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結果：ひばり放送等で避難情報が出てから避難する方が最も多かった。 

課題：ひばり放送は聞き取りにくい地区もあるため、風水害に関しては早めの情 

報収集と避難が重要であることの周知が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

913

151

951

1593

1105

1065

151

0 500 1000 1500 2000

天気予報やニュースを確認し明るいうちに

ニュース等で避難情報が出る前に

ニュース等で避難情報が出たら

ひばり放送等で避難情報が出たら

自治会の連絡網等で避難情報が出たら

近所や知人の声かけで避難の誘いがあったら

その他

問１１ 避難のタイミング（複数回答）
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結果：自宅内での垂直避難の場所を決めていない方は約６割の状況。 

 課題：自宅周辺に斜面やがけ地がある場合はなるべく離れた場所に避難する等、命

を守る行動を心掛けるよう周知を行う。 

 

結果：自治会の各班内に要援護者がいると答えた方が８３６件（２６％）あった。 

課題：黄色い小旗の安否確認事業と併せて発災時に効果的に安否確認ができるよう

に訓練を行う必要がある。 

38%

58%

4%

問１２ 自宅内垂直避難の場所

決めている

決めていない

無回答

836

26%

940

29%

1179

36%

295

9%

問１３（１） 自治会班内の要援護者の有無

いる

いない

わからない

無回答
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結果：班内に「要援護者がいる」と回答した方のうち、「１人いる」の回答が５９５

件あった。 

課題：把握はできていても災害時の対応が困難な場合もあるため、早めの避難行動

を促すことや、要援護者の家族や関係機関との調整も課題となる。 

また、班内の大半が要援護者の場所もあり、他地区との連携も重要となる。 

 結果：要援護者への日頃からの声かけは約半数の方が実施している。 

595

224

17

0 100 200 300 400 500 600 700

１人

２人以上５人未満

５人以上１１人未満

問１３（１） 自治会班内の要援護者の人数

（「要援護者がいる」と回答した方）

51%
39%

2%
8%

問１３（２） 要援護者への声かけ

※「要援護者がいる」と回答した方

ある

ない

その他

無回答
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結果：各自でできる共助活動としては、圧倒的に安否確認が多かった。 

課題：安否確認後の救助活動についても検討しておく必要がある。 

 

 結果：災害時に地域活動の一翼を担う組織として、自治会に期待が寄せられてい 

ることが判った。 

2205

1239

882

690

637

414

468

573

74

0 500 1000 1500 2000 2500

安否確認

救助活動

消火活動

食料備蓄品の提供

自宅スペースの提供

負傷者のケア

障がい者・高齢者のケア

何もできない

その他

問１４ 大規模災害時に

各自でできる共助活動（複数回答）

2606

218

1245

275

21

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

自治会（自主防災隊）

PTA

ボランティア組織

企業

その他

問１５ 災害時に地域活動の一翼を

担うと思う組織（複数回答）
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   結果：自助・共助の重要性については、６割程度の方が知っている。 

  

結果：行政への期待として、ひばり放送の充実が最も多く次いで災害情報発信の

迅速性に期待を寄せている。 

   課題：そのほかの項目も期待度が高く、防災に関する行政への期待は全般的に

多い 

63%

32%

1%
4%

問１６ 行政には限界があり、

自助や共助が重要であることの認知度

知っていた

知らなかった

その他

無回答

73

5

48

5

63

5

9

49

44

9

0 20 40 60 80

ひばり放送の聞きやすさ

家庭用受信機や有線放送の設置

防災施設の強化、避難所増設

防災啓発の強化

災害情報の迅速性、情報発信

避難所のペットの課題

自治会への支援

防災訓練や説明会、講座の実施、防災教育

防災、減災の取組

（危険箇所の確認、道路の整備等）

除雪

問１７ 行政への期待（自由意見）

総数３１０件
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結果：地域コミュニケーションの充実や自治会内での協力に期待を寄せている。 

 

 結果：備蓄品の充実や高齢者や要支援者の避難支援に期待を寄せている。 

    さらにその他意見では様々な意見がある中で、期待ではなく現状となるが、

「高齢により地域活動が困難」という意見があった。 

 課題：高齢により地域活動ができない方等、今のところ少数ではあるが増加する可

能性もあるため今後の検討が必要。 

90

4

43

0 50 100

地域コミュニケーションの充実

自治会内の協力

自治会費を安く

自治会加入促進

問１７ 自治会への期待（自由意見）

総数１３７件

61

33

215

0 50 100 150 200 250

備蓄品の充実

高齢者、要援護者の避難支援

その他

問１７ 行政や自治会への期待（自由意見）

総数３０９件
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上 段 ：地区･年齢層別の割合 (％)   ＊1. 各列の合計数は 複数回答や未記入部位が

