
85.7%

32.1%

84.7%

95.7%

98.2%

97.9%

98.6%

96.8%

94.1%

91.7%

85.3%

31.8%

10.0%

26.4%

4.2%

2.1%

1.8%

1.0%

0.5%

3.0%

5.6%

7.4%

12.7%

26.1%

4.3%

41.5%

11.1%

2.1%

0.0%

1.0%

0.9%

0.1%

0.3%

0.9%

2.0%

10.5%

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

全体（n=3673）

小学生（n=106）

中学生（n=72）

高校生～２０歳未満（n=140）

２０～２９歳（n=163）

３０～３９歳（n=192）

４０～４９歳（n=428）

５０～５９歳（n=693）

６０～６４歳（n=354）

６５～６９歳（n=324）

７０～７４歳（n=395）

７５歳以上（n=797）

スマートフォン・タブレット 携帯電話 持っていない

山手町

17.2%

山芦屋町

12.6%

東山町

20.1%
東芦屋町

16.2%

西山町

10.4%

三条町

18.9%

未回答（その

他地域含む）

4.6%

（ｎ＝3845）

山手町（n=663）

山芦屋町（n=483）

東山町（n=774）

東芦屋町（n=623）

西山町（n=399）

三条町（n=727）

未回答

（その他地域含む）

（n=176）

2.9%

3.9%

2.5%

1.6%

2.7%

2.5%

3.8%

2.0%

2.2%

1.0%

2.1%

1.7%

1.7%

2.9%

3.8%

5.0%

3.0%

3.9%

2.6%

3.6%

4.3%

4.4%

3.1%

6.3%

3.9%

5.0%

4.8%

4.7%

5.2%

4.7%

5.6%

5.4%

7.5%

3.6%

4.4%

11.6%

13.1%

11.2%

11.1%

12.1%

10.7%

10.6%

18.8%

19.1%

18.5%

18.4%

17.4%

21.8%

18.8%

9.6%

10.6%

7.9%

10.0%

10.1%

10.0%

8.1%

8.8%

8.8%

8.1%

8.8%

8.7%

8.4%

9.8%

10.9%

9.9%

12.9%

10.3%

10.9%

11.7%

11.0%

22.0%

19.5%

22.8%

24.5%

21.3%

21.3%

21.6%

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

全体（n=3704）

三条町（n=717）

西山町（n=394）

東芦屋町（n=613）

東山町（n=743）

山芦屋町（n=478）

山手町（n=654）

小学生 中学生 高校生～２０歳未満

２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

５０～５９歳 ６０～６４歳 ６５～６９歳

７０～７４歳 ７５歳以上

・世帯での乗り物保有状

況を年齢別でみると、

いずれの世代において

も「自動車」及び「自

転車」の保有割合が高

く、高齢になるにつれ

て低くなっています。

「持っていない」の割

合は、高齢になるにつ

れて高くなっています。

1

■ アンケート調査概要 ○回答者の属性

【参考資料】アンケート調査結果概要

・回答者の割合は、多くの地域で65歳以上の方が4割以上を占め、高齢者及び10年以内

に高齢者となる世代の割合が高いアンケートデータです。

■ 結果概要

65歳以上

41.7%

38.2%

43.9%

43.6%

40.9%

41.4%

42.4%

●回答者の年齢（住まいの地域別） ●回答者の住まいの地域

○回答状況

自動車
自動二輪
・原付

自転車 その他
持って
いない

総回答数

全体（N=4873、n=3644） 71.8% 8.2% 32.4% 0.5% 20.9% 133.7%

小学生（N=164、n=104） 89.4% 4.8% 59.6% 1.0% 2.9% 157.7%

中学生（N=128、n=73） 87.7% 15.1% 64.4% 2.7% 5.5% 175.3%

高校生～２０歳未満（N=210、n=134） 87.3% 11.9% 49.3% 0.7% 7.5% 156.7%

２０～２９歳（N=247、n=157） 81.5% 13.4% 52.2% 0.6% 9.6% 157.3%

３０～３９歳（N=258、n=189） 74.6% 9.0% 37.0% 0.5% 15.3% 136.5%

４０～４９歳（N=600、n=419） 77.6% 7.4% 44.2% 0.7% 13.4% 143.2%

５０～５９歳（N=944、n=681） 77.8% 8.8% 37.4% 0.3% 14.2% 138.6%

６０～６４歳（N=475、n=344） 74.7% 11.0% 33.7% 0.0% 18.6% 138.1%

６５～６９歳（N=417、n=318） 77.0% 9.4% 27.0% 0.0% 17.6% 131.1%

７０～７４歳（N=474、n=388） 68.8% 7.7% 21.1% 0.0% 24.5% 122.2%

７５歳以上（N=875、n=776） 51.8% 4.5% 14.3% 0.6% 41.5% 112.8%

●世帯での乗り物保有状況（年齢別）

※複数回答（世帯での乗り物保有状況）

●歩行可能な距離（年齢別）
1km（約16 
分）程度で
も問題なく

歩ける

800m（約
13 分）程
度なら歩け

る

500m（約
8 分）程度
なら歩ける

300m（約
5分）程度な

ら歩ける
歩行困難 合計

全体（n=3676） 72.3% 14.6% 7.0% 3.4% 2.6% 100.0%

小学生（n=106） 66.0% 17.9% 12.3% 3.8% 0.0% 100.0%

中学生（n=73） 79.5% 13.7% 6.8% 0.0% 0.0% 100.0%

高校生～２０歳未満（n=141） 80.9% 11.3% 5.7% 1.4% 0.7% 100.0%

２０～２９歳（n=162） 81.5% 13.0% 3.7% 1.9% 0.0% 100.0%

３０～３９歳（n=193） 72.5% 19.2% 5.2% 2.1% 1.0% 100.0%