下 段 ：地区･年齢層別の合計件数         あるため、一致しないものがある。

問１ (１) 自治会名 (地区名) 中 野 津久井 全 体 30歳代 40～ 60～ 80歳代

(２) 年　齢　層 三井 中央 合 計 以下 50歳代 70歳代 以上 備　考

合　計　数　 1,329 394 972 205 269 81 3,250 75 737 1,995 385

問２ 自助･共助･ イ 知ってる 61.0 65.5 68.0 65.4 60.2 69.1 64.1 33.3 55.2 69.8 60.5

　公助の認識 811 258 661 134 162 56 2,082 25 407 1,392 233

ロ 聞いたが 22.8 20.1 16.5 19.0 16.7 17.3 19.7 34.7 26.3 16.9 17.9

わからない 303 79 160 39 45 14 640 26 194 338 69

ハ 聞いたこと 13.0 12.4 12.2 11.7 19.7 9.9 13.1 29.3 17.0 10.8 14.8

　がない 173 49 119 24 53 8 426 22 125 215 57

問３ 災害ごとの不安と程度

(１) 地　震 イ 非常に心配 68.2 63.7 64.8 65.9 78.1 75.3 67.5 64.0 67.7 67.5 67.0

906 251 630 135 210 61 2,193 48 499 1,347 258

ロ やや心配 25.9 31.0 28.3 27.3 17.5 21.0 26.5 24.0 27.1 27.3 23.4

344 122 275 56 47 17 861 18 200 545 90

ハ あまり心配 2.7 3.3 4.5 2.0 1.9 1.2 3.2 12.0 2.8 2.9 4.2

　ではない 36 13 44 4 5 1 103 9 21 57 16

(２) 土　砂 イ 非常に心配 32.1 18.3 29.2 50.2 34.2 54.3 31.4 38.7 38.0 29.9 24.4

426 72 284 103 92 44 1,021 29 280 597 94

ロ やや心配 35.4 26.1 35.6 31.7 33.8 30.9 33.8 38.7 37.7 33.9 27.3

470 103 346 65 91 25 1,100 29 278 677 105

ハ あまり心配 22.1 42.1 25.8 10.2 24.5 8.6 24.8 21.3 18.6 26.2 30.9

　ではない 294 166 251 21 66 7 805 16 137 522 119

(３) 豪　雨 イ 非常に心配 36.6 30.5 41.5 70.7 43.9 63.0 40.7 42.7 45.7 39.6 36.1

487 120 403 145 118 51 1,324 32 337 791 139

ロ やや心配 40.3 40.4 37.4 24.9 37.9 25.9 37.9 38.7 39.1 38.7 34.3

536 159 364 51 102 21 1,233 29 288 772 132

ハ あまり心配 12.7 20.3 14.2 2.0 12.6 2.5 13.1 13.3 9.4 14.1 15.1

　ではない 169 80 138 4 34 2 427 10 69 281 58

(４) 浸　水 イ 非常に心配 10.5 7.6 12.0 33.7 6.7 13.6 11.8 24.0 12.8 10.8 13.0

139 30 117 69 18 11 384 18 94 216 50

ロ やや心配 23.9 25.6 24.5 26.3 23.8 32.1 24.6 24.0 28.9 23.9 21.3

317 101 238 54 64 26 800 18 213 476 82

ハ あまり心配 47.8 52.5 48.8 27.8 56.5 37.0 47.8 46.7 48.0 49.8 41.3

　ではない 635 207 474 57 152 30 1,555 35 354 993 159

(５) 暴　風 イ 非常に心配 33.9 34.5 39.7 41.5 44.6 44.4 37.4 25.3 33.8 38.0 43.1

451 136 386 85 120 36 1,214 19 249 759 166

ロ やや心配 42.9 47.0 42.6 36.1 38.7 42.0 42.5 40.0 45.9 43.8 32.2

570 185 414 74 104 34 1,381 30 338 874 124

ハ あまり心配 12.0 10.4 9.3 9.8 10.8 2.5 10.5 29.3 12.9 9.5 7.3

　ではない 160 41 90 20 29 2 342 22 95 190 28

(６) 雪　害 イ 非常に心配 23.2 26.6 22.5 37.6 36.1 33.3 25.6 26.7 32.3 23.8 22.3

308 105 219 77 97 27 833 20 238 474 86

ロ やや心配 40.0 42.6 42.8 38.0 40.9 45.7 41.3 44.0 42.9 41.9 34.5

532 168 416 78 110 37 1,341 33 316 835 133

ハ あまり心配 22.0 20.3 23.0 10.7 13.8 7.4 20.4 24.0 16.1 21.6 22.6

　ではない 293 80 224 22 37 6 662 18 119 431 87

(７) 落　雷 イ 非常に心配 19.5 20.1 18.9 21.0 23.8 18.5 19.8 10.7 20.8 19.4 22.9

259 79 184 43 64 15 644 8 153 387 88

ロ やや心配 36.4 44.7 41.9 34.1 40.9 43.2 39.4 40.0 39.2 40.0 36.9

484 176 407 70 110 35 1,282 30 289 798 142

ハ あまり心配 28.4 24.1 27.0 28.3 26.0 23.5 27.1 38.7 30.3 27.5 18.2