４０～４９歳（n=430） 71.2% 18.6% 7.2% 2.3% 0.7% 100.0%

５０～５９歳（n=689） 77.9% 13.4% 5.2% 3.0% 0.4% 100.0%

６０～６４歳（n=352） 72.4% 17.3% 6.5% 2.3% 1.4% 100.0%

６５～６９歳（n=322） 78.3% 13.0% 5.9% 1.9% 0.9% 100.0%

７０～７４歳（n=399） 77.9% 10.5% 5.8% 3.5% 2.3% 100.0%

７５歳以上（n=800） 59.5% 14.8% 10.5% 6.5% 8.8% 100.0%

・歩行可能な距離を年齢別にみ

ると、「1km（約16 分）程

度でも問題なく歩ける」の割

合は75歳以上で他の世代と

比べて低くなっています。

「500m（約8分）程度なら

歩ける」の割合は小学生及び

75歳以上、「300m（約5

分）程度なら歩ける」及び

「歩行困難」の割合は75歳

以上で他の世代と比べて高く

なっています。

・スマートフォン等の保有状況

は、全体の8割以上が「ス

マートフォン・タブレット」

を保有しています。年齢別に

みると、 「スマートフォ

ン・タブレット」の保有割合

は、高齢になるにつれて低く

なっています。

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

・山手地域（山手町・山芦屋町・東山町・東芦屋町・西山町・三条町）にお住いの全世帯

を対象に、普段の移動状況や公共交通に対する意識を把握し、山手地域におけるデマン

ド型交通等の導入検討に活用することを目的としたアンケート調査を実施しました。

【調査対象】

・山手地域（山手町・山芦屋町・東山町・東芦屋町・西山町・三条町）に在住するすべて

の世帯（世帯のうち、小学生以上を調査対象）

【調査期間】

・令和6年（2024年）6月19日（水）～7月3日（水）

【調査方法】

・郵送により配布し、郵送またはＷＥＢにて回収

【配布部数と回収部数】

・配布部数：5,267部
・回収部数：2,201部（回収率：41.8%）

（回答世帯数：2,201世帯、回答人数：3,845人）

【調査項目】

・現在の外出状況について（平日・休日の外出行動、外出時の困りごとについて）、芦屋

市内の公共交通について（バス及びタクシーの利用状況、新たな交通手段（デマンド型

交通）の利用意向、公共交通に対する意識）、個人属性

【サンプル数の見方について】
・ 基数となるべき実数は「n」（回答者数）、複数回答が

可能な設問では総回答数を「N」としている。

●スマートフォン等の保有状況（年齢別）

スマートフォン・タブレットを
持っている



1.9%

0.4%

0.8%

3.7%

3.8%

0.0%

3.3%

8.7%

9.5%

20.3%

4.3%

7.2%

4.0%

9.8%

35.8%

16.3%

8.3%

70.1%

46.2%

33.6%

32.7%

2.3%

2.3%

1.5%

1.2%

6.7%

4.7%

2.9%

0.4%

0.6%

0.0%

0.1%

1.0%

0.0%

1.1%

1.1%

0.6%

0.3%

1.2%

1.4%

1.3%

3.6%

1.1%

0.4%

0.3%

1.9%

0.5%

2.7%

2.2%

7.3%

3.8%

19.5%

3.0%

13.0%

10.7%

21.8%

41.5%

66.1%

49.1%

14.6%

20.2%

43.0%

22.5%

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

全体（n=3750）

通勤 （n=1542）

通学 （n=399）

買い物 （n=1169）

通院 （n=208）

娯楽・レジャー （n=149）

その他(散歩や送迎など) 

（n=275）

岩園橋周辺 阪急芦屋川駅周辺

ＪＲ芦屋駅周辺 阪神芦屋駅周辺

阪神打出駅周辺 シーサイドセンター周辺

センター地区（潮芦屋）周辺 その他芦屋市内

市外

36.4%

55.6%

37.8%

39.5%

17.9%

27.4%

40.5%

46.9%

39.2%

54.4%

47.7%

38.5%

51.8%

36.3%

12.9%

1.1%

2.2%

10.0%

30.8%

17.8%

15.7%

3.8%

4.2%

5.6%

2.8%

12.8%

3.0%

7.5%

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

全体（n=3408）

通勤 （n=189）

通学 （n=90）

買い物 （n=1517）

通院 （n=39）

娯楽・レジャー

（n=1075）

その他(散歩や送迎など) 

（n=491）

週に2～3日 週に1日 1ヵ月に1～2日 その他

60.9%

83.5%

92.3%

32.7%

8.4%

34.8%

61.8%

28.0%

14.0%

4.6%

52.3%

29.1%

46.8%

25.0%

6.7%

1.0%

0.5%

12.3%

21.2%

11.3%

10.3%

3.1%

0.3%

0.5%

2.1%

35.0%

7.1%

1.1%

1.4%

1.0%

2.1%

0.6%

6.4%

1.8%

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

全体（n=3685）

通勤 （n=1524）

通学 （n=389）

買い物 （n=1151）

通院 （n=203）

娯楽・レジャー

（n=141）

その他(散歩や送迎など) 

（n=272）

週に4～5日 週に2～3日 週に1日 1ヵ月に1～2日 その他

2

普段の外出状況（休日）○普段の外出状況（平日） ●主な外出先（外出目的別）

●主な外出先への外出頻度（外出目的別）

●主な外出先（外出目的別）

●主な外出先への外出頻度（外出目的別）

●主な外出先への交通手段 ●主な外出先への交通手段

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

14.6%

12.7%

1.3%

12.1%

4.4%

18.2%

6.2%

1.2%

6.0%

55.6%

4.5%

0% 20% 40% 60%

阪急電鉄

JR

阪神電鉄

路線バス

タクシー

自家用車(自分で運転)

自家用車(乗せてもらう)

自動二輪・原付

自転車

徒歩

その他

（N=6296、n=3686）

交通手段分担率

公共交通系
＋自動車系の併記

2.8％

公共交通系42.0％

自動車系24.8％

自動二輪・原付1.1％

自転車4.4％

徒歩24.4％

その他0.5％

10.3%

9.1%

0.6%

10.5%

4.7%

31.4%

14.6%

1.2%

49.8%

5.7%

1.2%

0% 20% 40% 60%

阪急電鉄

JR

阪神電鉄

路線バス

タクシー

自家用車(自分で運転)

自家用車(乗せてもらう)

自動二輪・原付

徒歩

自転車

その他

（N=4780、n=3438）

交通手段分担率

公共交通系
＋自動車系の併記

1.4％

公共交通系26.6％

自動車系42.5％

自動二輪・原付0.9％

自転車4.5％

徒歩23.8％

その他0.2％
※複数回答（主な外出先への交通手段）※複数回答（主な外出先への交通手段）

・平日の主な外出先は、「市

外」の割合が約42％と最も高

く、次いで、「JR芦屋駅周

辺」が約36％、「阪急芦屋川

駅周辺」が約9％です。

・外出目的別にみると、通勤、

通学及び娯 楽・レジャ ーは

「市外」の割合が最も高く、

買い物、通院及びその他（散

歩や送迎など）は、「JR芦屋

駅周辺」の 割合が最も 高く

なっています。

・外出頻度は、「週に4～5日」

の割合が6割以上を占めていま

す。

・外出目的別でみると、通勤、

通学及びその他は「週に4～5

日」、買い 物及び娯楽 ・レ

ジャーは「週に2～3日」の割

合が最も高くなっています。

・主な外出先への交通手段は、

「公共交通 系」の割合 が約

42％と最も高く、次いで「自

動車系」が約25％、「徒歩」

が約24％です。

・休日の主な外出先は、「市

外」の割合が約49％と最も高

く、次いで、「JR芦屋駅周

辺」が約32％、「その他芦屋

市内」が約7％です。

・外出目的別にみると、通勤、

通学及び娯楽・レジャー目的

は「市外」の割合が最も高く、

買い物及び通院は、「JR芦屋

駅周辺」の 割合が最も 高く

なっています。

・外出頻度は、「週に1日」以上

の割合が8割以上を占めていま

す。

・外出頻度を目的別でみると、

通院以外において、「週に1

日」以上の割合が概ね8割以上

を占めています。

・主な外出先への交通手段は、

「自動車系」が約43％、

「公共交通系+自動車系の併

記」が約1％を占め、自動車

系の分担率が平日と比べて

高くなっています。

【参考資料】アンケート調査結果概要

1.7%

1.1%

1.1%

2.6%

4.8%

0.3%

2.2%

4.5%

6.8%

14.3%

2.4%

11.9%

3.7%

10.1%

31.5%

19.5%

13.2%

51.2%

33.3%

12.1%

21.6%

1.4%

2.6%

1.1%

0.9%

7.1%

0.9%

3.4%

0.3%

1.1%

0.3%

2.4%

0.3%

0.4%

1.6%

0.5%

1.8%

2.4%

1.3%

2.2%

2.7%

0.5%

3.8%

1.5%

3.4%

6.8%

5.3%

5.5%

3.6%

16.7%

6.1%

18.5%

49.3%

63.7%

63.7%

33.4%

21.4%

73.9%

38.1%

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

全体（n=3569）

通勤 （n=190）

通学 （n=91）

買い物 （n=1595）

通院 （n=42）

娯楽・レジャー （n=1149）

その他(散歩や送迎など) （n=496）

岩園橋周辺 阪急芦屋川駅周辺

ＪＲ芦屋駅周辺 阪神芦屋駅周辺

阪神打出駅周辺 シーサイドセンター周辺

センター地区（潮芦屋）周辺 その他芦屋市内

市外



15.4%

9.9%

25.9%

27.2%

31.0%

54.0%

29.7%

29.1%

30.3%

36.2%

36.2%

21.8%

54.8%

61.1%

43.8%

36.6%

32.8%

24.1%

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

全体（n=3590）

1km（約16 分）程度でも

問題なく歩ける（n=2540）

800m（約13 分）程度

なら歩ける（n=509）

500m（約8 分）程度

なら歩ける（n=254）

300m（約5分）程度

なら歩ける（n=116）

歩行困難（n=87）

困ることがよくある 困ることがたまにある 困ることはない

15.4%

13.9%

4.8%

11.6%

11.0%

19.3%

28.1%

29.7%

35.0%

24.9%

28.3%

25.1%

36.5%

30.8%

54.8%

51.2%

70.3%

60.1%

63.9%

44.2%

41.1%

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

全体

（n=3590）

三条町

（n=692）

西山町

（n=374）

東芦屋町

（n=584）

東山町

（n=712）

山芦屋町

（n=466）

山手町

（n=627）

困ることがよくある 困ることがたまにある 困ることはない

困りごとがある

・外出時の困りごとの有無は、「困ることがある（困ることがよくある＋困ることがたま

にある）」が約45％です。

・住まいの地域別でみると、「困ることがある（困ることがよくある＋困ることがたまに

ある） 」の割合は、三条町、山芦屋町、山手町が他の地域と比べて高くなっています。

・歩行可能距離別でみると、「困ることがある（困ることがよくある＋困ることがたまに

ある）」の割合は歩行可能距離が短くなるにつれて高くなっています。
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○外出時の困りごとについて