　ではない 377 95 262 58 70 19 881 29 223 548 70

(８) 火　事 イ 非常に心配 39.4 42.4 36.4 32.7 42.0 44.4 38.8 28.0 38.0 37.5 50.1

523 167 354 67 113 36 1,260 21 280 748 193

ロ やや心配 38.1 40.1 38.0 36.1 38.3 39.5 38.2 46.7 41.2 38.7 27.8

506 158 369 74 103 32 1,242 35 304 772 107

ハ あまり心配 12.4 9.1 16.0 17.1 11.5 7.4 13.2 17.3 13.7 14.0 7.8

　ではない 165 36 156 35 31 6 429 13 101 280 30

問４ ハザードマッ イ 確認済 69.9 72.8 72.5 79.0 69.1 70.4 71.6 61.3 75.2 73.1 58.4

プでのリスク 929 287 705 162 186 57 2,326 46 554 1,458 225

確認度 ロ 未確認 24.8 20.8 21.7 18.5 25.7 19.8 23.0 37.3 22.3 21.7 29.6

330 82 211 38 69 16 746 28 164 433 114

ハ その他 0.5 1.8 1.4 0.5 1.1 1.2 1.0 0.0 0.8 0.9 1.0

7 7 14 1 3 1 33 0 6 17 4

問５ 災害に対する イ 十分 3.0 2.0 3.3 4.9 2.2 4.9 3.1 2.7 2.3 3.5 2.6

備え 　やってる 40 8 32 10 6 4 100 2 17 70 10

ロ ある程度 53.6 52.0 53.9 58.5 56.5 54.3 54.1 48.0 51.6 55.5 52.7

　やってる 712 205 524 120 152 44 1,757 36 380 1,107 203

ハ これから 29.1 31.5 29.3 25.9 33.5 27.2 29.6 30.7 31.8 29.9 23.1

　やる 387 124 285 53 90 22 961 23 234 597 89

ニ まったく 10.6 10.9 10.3 6.8 5.2 11.1 9.9 18.7 12.2 8.0 14.3

やってない 141 43 100 14 14 9 321 14 90 160 55

ホ その他 0.4 1.0 0.3 1.0 0.4 1.2 0.5 0.0 0.7 0.3 1.3
5 4 3 2 1 1 16 0 5 6 5

 地域コミュニティと 防災に関するアンケートの 地区別･年齢別 調査結果表 

(１)　地 区 名（自 治 会 名） (２)　年  齢  層

串 川 鳥 屋 青野原 青 根
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NO 中 野 津久井 全 体 30歳代 40～ 60～ 80歳代 備　考

( 概 略 ) 三井 中央 合 計 以下 50歳代 70歳代 以上

問６ 災害時の情報 イ テレビ 85.4 87.3 87.1 89.3 87.4 80.2 86.4 70.7 80.7 89.6 86.2

収集の方法 1,135 344 847 183 235 65 2,809 53 595 1,787 332

〔複数回答〕 ロ ラジオ 28.4 25.9 29.8 29.8 33.1 32.1 29.1 17.3 25.4 30.5 32.5

378 102 290 61 89 26 946 13 187 609 125

ハ 新聞 15.0 14.7 17.0 9.8 15.2 13.6 15.2 2.7 6.2 18.0 21.6

199 58 165 20 41 11 494 2 46 359 83

ニ ひばり放送 45.6 46.7 47.0 56.1 49.4 58.0 47.4 52.0 47.6 48.3 44.9

606 184 457 115 133 47 1,542 39 351 963 173

ホ 携帯電話 68.5 61.9 63.6 67.8 64.3 63.0 65.7 93.3 88.7 63.0 30.1

910 244 618 139 173 51 2,135 70 654 1,257 116

ヘ パソコン 8.0 9.4 11.2 8.3 7.4 9.9 9.1 2.7 12.1 9.4 3.9

106 37 109 17 20 8 297 2 89 187 15

ト その他 0.1 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0

1 1 0 2 0 0 4 0 0 4 0

問７ 避難場所等の認知度

(１) 一時避難 イ 知っている 88.8 88.1 89.2 87.8 89.2 87.7 88.8 78.7 87.8 90.3 86.0

　場所 1,180 347 867 180 240 71 2,885 59 647 1,802 331

ロ 知らない 8.7 8.9 7.7 10.2 8.2 8.6 8.5 20.0 10.9 7.3 7.8

116 35 75 21 22 7 276 15 80 145 30

ハ その他 0.3 0.5 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3

4 2 1 0 1 0 8 0 2 5 1

(２) 避難場所 イ 知っている 72.2 74.4 76.4 77.6 78.1 72.8 74.6 74.7 76.8 75.6 67.5

959 293 743 159 210 59 2,423 56 566 1,508 260

ロ 知らない 24.4 21.6 19.3 20.5 19.0 12.3 21.5 22.7 21.6 21.1 23.9

324 85 188 42 51 10 700 17 159 421 92

ハ その他 0.3 0.5 0.6 1.0 2.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.5 0.5