●外出時の困りごとの有無（住まいの地域別） ●外出時の困りごとの有無（歩行可能距離別）

・外出時に困ることがあるときの外出目的は、「買い物」の割合が約41％と最も高く、

次いで「通院」が約28％です。

・年齢別でみると、「通勤」は40～49歳及び50～59歳、「通学」は小学生から高校生

～20歳未満、「買い物」は30～39歳以上、「通院」は高齢になるにつれて、割合が

高くなっています。

●外出時に困ることがあるときの外出目的（年齢別）

通勤 通学 買い物 通院
娯楽・レ
ジャー

その他(散歩
や送迎など)

総回答数

全体（N=1933、n=1452） 21.2% 8.5% 41.3% 28.0% 20.4% 13.6% 133.1%

小学生（N=46、n=38） 0.0% 50.0% 13.2% 5.3% 21.1% 31.6% 121.1%

中学生（N=42、n=33） 6.1% 60.6% 3.0% 3.0% 39.4% 15.2% 127.3%

高校生～２０歳未満（N=81、n=60） 5.0% 80.0% 10.0% 5.0% 28.3% 6.7% 135.0%

２０～２９歳（N=84、n=66） 19.7% 39.4% 24.2% 7.6% 22.7% 13.6% 127.3%

３０～３９歳（N=93、n=67） 37.3% 1.5% 46.3% 14.9% 17.9% 20.9% 138.8%

４０～４９歳（N=188、n=147） 44.2% 2.0% 40.8% 6.1% 19.0% 15.6% 127.9%

５０～５９歳（N=322、n=251） 40.6% 0.8% 39.8% 12.7% 20.7% 13.5% 128.3%

６０～６４歳（N=193、n=142） 31.0% 0.0% 41.5% 28.9% 19.7% 14.8% 135.9%

６５～６９歳（N=138、n=105） 19.0% 0.0% 49.5% 23.8% 29.5% 9.5% 131.4%

７０～７４歳（N=209、n=154） 10.4% 0.6% 50.0% 37.0% 24.0% 13.6% 135.7%

７５歳以上（N=501、n=359） 4.5% 0.6% 51.3% 59.1% 13.6% 10.6% 139.6%

●外出時に困る理由（住まいの地域別）
住まいの地
域にバス等
の公共交通

がない

坂があり移
動が困難

自動車等の
運転に不安

がある

身近に送迎
してくれる
人がいない

タクシーだ
と料金が高

い

タクシーが
つかまらな

い
その他 総回答数

全体（N=2610、n=1606） 33.6% 49.6% 5.4% 9.8% 26.8% 18.7% 18.7% 162.5%

三条町（N=565、n=233） 75.1% 79.0% 7.7% 10.3% 30.9% 24.0% 15.5% 242.5%

西山町（N=149、n=40） 22.5% 52.5% 30.0% 42.5% 90.0% 67.5% 67.5% 372.5%

東芦屋町（N=360、n=134） 47.8% 94.8% 6.7% 17.2% 51.5% 29.1% 21.6% 268.7%

東山町（N=387、n=134） 38.1% 80.6% 9.0% 14.2% 50.0% 40.3% 56.7% 288.8%

山芦屋町（N=431、n=169） 80.5% 71.0% 7.1% 17.8% 36.7% 27.8% 14.2% 255.0%

山手町（N=630、n=262） 33.2% 79.4% 8.0% 14.1% 41.2% 26.3% 38.2% 240.5%

※複数回答（外出時に困る理由）

・外出時に困るときの対応方法は、「タクシーを利用する」及び「徒歩で移動する」の割

合がともに約45％です。

・歩行可能距離別でみると、「タクシーを利用する」の割合は、500m（約8分）程度な

ら歩けるから歩行困難にかけて高くなっています。「徒歩で移動する」の割合は歩行可

能距離が短くなるにつれて低くなっています。「外出するのを控える」の割合は、

300m（約5分）程度なら歩ける及び歩行困難が他と比べて高くなっています。

●外出時に困るときの対応方法（歩行可能距離別）

※複数回答（外出時に困るときの対応方法）

タクシーを
利用する

家族や知人
に送迎して

もらう

自転車を利
用する

徒歩で移動
する

外出するの
を控える

その他 総回答数

全体（N=2292、n=1586） 44.6% 24.0% 5.5% 44.7% 16.1% 9.6% 144.5%

1km（約16 分）程度でも
問題なく歩ける（N=1380、n=961）

40.1% 21.6% 5.9% 52.1% 13.3% 10.5% 143.6%

800m（約13 分）程度
なら歩ける（N=415、n=284）

46.8% 27.1% 5.3% 41.2% 18.0% 7.7% 146.1%

500m（約8 分）程度
なら歩ける（N=247、n=160）

54.4% 30.6% 8.1% 36.3% 18.8% 6.3% 154.4%

300m（約5分）程度
なら歩ける（N=108、n=78）

53.8% 21.8% 2.6% 20.5% 33.3% 6.4% 138.5%

歩行困難（N=88、n=63） 65.1% 28.6% 0.0% 4.8% 27.0% 14.3% 139.7%

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

・外出時に困る理由は、「坂があり移動が困難」の割合が約50％と最も高く、次いで

「住まいの地域にバス等の公共交通がない」が約34％、「タクシーだと料金が高い」

が約27％です。

・住まいの地域別でみると、いずれの地域においても「坂があり移動が困難」の割合が高

い傾向です。「住まいの地域にバス等の公共交通がない」の割合は、三条町及び山芦屋

町が他の地域と比べて高くなっています。「タクシーだと料金が高い」の割合は、西山

町、東芦屋町及び東山町が他の地域と比べて高くなっています。

困りごとがある

【参考資料】アンケート調査結果概要



8.1%

2.2%

5.5%

8.6%

6.5%

5.2%

14.4%

12.8%

5.8%

4.1%

12.2%

13.4%

8.2%

20.6%

24.8%

24.6%

25.5%

29.9%

17.0%

28.4%

24.9%

16.7%

17.4%

21.4%

11.7%

18.5%

20.9%

14.1%

37.6%

50.0%

43.4%

37.6%

44.6%

37.3%

26.0%

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

全体（n=1279）

三条町（n=138）

西山町（n=145）

東芦屋町（n=197）

東山町（n=276）

山芦屋町（n=134）

山手町（n=354）

ほぼ毎日 週に4～5日 週に2～3日

週に1日 1ヵ月に1～2日

14.9%

6.7%

5.6%

11.5%

12.5%

12.0%

6.9%

11.4%

12.3%

11.4%

15.5%

28.9%

21.6%

12.5%

26.8%

24.5%

17.5%

18.8%

20.6%

22.3%

18.8%

20.6%

24.6%

22.8%

39.1%

54.8%

52.1%

47.5%

43.1%

35.1%

47.5%

44.0%

44.4%

36.8%

33.8%

27.1%

24.4%

26.0%

15.5%

16.5%

26.9%

34.0%

25.1%

22.3%

24.5%

31.1%

26.1%

21.2%

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

全体（n=3663）

小学生（n=104）

中学生（n=71）

高校生～２０歳未満

（n=139）

２０～２９歳（n=160）

３０～３９歳（n=191）

４０～４９歳（n=423）

５０～５９歳（n=686）

６０～６４歳（n=351）

６５～６９歳（n=315）

７０～７４歳（n=394）

７５歳以上（n=764）

よく利用する 時々利用する

ほとんど利用しない 利用したことがない

・路線バス利用の有無は、 「利

用する（よく利用する＋時々

利用する）」の割合が約37％

です。

・年齢別にみると、65～69歳

以下の世代は「利用しない

（ほとんど利用しない＋利用

したことがない）」の割合が

6割以上を占めています。

「利用する（よく利用する＋

時々利用する）」は、高齢に

なるにつれて高くなっていま

す。
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・路線バスの利用頻度は、「週

に1日以上」の割合は、6割以

上を占めています。

・住まいの地域別でみると、

「週に1日以上」の割合は、

東芦屋町、山芦屋町及び山手

町で6割以上を占めています。

○バスの利用状況について

利用しない（ほとんど利用しない
＋利用したことがない）

利用する（よく利用する＋
時々利用する）

・路線バスの利用目的は、「買

い物」の割合が約37％と最も

高く、次いで「通勤」が約

21％、「娯楽・レジャー」が

約15％です。

・年齢別にみると、「通勤」の

割合は、20～29歳から50～

59歳にかけて高く、「通学」

の割合は、高校生～20歳未満

で約68％を占めています。

「買い物」の割合は、高齢に

なるにつれて高くなっていま

す。

週1日以上

●路線バスの利用目的（年齢別）

●路線バス利用の有無（年齢別） ●路線バスの利用頻度（住まいの地域別）

・路線バスでの移動に対する満

足度を見ると、「満足（満足

＋どちらかといえば満足）」

の割合が約58％であり、「不

満（どちらかといえば不満＋

不満）」 が約42％です。

・利用頻度別にみると、ほぼ毎

日利用している人は、「満

足」の割合が約31%と最も高

くなっています。

●路線バスでの移動に対する満足度（利用頻度別）

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

【参考資料】アンケート調査結果概要

20.5%

4.3%

37.5%

37.3%

38.4%

39.6%

29.9%

23.0%

8.3%

5.6%

5.2%

31.6%

39.1%

68.1%

29.2%

1.8%

0.4%

0.9%

0.6%

0.3%

37.1%

5.3%

6.4%

10.4%

25.4%

21.4%

27.8%

31.8%

39.0%

45.9%

56.7%

10.8%

2.1%

6.8%

4.5%

3.0%

15.0%

7.0%

12.7%

19.5%

14.9%

31.6%

30.4%

12.8%

14.6%

16.9%

20.5%

17.8%

14.0%

20.0%

17.2%

8.2%

11.5%

31.6%

30.4%

8.5%

6.3%

13.6%

13.4%

11.3%

8.4%

11.0%

15.3%

9.7%

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

全体（n=1319）

小学生（n=19）

中学生（n=23）

高校生～２０歳未満

（n=47）

２０～２９歳（n=48）

３０～３９歳（n=59）

４０～４９歳（n=112）

５０～５９歳（n=230）

６０～６４歳（n=107）

６５～６９歳（n=100）

７０～７４歳（n=157）

７５歳以上（n=390）

通勤 通学 買い物 通院 娯楽・レジャー その他

18.3%

30.5%

15.5%

18.9%

13.9%

17.9%

39.5%

27.4%

36.5%

37.4%

47.9%

39.6%

27.9%

21.1%

33.8%

27.6%

26.8%

29.2%

14.3%

21.1%

14.2%

16.1%

11.3%

13.3%

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

全体（n=1206）

ほぼ毎日（n=95）

週に4～5日（n=148）

週に2～3日（n=286）

週に1日（n=194）

1ヵ月に1～2日

（n=442）

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

不満（どちらかと
いえば不満＋不満）

満足（満足＋どちら
かといえば満足）



37.7%

13.0%

6.8%

7.0%

10.7%

7.9%

6.4%

15.6%

29.7%

40.7%

61.4%

88.4%

62.3%

87.0%

93.2%

93.0%

89.3%

92.1%

93.6%

84.4%

70.3%

59.3%

38.6%

11.6%

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

全体（n=2249）

小学生（n=54）

中学生（n=44）

高校生～２０歳未満

（n=71）

２０～２９歳（n=84）

３０～３９歳（n=114）

４０～４９歳（n=251）

５０～５９歳（n=441）

６０～６４歳（n=249）

６５～６９歳（n=214）

７０～７４歳（n=233）

７５歳以上（n=457）

電話予約 インターネット予約

16.2%

17.9%

22.2%

36.1%

33.0%

20.2%

19.3%

7.5%

5.2%

1.8%

28.6%

28.6%

21.4%

1.9%

0.9%

0.5%

1.9%

28.3%

7.1%

10.7%

27.8%

22.2%

14.9%

19.2%

29.8%

36.7%

39.6%

15.1%

4.8%

14.3%

7.1%

7.1%

4.3%

7.7%

10.5%

13.6%

30.2%

21.9%

47.6%

57.1%

42.9%

42.9%

33.3%

23.1%

23.4%

33.7%

25.4%

21.8%

11.5%

16.7%

19.0%

28.6%

14.3%

14.8%

17.6%

23.9%

17.3%

14.9%

20.4%

13.5%

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

全体（n=1195）

小学生（n=21）

中学生（n=7）

高校生～２０歳未満

（n=14）

２０～２９歳（n=28）

３０～３９歳（n=54）

４０～４９歳（n=108）

５０～５９歳（n=188）

６０～６４歳（n=104）

６５～６９歳（n=114）

７０～７４歳（n=147）

７５歳以上（n=384）