4 2 6 2 6 0 20 0 1 10 2

(３) 風水害時 イ 知っている 53.5 56.1 61.6 72.7 60.6 61.7 58.2 46.7 51.4 61.7 57.9

避難場所 711 221 599 149 163 50 1,893 35 379 1,231 223

ロ 知らない 42.1 37.3 33.1 24.4 34.9 35.8 37.0 48.0 46.4 33.8 31.9

559 147 322 50 94 29 1,201 36 342 674 123

ハ その他 0.3 0.3 0.3 2.9 0.7 0.0 0.5 0.0 0.4 0.3 0.0

4 1 3 6 2 0 16 0 3 6 0

(４) 風水害時 イ 知っている 38.5 41.1 47.5 57.6 42.4 53.1 43.4 20.0 33.5 46.2 54.5

避難場所 512 162 462 118 114 43 1,411 15 247 921 210

の飲食品 ロ 知らない 56.8 53.8 47.2 40.0 52.4 42.0 51.8 73.3 63.4 49.5 36.9

等の準備 755 212 459 82 141 34 1,683 55 467 987 142

ハ その他 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0

1 1 1 0 0 0 3 0 0 3

問８ 避難場所まで イ 徒歩 89.8 89.6 91.6 96.1 89.6 88.9 90.6 81.3 90.5 92.1 87.5

の所要時間 徒歩･合計数 1,193 353 890 197 241 72 2,946 61 667 1,837 337

38.2 48.7 57.5 71.2 46.1 40.7 48.1 32.0 45.7 50.5 46.0

10分以上件数 508 192 559 146 124 33 1,562 24 337 1,008 177

13.6 21.8 19.7 25.9 17.5 22.2 17.7 13.3 13.4 18.8 21.6

20分以上件数 181 86 191 53 47 18 576 10 99 375 83

徒歩･平均時間 14 17 17 19 16 17 17 14 21 16 17

徒歩･最大時間 90 60 60 60 90 60 90 50 90 90 70

ロ 車･バイク等 67.4 76.1 79.0 86.8 77.3 74.1 74.2 65.3 74.5 70.9 50.6

車等･合計数 896 300 768 178 208 60 2,410 49 549 1,415 195 (回答数)

車等･平均時間 5 6 5 5 4 5 5 5 5 6 6

車等･最大時間 30 30 20 15 30 20 30 30 15 30 15

ハ 自転車 3.5 3.8 1.6 5.9 1.5 1.2 2.9 8.0 5.3 2.2 1.3

自転車･合計数 46 15 16 12 4 1 94 6 39 43 5 (回答数)

自転車･平均 7 8 8 9 6 20 10 8 8 8 13

自転車･最大 20 15 20 20 10 20 20 20 20 20 20

ニ バス 3.2 0.3 1.1 2.0 2.2 1.2 2.0 0.0 2.8 2.0 1.0

バス･合計数 43 1 11 4 6 1 66 0 21 39 4 (回答数)

バス･平均時間 8 25 9 7 10 35 16 - 9 10 8

バス･最大時間 15 25 20 10 15 35 35 - 20 35 10

問９ 災害に備えての準備状況

(１) 食料品 イ 備えている 15.3 18.3 21.0 25.4 24.2 29.6 19.1 16.0 18.9 22.1 24.9

３日分 204 72 204 52 65 24 621 12 139 440 96

ロ 一部備えて 58.1 55.3 58.0 56.6 56.1 54.3 57.4 62.7 58.1 58.1 52.2

　いる 772 218 564 116 151 44 1,865 47 428 1,159 201

ハ 備えて 19.5 24.1 19.2 16.1 17.8 16.0 19.5 18.7 22.4 18.5 19.5

　いない 259 95 187 33 48 13 635 14 165 369 75

(２) 非常用 イ 備えている 27.8 19.3 21.9 24.9 20.8 12.3 23.9 33.3 27.3 23.4 18.4

トイレ 370 76 213 51 56 10 776 25 201 467 71

ロ 備えて 68.4 77.9 75.0 72.7 74.3 85.2 72.7 60.0 69.9 73.7 76.1

　いない 909 307 729 149 200 69 2,363 45 515 1,471 293

ハ その他 0.8 1.0 0.6 1.0 1.9 1.2 0.9 2.7 1.1 0.8 0.8

11 4 6 2 5 1 29 2 8 16 3

(３) 各自の イ 備えている 8.4 7.1 6.6 10.2 9.3 9.9 7.9 6.7 6.2 8.5 12.2

持出し品 112 28 64 21 25 8 258 5 46 169 47

ロ 一部 34.4 37.6 40.2 44.9 42.8 43.2 38.1 30.7 32.6 40.3 39.2

備えている 457 148 391 92 115 35 1,238 23 240 803 151

ハ 備えて 53.9 53.3 50.9 43.4 33.5 44.4 50.3 58.7 60.0 49.5 42.6

　いない 716 210 495 89 90 36 1,636 44 442 988 164

(２)　年  齢  層

設　　問 回 答 区 分
串 川 鳥 屋 青野原 青 根

(１)　地 区 名（自 治 会 名）
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NO 中 野 津久井 全 体 30歳代 40～ 60～ 80歳代 備　考