通勤 通学 買い物 通院 娯楽・レジャー その他

・ タ ク シ ー の 利 用 状 況 は 、

「 1 ヵ 月 に 1 日 以 上 」 が 約

34％、「悪天候や緊急時の

み」が約25％です。

・年齢別でみると、「1ヵ月に1

日以上」の割合は、高齢にな

るにつれて高くなっています。

5

○タクシーの利用状況について

・タクシーの利用目的は、「買

い物」の割合が約28％と最も

高 く 、 次 い で 「 娯 楽 ・ レ

ジャー」が約22％です。

・年齢別でみると「通勤」の割

合は40～49歳及び50～59

歳で高く、「買い物」及び

「通院」の割合は高齢になる

につれて高くなっています。

●タクシーの利用状況（年齢別）

●タクシーの利用目的（年齢別）

・デマンド型交通が運行されるようになった場合における利用意向は、「利用する」の割合

が約30％です。

・住まいの地域別でみると、「利用する」の割合は三条町、山芦屋町及び山手町が他地区と

比べて、高くなっています。

・外出時の困りごと有無別でみると、「利用する」の割合は、困りごとがよくある方の6割以

上を占めています。

○デマンド型交通の利用意向について（1/2）

●デマンド型交通の利用意向（外出時の困りごと有無別）●デマンド型交通の利用意向（住まいの地域別）

●予約方法（年齢別）
・デマンド型交通の予約方法は、

「インターネット予約」の割合が

高齢になるほど低くなり、「電話

予約」の割合が高くなる傾向にあ

ります。

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

※ デマンド型交通の利用意向において「利用する」
及び「わからない」と回答した方が対象

【参考資料】アンケート調査結果概要

1.1%

1.0%

1.5%

1.0%

0.6%

1.0%

1.6%

1.8%

1.3%

1.0%

0.5%

1.0%

0.7%

0.9%

1.6%

2.6%

2.2%

5.4%

1.0%

0.6%

4.3%

3.9%

3.4%

3.5%

6.4%

6.5%

11.4%

7.8%

5.9%

1.5%

3.1%

6.5%

9.2%

6.5%

5.5%

6.4%

9.0%

7.6%

12.3%

18.1%

11.9%

9.2%

7.8%

11.0%

15.2%

13.6%

17.3%

18.9%

18.6%

20.9%

23.8%

24.7%

20.8%

24.6%

22.7%

26.0%

23.9%

28.3%

29.1%

30.8%

23.5%

23.5%

17.7%

41.6%

58.4%

64.6%

66.4%

55.8%

46.7%

45.3%

42.9%

39.0%

39.9%

37.3%

30.8%

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

全体（n=3574）

小学生（n=101）

中学生（n=65）

高校生～２０歳未満

（n=128）

２０～２９歳（n=154）

３０～３９歳（n=184）

４０～４９歳（n=413）

５０～５９歳（n=671）

６０～６４歳（n=344）

６５～６９歳（n=311）

７０～７４歳（n=383）

７５歳以上（n=757）

ほぼ毎日 週に4～5日 週に2～3日

週に1日 1ヵ月に1～2日 悪天候や緊急時のみ

ほとんど利用しない

1ヵ月に1日以上

29.7%

36.4%

19.0%

27.7%

18.0%

39.8%

38.8%

40.1%

38.3%

40.1%

41.7%

44.4%

38.6%

37.5%

30.2%

25.3%

40.9%

30.6%

37.6%

21.6%

23.8%

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

全体

（n=3526）

三条町

（n=687）

西山町

（n=369）

東芦屋町

（n=575）

東山町

（n=718）

山芦屋町

（n=435）

山手町

（n=614）

利用する わからない 利用しない

利用する

29.7%

63.5%

43.8%

13.0%

40.1%

26.8%

45.7%

40.0%

30.2%

9.7%

10.5%

47.0%

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

全体（n=3526）

困ることがよくある

（n=515）

困ることがたまにある

（n=1011）

困ることはない

（n=1861）

利用する わからない 利用しない

利用する



39.3%

37.3%

34.7%

35.3%

35.3%

40.5%

52.1%

36.7%

41.1%

38.7%

34.3%

36.6%

39.2%

32.9%

19.5%

17.9%

22.6%

24.1%

24.0%

14.4%

12.2%

4.6%

3.6%

3.9%

6.3%

4.1%

5.9%

2.8%

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

全体

（n=3553）

三条町

（n=686）

西山町

（n=380）

東芦屋町

（n=586）

東山町

（n=725）

山芦屋町

（n=439）

山手町

（n=605）

日常生活のためになくては困るもの

日常生活では使わないが、ないと困る場面がある

必要性を感じないもの

その他

39.2%

36.7%

57.6%

38.7%

45.0%

30.3%

21.0%

31.5%

40.2%

22.9%

31.8%

29.5%

30.3%

30.4%

7.1%

10.7%

2.8%

2.3%

7.8%

3.4%

16.7%

4.1%

3.0%

2.1%

4.6%

3.1%

4.5%

7.2%

5.8%

1.8%

3.5%

6.9%

3.9%

16.9%

8.0%

8.1%

3.6%

8.3%

11.6%

8.9%

5.6%

9.4%

4.2%

4.1%

2.8%

4.0%

1.9%

9.0%

7.2%

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

全体

（n=102…

三条町

（n=169）

西山町

（n=144）

東芦屋町

（n=173）

東山町

（n=258）

山芦屋町

（n=89）

山手町

（n=138）

徒歩による移動で間に合っているから

自転車や自動車の移動で間に合っているから

家族や知人が送迎してくれるから

予約の手間が面倒だから

他人と乗り合わせるのがいやだから

今ある路線バスやタクシーの方が利用しやすいから

その他

・デマンド型交通の運賃は、

「200円程度/回」が約33%

と最も高く、次いで「300円

程度/回」が約28％です。

・デマンド型交通の利用意向別

に み る と 、 「 100 円 程 度 /

回」及び「200円程度/円」

の割合は、デマンド型交通を

利用すると回答した方が、利

用しないと回答した方と比べ

て高くなっています。
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○デマンド型交通の利用意向について（2/2）