( 概 略 ) 三井 中央 合 計 以下 50歳代 70歳代 以上

問１０ 自宅以外の場 イ 避難場所の 63.1 60.4 62.9 66.3 64.7 70.4 63.2 54.7 63.2 64.8 57.9

所への避難対 　確認 839 238 611 136 174 57 2,055 41 466 1,293 223

策 ロ 避難経路の 16.3 17.8 20.8 20.5 16.4 28.4 18.4 16.0 14.2 20.2 19.2

　確認 217 70 202 42 44 23 598 12 105 403 74

ハ 家族連絡方 22.0 15.7 18.7 18.5 13.8 11.1 19.1 24.0 18.5 19.1 19.0

　法の確認 292 62 182 38 37 9 620 18 136 382 73

ニ 家族が落合 12.9 11.4 10.3 10.2 7.4 6.2 11.2 20.0 14.9 10.3 6.5

う場所確認 172 45 100 21 20 5 363 15 110 206 25

ホ マイ･タイム 0.7 1.0 2.2 1.5 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.6

　ライン 9 4 21 3 3 1 41 1 10 24 6

ヘ 特になにも 29.8 32.2 29.4 27.8 29.4 27.2 29.8 32.0 27.3 30.2 32.2

していない 396 127 286 57 79 22 967 24 201 602 124

ト その他 0.8 0.8 1.1 1.0 0.0 1.2 0.8 0.0 0.3 1.1 1.3

10 3 11 2 0 1 27 0 2 21 5

問１１ 自宅以外の場」イ 天気予報で 26.9 29.7 26.1 34.1 32.3 33.3 28.1 18.7 23.7 29.6 30.9

所へ避難する 明るいうち 358 117 254 70 87 27 913 14 175 591 119

タイミング ロ 避難情報の 4.7 3.6 4.7 5.4 5.6 3.7 4.6 5.3 4.6 5.0 3.6

　出る前 62 14 46 11 15 3 151 4 34 99 14

ハ 避難情報の 30.1 27.2 30.3 27.3 26.8 25.9 29.3 25.3 30.3 29.8 26.8

　出た後 400 107 295 56 72 21 951 19 223 594 103

ニ ひばり放送の 51.2 48.5 46.5 51.2 46.8 46.9 49.0 49.3 50.2 50.1 43.1

の避難情報 681 191 452 105 126 38 1,593 37 370 999 166

ホ 自治会の 33.8 34.5 33.3 35.1 37.2 29.6 34.0 28.0 29.4 35.7 36.4

　連絡網 449 136 324 72 100 24 1,105 21 217 712 140

ヘ 近所等の 32.6 29.7 31.5 41.5 35.7 34.6 32.8 32.0 32.6 32.9 33.8

　声掛け 433 117 306 85 96 28 1,065 24 240 656 130

ト その他 3.5 6.9 5.5 6.3 5.2 3.7 4.8 4.0 5.8 4.8 3.6

47 27 53 13 14 3 157 3 43 96 14

問１２ 自宅内垂直 イ 決めている 38.6 34.3 35.8 48.3 33.5 44.4 37.6 36.0 36.1 37.9 39.2

避難場所 513 135 348 99 90 36 1,221 27 266 756 151

ロ 決めて 57.8 61.7 60.1 47.8 61.3 55.6 58.6 61.3 61.9 58.1 54.5

　いない 768 243 584 98 165 45 1,903 46 456 1,160 210

ハ その他 0.6 1.0 1.1 3.9 1.5 0.0 1.1 0.0 0.5 1.0 1.0

8 4 11 8 4 0 35 0 4 19 4

問１３ 自治会班内の要援護者の人数

(１) 要援護者 イ い　る 22.0 26.4 25.7 32.7 32.3 44.4 25.7 13.3 23.6 27.1 26.8

　の有無 292 104 250 67 87 36 836 10 174 540 103

人数･平均 30.3 27.2 43.5 21.0 45.7 95.1 36.2 20.0 33.6 42.0 44.9

人数･合計 403 107 423 43 123 77 1,176 15 248 837 173

ロ いない 27.5 27.2 30.3 22.9 29.7 24.7 28.2 22.7 21.4 32.1 27.8

366 107 295 47 80 20 915 17 158 641 107

ハ わからない 42.0 35.3 35.2 22.9 28.3 21.0 36.3 56.0 47.4 32.4 31.7

558 139 342 47 76 17 1,179 42 349 646 122

(２) 声かけの イ あ　る 11.7 12.4 12.0 20.5 14.9 25.9 13.0 5.3 13.2 14.1 9.4

　有無 155 49 117 42 40 21 424 4 97 281 36

ロ な　い 8.8 10.7 10.2 9.8 13.8 14.8 10.1 6.7 8.5 10.5 12.7

117 42 99 20 37 12 327 5 63 209 49

ハ その他 0.3 1.0 0.6 0.0 0.7 1.2 0.5 1.3 0.5 0.5 1.0

4 4 6 0 2 1 17 1 4 9 4

問１４ 大規模災害時 イ 安否確認 66.1 64.2 68.2 75.6 73.6 71.6 67.8 66.7 74.1 69.7 47.3

に各自ででき 878 253 663 155 198 58 2,205 50 546 1,391 182

る共助活動 ロ 救助活動 36.0 31.0 40.3 47.8 42.4 43.2 38.1 37.3 45.6 39.2 17.9

478 122 392 98 114 35 1,239 28 336 783 69

ハ 消火活動 22.9 25.1 31.2 29.3 33.1 32.1 27.1 30.7 32.7 28.2 11.4

305 99 303 60 89 26 882 23 241 562 44

ニ 食料･備蓄 19.3 18.5 21.1 26.3 24.5 43.2 21.2 17.3 20.2 22.5 17.7

　品の提供 257 73 205 54 66 35 690 13 149 449 68

ホ 自宅スペース 18.1 20.3 19.0 24.9 22.7 24.7 19.6 25.3 21.3 19.2 17.7

　の提供 240 80 185 51 61 20 637 19 157 384 68

ヘ 負傷者の 12.7 11.2 13.4 12.7 12.6 13.6 12.7 14.7 15.6 13.0 6.0

　ケア 169 44 130 26 34 11 414 11 115 259 23

ト 障がい･高齢 14.8 14.7 12.7 16.1 16.4 16.0 14.4 21.3 19.8 13.6 7.3

　者等のケア 197 58 123 33 44 13 468 16 146 272 28

チ 何もできな 19.3 19.5 15.7 14.6 14.9 19.8 17.6 21.3 11.3 15.6 38.2

　いと思う 257 77 153 30 40 16 573 16 83 311 147

リ その他 1.8 2.8 2.0 2.9 0.7 0.0 1.9 4.0 2.6 1.8 0.8

24 11 19 6 2 0 62 3 19 36 3

問１５ 災害時に地域 イ 自治会 78.4 76.1 81.9 83.4 84.8 85.2 80.2 73.3 79.2 82.4 74.3

活動の一翼を (自主防災隊) 1,042 300 796 171 228 69 2,606 55 584 1,644 286

担うと思う ロ 学校の 5.4 5.8 8.2 11.7 5.9 3.7 6.7 13.3 11.1 5.7 2.6

組織 　PTA等 72 23 80 24 16 3 218 10 82 113 10

ハ ボランティア 40.6 34.3 36.8 45.9 33.8 33.3 38.3 40.0 45.3 38.0 26.2

　団体 540 135 358 94 91 27 1,245 30 334 759 101

ニ 企業等の組織 8.1 11.2 8.2 11.2 5.9 4.9 8.5 17.3 12.2 7.3 4.2

108 44 80 23 16 4 275 13 90 146 16

ホ その他 0.3 0.8 0.5 1.5 2.2 0.0 0.6 0.0 0.7 0.8 0.0
4 3 5 3 6 0 21 0 5 16 0

〔複数回答〕

〔複数回答〕

〔複数回答〕

〔複数回答〕

(１)　地 区 名（自 治 会 名） (２)　年  齢  層

設　　問 回 答 区 分
串 川 鳥 屋 青野原 青 根
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NO 中 野 津久井 全 体 30歳代 40～ 60～ 80歳代 備　考

( 概 略 ) 三井 中央 合 計 以下 50歳代 70歳代 以上

問１６ 行政には限界 イ 知っていた 61.9 60.9 66.7 66.8 59.9 51.9 63.1 28.0 52.6 67.6 66.5

があり、自助 822 240 648 137 161 42 2,050 21 388 1,348 256

や共助が重要 ロ 知らなかった 33.3 32.7 29.3 26.3 34.6 38.3 31.8 62.7 43.8 27.5 24.9

であることの 443 129 285 54 93 31 1,035 47 323 549 96

認識度 ハ その他 0.7 0.5 0.3 0.5 0.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.6 1.3

9 2 3 1 2 0 17 0 4 12 5

問１７ 行政への期待 24.5 25.4 26.7 36.1 30.9 38.3 26.9 13.3 23.2 29.0 25.5

ご 意 見 欄 〔任意回答〕 325 100 260 74 83 31 873 10 171 578 98

(１)　地 区 名（自 治 会 名） (２)　年  齢  層

設　　問 回 答 区 分
串 川 鳥 屋 青野原 青 根
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地域コミュニティと 防災に関する アンケート調査票 

 

 

次のアンケートに記入して頂くよう、ご協力を宜しくお願い致します。 

各設問の解答は、イ．ロ．ハの記号に〇印で回答してください。 

その他の回答の場合は、（  ）や、枠内に コメントを記入してください。 

 

問１. あなたの所属している自治会名・ 年齢層を教えてください。 

(１) 自治会名          自治会          

(２) 年 齢 層     

イ. ３０歳代以下    ロ. ４０～５０歳代  

ハ. ６０～７０歳代   ニ. ８０歳以上  

 

問２. ｢自助｣・｢共助｣・｢公助｣（※注）という言葉をご存知ですか。 

イ. 聞いたことがあり、言葉の意味も理解している。 

ロ. 聞いたことはあるが、言葉の意味はわからない。 

ハ. 聞いたことがない。 

※注 自助：自分の身は自分で守ること  

共助：自分たちの地域を自分たちで守ること  

公助：行政からの支援 

 

問３. 想定される災害の種類ごとの「心配の程度」に近いものに 〇印を記入して

ください。 

  

  心配 の 程

度 

 

災害の種類 

非常に心配 やや心配 
あまり心配 

ではない 

コメント（場所

など） 

記入例：自宅付

近の川の増水 

地 震     

土 砂     

豪 雨     

浸 水     

暴 風     

雪 害     

落 雷     

火 事     
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問４. ハザードマップで自宅や周辺の災害のリスクを確認していますか。 

イ. 確認している   ロ. 確認していない   

ハ. その他 （         ） 

 

問５. 想定される災害などに対しての備えは、どの程度やっていると思いますか。 

イ. やれることは 十分やっている。  ロ. ある程度はやっている。 

ハ. これから少しずつやっていく。   ニ. まったくやっていない。 

ホ. その他（         ） 

 

問６. 台風・暴風雨などで災害が予想される場合、情報はどのように取得していま

すか。次の中から選んでください。（複数回答可） 

イ. テレビ  ロ. ラジオ   ハ. 新聞  ニ. ひばり放送（防災無線）   

ホ. スマートフォン(携帯電話)  へ. パソコン   

ト. その他 （        ） 

 

問７. 避難場所等についてお尋ねいたします。 

(１) 地震発生直後に、一時的に安全確保する「一時避難場所」を知っていますか。 

イ. 知っている   ロ. 知らない   ハ. その他 （        ） 

(２) 自宅に住めない場合に行く、「避難所」を知っていますか。 

イ. 知っている   ロ. 知らない   ハ. その他 （        ）       

(３) 暴風雨等で自宅が危険な場合に行く、「風水害時避難場所」を知っていま 

すか。 

   イ. 知っている   ロ. 知らない   ハ. その他（         ） 

  (４) 「風水害時避難場所」では、原則、食べ物や飲み物などは提供されないの

で、自分で必要な物を用意していくことを知っていますか。 

イ. 知っている   ロ. 知らない   ハ. その他（         ） 

 

問８. 避難場所等まで行く場合、その時間はおよそ何分くらいかかりますか。 

 

(１) 徒歩の場合           分     

  

(２) 車の場合            分 

 

(３) その他の乗り物など          で、      分 
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問９. 災害に備えての準備状況についてお尋ねします。 

(１) ３日分以上の食料品や 防災用の常備品を、自宅に備えていますか。 

イ. 備えている    ロ. 一部備えている    ハ. 備えていない 

(２) 備蓄品の中に携帯用や非常用のトイレを備えていますか。 

イ . 備 え て い る     ロ . 備 え て い な い           ハ . そ の 他 

（      ） 

(３) 家族それぞれの非常持ち出し袋を作り 備えていますか。 

イ. 備えている    ロ. 一部備えている    ハ. 備えていない  

 

問 10. 自宅以外の場所へ避難しなければならない事態に備えて、どのような対策

をとっていますか。次の中から選んでください。（複数回答可） 

イ. 避難場所の位置を確認している。 

ロ. 実際に避難場所まで行き、避難経路も確認している。 

ハ. 家族との連絡方法を決めている。 

ニ. 家族が落ち合う場所を決めている。 

ホ. 「マイ・タイムライン」（※注）を作成している。 

ヘ. 特になにもしていない。 

ト. その他（          ） 

※注 マイタイムラインとは：いつ・どこに・どのように避難するのか、一人ひと

りが決めておく防災行動計画のこと。 

 