・公共交通（路線バスやデマンド型交通等）の必要性は、「日常生活のためになくては困る

もの」が約39%と最も高く、次いで「日常生活では使わないが、ないと困る場面がある」

が約37％、「必要性を感じないもの」が約20％です。

・住まいの地域別でみると、「日常生活のためになくては困るもの」の割合は山手町におい

て他地区と比べ、高くなっています。

○公共交通に関する意識について（1/2）

・デマンド型交通等が導入された場合、地域や個人でできることは、「公共交通の積極的な利

用」が約48%と最も高く、次いで「分からない」が41％です。

・住まいの地域別にみると、「公共交通の積極的な利用」の割合は三条町、山芦屋町及び山手

町において、他の地区と比べて高くなっています。

●運賃（デマンド型交通の利用意向別）

●公共交通（路線バスやデマンド型交通等）の必要性（住まいの地域別）

●デマンド型交通等が導入された場合、地域や個人で協力できること（住まいの地域別）

※複数回答（デマンド型交通等が導入された場合、地域や個人で協力できること）

公共交通の
積極的な

利用

公共交通利
用の積極的
なPR活動へ

の参加

協賛金等に
よる資金協

力

デマンド型
交通等の運
営や運行計
画の策定等
への参加

地元や個人
でできるこ
とはない

分からない その他 総回答数

全体（N=4379、n=3554） 48.2% 8.7% 5.5% 8.5% 8.9% 41.0% 2.4% 123.2%

三条町（N=880、n=693） 54.4% 10.5% 6.8% 8.9% 7.4% 37.2% 1.7% 127.0%

西山町（N=465、n=379） 43.8% 9.5% 2.9% 6.9% 12.7% 44.3% 2.6% 122.7%

東芦屋町（N=713、n=585） 44.4% 9.6% 5.0% 9.6% 9.1% 41.5% 2.7% 121.9%

東山町（N=858、n=721） 42.0% 5.5% 4.6% 6.4% 9.8% 47.9% 2.8% 119.0%

山芦屋町（N=547、n=436） 56.9% 7.8% 6.2% 8.9% 7.6% 35.8% 2.3% 125.5%

山手町（N=755、n=611） 51.7% 10.1% 6.4% 9.2% 6.7% 37.8% 1.6% 123.6%

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

：JR芦屋駅周辺の施設

：市内の施設

：市外の施設

：不明（施設名称・所在地が
特定できないもの）

・デマンド型交通を利用しない理

由は、「徒歩による移動で間に

合ってるから」が約39%と最も

高く、次いで「自転車や自動車

の移動で間に合っているから」

が約32％です。

・住まいの地域別にみると、いず

れの地域においても「徒歩によ

る移動で間に合ってるから」及

び「自転車や自動車の移動で間

に合っているから」 が占める割

合が高く、「家族や知人が送迎

してくれるから」の割合は山手

町で他の地域よりも高くなって

います。

・買い物施設の目的地は、

JR芦屋駅周辺の施設が

7割以上を占めています。

・ 医療施設の目的地は、

「市立芦屋病院」が最

も多く、次いで「宮崎

内科クリニック」の順

です。

●利用しない理由（住まいの地域別）

●デマンド型交通利用時における希望する行き先（※複数回答）

順位 施設名称 回答数

1 コープデイズ芦屋（ラポルテ東館内） 161

2 いかり芦屋店（岩園町） 43

3 大丸芦屋店（モンテメール内） 21

4 スーパーマルハチ南芦屋浜店（海洋町） 20

5 モンテメール（船戸町） 16

5 ラポルテ（船戸町） 16

7 ビッグビーンズ芦屋店（大原町） 8

8 セルバ甲南山手（神戸市東灘区） 7

9 コーナン南芦屋浜店（海洋町） 3

9 パル・ヤマト 芦屋店（川西町） 3

- その他〔回答数N=2以下の施設〕 18

- コープ（店舗名不明） 30

- スーパー（施設名称不明） 9

- 万代（店舗名称不明） 3

総回答数 358

回答者数 303

順位 施設名称 回答数

1 市立芦屋病院（朝日ケ丘町） 70

2 宮崎内科クリニック（春日町） 3

3 よねくらクリニック（船戸町） 2

3 芦屋たいらクリニック（川西町） 2

3 吉田内科クリニック（業平町） 2

3 南芦屋浜病院（陽光町） 2

- その他〔回答数N=1の施設〕 17

- クリニック（施設名称不明） 79

- 病院（施設名称不明） 11

- 医院（施設名称不明） 4

総回答数 192

回答者数 187

・買い物施設の目的地 ・医療施設の目的地
※ デマンド型交通の利用意向において「利用する」と回答した方が対象

※ デマンド型交通の利用意向において「利用しない」と回答した方が対象

【参考資料】アンケート調査結果概要

20.2%

23.9%

20.4%

15.7%

32.5%

34.7%

33.6%

29.6%

27.7%

27.2%

28.2%

27.4%

5.7%

6.0%

5.4%

5.9%

9.1%

6.7%

8.5%

12.2%

4.9%

1.4%

3.9%

9.1%

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

全体

（n=3494）

利用する

（n=1044）

わからない

（n=1370）

利用しない

（n=985）

100円程度/回 200円程度/回 300円程度/回

400円程度/回 500円程度/回 その他



16.4%

10.1%

17.5%

21.4%

83.6%

89.9%

82.5%

78.6%