問 11. 自宅以外の場所へ避難する場合、避難開始のタイミングはどのように決め

ていますか。次の中から選んでください。（複数回答可） 

イ. 天気予報・ニュースなどを確認し、夕方前の明るいうちに 避難する。 

ロ. ニュースなどで、｢避難情報｣が出る前に 避難する。 

ハ. ニュースなどで、｢避難情報｣が出たら 避難する。 

ニ. ひばり放送などで、｢避難情報｣が出たら 避難する。 

ホ. 自治会の連絡網などで、｢避難情報｣が出たら 避難する。 

ヘ. 隣近所や知人からの声掛けで、｢避難の誘い｣があったら 避難する。 

ト. その他（              ） 

 

問 12. 暴風雨などで、屋外に出ることが危険な場合は、自宅内で避難する方法（※注）

もあります。その場合、被害を最小限にするために居る部屋などは 決めています

か。（例：崖の反対側の２階）  

※注 土砂災害の危険がある区域では立退き避難が原則です。 

 

イ. 決めている  ロ. 決めてない  ハ. その他 （         ） 
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問 13. ご近所で、災害発生時に自分ひとりだけでは避難することが困難と思われ

る、「要援護者」（※注）についてお尋ねします。 

(１) 組内(班内)に 災害発生時の要援護者は いますか。（人数がわかれば記入） 

イ. い る      人    ロ. いない    ハ. わからない 

 

(２) 普段の生活で、要援護者宅に声掛けをしたことがありますか。 

（「イ」と回答した方のみ） 

イ. あ る    ロ. な い   ハ. その他 （         ） 

※注 災害時の要援護者とは：乳幼児、障がい者、病人、高齢者、妊婦、外国人な

ど、災害に際して必要な情報を得ることや迅速かつ適切な防災行動をとることが困

難である者とされています。 

 

問 14. 地域で大規模な災害が発生し、住民同士の助け合いが必要になった場合、

あなたなら何ができると思いますか。次の中から選んでください。（複数回

答可） 

イ. 安否確認   ロ. 救助活動   ハ. 消火活動   

ニ. 食料・備蓄品等の提供   ホ. 自宅スペースの提供   

ヘ. 負傷者のケア   ト. 障がい者・高齢者等のケア   

チ. 何もできないと思う   リ. その他（          ） 

 

問 15. 災害時の行政による活動のほかに、地域の活動において 一翼を担うもの

はどんな組織の活動だと思いますか。次の中から選んでください。（複数回

答可） 

イ. 自治会(自主防災隊)   ロ . 学校のＰＴＡ組織等  

 ハ. ボランティア活動組織等  ニ. 企業等の組織  

 ホ. その他（           ） 

 

問 16. 豪雨災害をきっかけに様々な立場の人たちが検証した結果、国の中央防災

会議では「行政のやることには限界がある」ことと、「自分の命は自分で守る」

ことが重要との声明が発表されました。あなたはこのことを知っていましたか。 

イ. 知っていた  ロ. 知らなかった  ハ. その他 （      ） 

 

問 17. 今後、防災に関して地域の「共助」が促進されるために、市などの行政や

地域の活動に期待することは何ですか。あなたの率直な意見をご記入ください。 

ご意見欄 
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令和４年度 津久井まちづくり会議つくい元気部会名簿 
 

 
 役 職 氏 名 選出団体等 

１ 部会長 小河原 祐二 公募委員 

２ 副部会長 溝口 健次 スポーツ推進委員連絡協議会 

３ 副部会長 佐藤 園子 津久井地区社会福祉協議会 

４ 副代表 佐藤 満博 中道志川トラスト協会 

5  秋本 敏明 津久井地区自治会連合会 

6  尾﨑 洋子 津久井地区自治会連合会 

7  関戸 朝一 津久井地区自治会連合会 

8  長谷川 晃 津久井郡農業協同組合 

9  大塚 和夫 ＰＴＡ連絡協議会津久井ブロック 

10  太田 周明 津久井地区民生委員児童委員協議会 

11  軽部 健二 津久井地域包括支援センター 

 

5．おわりに  

 アンケート調査にあたり、津久井地区の各自治会長並びに関係する会員の皆

様にご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

今回のアンケート全体で判ったこととして、津久井地区では比較的、地域での

防災活動に関心を持って活動されていることが把握できました。 

しかしながら、今後は、ますます高齢化率が高くなることが予想されており、避

難が困難な方も増えていくと思われるため、皆で支え合う環境づくりが、今まで以

上に必要となってくると思われます。 

併せて、個々の災害に対する備えや早めの避難が重要だと考えています。 

 

皆様からご協力いただいた今回のアンケート調査結果については自治会にも

報告させて頂き、津久井地区内でのそれぞれの方策や、活動を進めていただくう

えで、共に活用していきたいと考えています。 

 

令和４年９月吉日 

 

津久井地区まちづくり会議  つくい元気部会 部会長  小河原 祐二   

 

 