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

全体（n=854）

６５～６９歳（n=277）

７０～７４歳（n=286）

７５歳以上（n=290）

近々返納するつもり、返納してもよい しばらくは返納しない

39.8%

41.9%

34.6%

39.6%

32.1%

44.1%

43.8%

28.3%

28.4%

34.6%

23.0%

26.4%

30.7%

29.6%

3.3%

3.5%

1.3%

5.0%

5.0%

3.9%

0.4%

5.3%

6.1%

6.4%

6.5%

5.0%

3.9%

4.0%

8.4%

7.0%

10.3%

10.1%

13.2%

6.3%

5.8%

14.9%

13.1%

12.8%

15.8%

18.2%

11.0%

16.4%

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

全体（N=978、n=684）

三条町（N=229、n=153）

西山町（N=78、n=54）

東芦屋町（N=139、n=105）

東山町（N=159、n=117）

山芦屋町（N=127、n=87）

山手町（N=226、n=152）

自家用車の代替となる公共交通が充実すること

タクシーが、より安価に利用できる

歩行者や自転車利用者が安全に通行できる道路ができる

返納することによる特典がある

その他

条件がそろっても返納はしない

31.0%

19.4%

29.0%

32.6%

35.7%

30.4%

29.9%

28.5%

25.1%

24.4%

30.1%

41.0%

14.5%

22.6%

17.4%

18.9%

17.2%

23.8%

17.7%

14.6%

11.4%

16.1%

11.8%

10.7%

28.1%

19.4%

20.3%

20.5%

16.6%

21.0%

22.5%

31.8%

40.1%

37.6%

33.9%

22.2%

18.0%

21.5%

21.7%

22.7%

21.7%

17.7%

20.8%

18.6%

14.7%

15.1%

16.9%

16.7%

8.3%

17.2%

11.6%

5.3%

8.9%

7.2%

9.1%

6.5%

8.7%

6.8%

7.3%

9.4%

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

全体（n=3468）

小学生（n=93）

中学生（n=69）

高校生～２０歳未満

（n=132）

２０～２９歳（n=157）

３０～３９歳（n=181）

４０～４９歳（n=395）

５０～５９歳（n=657）

６０～６４歳（n=334）

６５～６９歳（n=311）

７０～７４歳（n=372）

７５歳以上（n=702）

既に公共交通中心の生活をしている

たまにならできると思う

将来的にはできると思う

住まいの地域に今よりも公共交通が充実するとできると思う

現状の公共交通の状況だとできない・変わらないと思う

・自家用車中心の生活から公共

交通中心の生活への転換意向

は、「既に公共交通中心の生

活である」の割合が約31％と

最も高く、次いで「将来、高

齢になったらできると思う」

が約28％、「住まいの地域に

今よりも公共交通が充実する

とできると思う」が約18％で

す。

○ 年齢別にみると、「既に公共

交通が中心の生活をしてい

る」の割合は、75歳以上で約

41％と最も高くなっています。

また、「将来的にはできると

思う」の割合は50～59歳か

ら70～74歳にかけて、他の

世代と比べて高くなっていま

す。
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○公共交通に関する意識について（2/2）

・運転免許証を返納するための条件は、「自家用車の代替となる公共交通が充実すること」

の割合が約40％と最も高く、次いで「タクシーが、より安価に利用できる」が約28％で

す。

・住まいの地域別でみると、「自家用車の代替となる公共交通が充実すること」の割合は、

三条町、山芦屋町及び山手町において40％以上を占めています。

●自家用車中心の生活から
公共交通中心の生活への転換意向（年齢別）

●運転免許証を返納するための条件（住まいの地域別）

※ 表示桁数の関係により、計算値が一致しないことがある

・運転免許証の返納意向は、「しばらくは返納しない」の割合が約84％です。年齢別でみ

ると、高齢になるにつれて「近々返納するつもり、返納しても良い」の割合が増加傾向

にありますが、75歳以上の「しばらくは返納しない」の割合は約79％です。

○運転免許証返納の意向について【65歳以上の方が対象】 （1/2）

●運転免許証を返納するための条件（年齢別）

返納意向
あり

返納意向
なし

○運転免許証返納の意向について【65歳以上の方が対象】 （2/2）

【参考資料】アンケート調査結果概要
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【参考資料】アンケート調査票（1/4）
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【参考資料】アンケート調査票（2/4）
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【参考資料】アンケート調査票（3/4）
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【参考資料】アンケート調査票（4/4）


