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Ⅰ 調査の趣旨 
 

１．調査の目的                                

 本アンケート調査は、第５次志免町総合計画の取り組みの成果を測るため、町民生活やまちづくりの

さまざまな課題に対する町民意識を把握することを目的とする。 

 

２．調査概要                                

（１）調査期間 

平成 29年 2月 

（２）調査対象（サンプリング） 

   町内在住の 18 歳以上の男女から 2,000 名を無作為抽出 

（３）調査方法 

   郵送により調査票を発送し、返信用封筒による郵送で回答を回収した。 

（４）回収数・回収率 

   816 件（回収率 40.8%) 

    

３．利用上の注意                                

（１）単数回答の集計については、設問ごとに無回答の項目を設けて、これを含めた全体の基数（標本数）を

100％としている。なお、回答の構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、数表、図表に示す比

率の合計は必ずしも 100％にならない場合がある。 

 

（２）2 つ以上の回答を要する（複数回答）質問の集計については、項目別に、基数（標本数）に対するその項

目を選んだ回答者の割合としている。従って、数表、図表に示す各項目の比率の合計は 100％を超える場合

がある。 

 

（３）ＳＱは前問で特定の回答をした一部の回答者のみに対して続けて行った質問（Sub-Question の略)であ

る。この場合の回答者は設問回答の該当者のみである。 

 

（４）コメントや数表、図表に示す選択肢はスペースの関係で文言を短縮して表記している場合があるので、詳細は

巻末の調査票を参照のこと。 
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４．回答者属性                                                   

 

（１）性別 [SA] (n=816) 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢 [SA] (n=816) 

選択項目 回答数 構成比 

18～29 歳 49 6.0% 

30～39 歳 132 16.2% 

40～49 歳 142 17.4% 

50～64 歳 163 20.0% 

65～74 歳 168 20.6% 

75 歳以上 159 19.5% 

無回答 3 0.4% 

 計 816 100% 

 

（３）家族構成 [SA] (n=816) 

選択項目 回答数 構成比 

１人暮らし 71 8.7% 

夫婦のみ 230 28.2% 

親と子の二世代 392 48.0% 

親、子、孫の三世代 76 9.3% 

その他 43 5.3% 

無回答 4 0.5% 

 計 816 100% 

 

選択項目 回答数 構成比 

女性 479 58.7% 

男性 334 40.9% 

無回答 3 0.4% 

 計 816 100% 
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（４）１８歳未満の子どもの数 [SA] (n=816) 

 

 

（５）お住まいの地区 [SA] (n=816) 

選択項目 回答数 構成比 

東小学校区 141 17.3% 

南小学校区 148 18.1% 

中央小学校区 235 28.8% 

西小学校区 246 30.1% 

無回答 46 5.6% 

 計 816 100% 

 

 

 

（６）志免町の居住年数 [SA] (n=816) 

 

 

 

 

 

選択項目 回答数 構成比 

０人 560 68.6% 

１人 90 11.0% 

２人 102 12.5% 

３人 38 4.7% 

４人 5 0.6% 

５人以上 0 0.0% 

無回答 21 2.6% 

 計 816 100% 

選択項目 回答数 構成比 

３年未満 61 7.5% 

３～５年未満 39 4.8% 

５～10 年未満 96 11.8% 

10～20 年未満 135 16.5% 

20～30 年未満 131 16.1% 

30 年以上 351 43.0% 

無回答 3 0.4% 

 計 816 100% 
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（７）職業 [SA] (n=816) 

選択項目 回答数 構成比 

学生 12 1.5% 

会社員・公務員・団体職員 258 31.6% 

パート・アルバイト 124 15.2% 

自営業 54 6.6% 

無職 196 24.0% 

家事専業 147 18.0% 

その他 20 2.5% 

無回答 5 0.6% 

 計 816 100% 

 

（７）－1 勤め先・通学先はどちらですか [SA]（n=394) 

  （（７）で「学生」「会社員・公務員・団体職員」「パート・アルバイト」と答えた方） 

選択項目 回答数 構成比 

町内 82 20.8% 

糟屋郡内（志免町除く） 82 20.8% 

福岡市 194 49.2% 

その他 32 8.1% 

無回答 4 1.0% 

 計 394 100% 
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Ⅱ 集計分析結果 
 

１．幸福実感、まちの愛着度・今後の居住意向について                                

（１）調査結果の総括 

  幸福実感に対する評価（問１～5） 

○ 回答者の幸福実感については全体平均で 6.73 点となり、幸せと実感している町民の割合が高いことがわか

ります。特に、39 歳以下女性の幸福実感度が他の年代と比較して高くなっています。39 歳以下の女性が幸

福実感において重視する点は「家族関係」「健康状態」「所得・収入」となっています。 

○ 一方、40 歳代男性の幸福実感度が他の年代と比べて低い傾向にあります。問 2 の幸福実感の判断基準

で「思う自分の理想との比較」「将来への期待・不安」に対する回答が高く、また問 3 の幸福実感の重視事項

で「家族関係」「健康状態」「所得・収入」に対する回答が高いことから、子育て世代の家族関係・仕事関係、

そして健康面での理想と現実とのギャップ・将来に対する不安が幸福実感の障害になっているものと推察されま

す。 

○ 5 年後の幸福実感については、5 年前と比較した幸福実感と比べ、幸せになっていると思う回答率から

15.0％減少しており、現在は幸せでも将来に対しての幸せに対して不安である町民が多いことがわかります。 

まちの愛着度と今後の居住意向に対する評価（問６～７） 

○ 志免町に「自分のまち・住み慣れたまち」としての愛着を感じる人は 77.5％となり、過去 5 年間の調査

と比較して中程度の結果となっています。一方、今後の居住意向については、これからも住み続けたい人

は 85.7％となり、まちへの愛着と今後の住み続けたい居住意向とのギャップがある結果となっています。 

○ 年代別でみると、18～29 歳の若年層で低い傾向となっています。 

○ 住み続けたい人の理由は年代によって傾向が分かれており、65 歳以上の高齢層では「長年住み慣れた

まちだから」、40 歳代の子育て層では「交通の便が良いから」が最も多い結果となっています。「交通の便

が良いから」をあげる傾向は居住地域別でみると西小学校区で高く、南小学校で低くなっており、地域に

よってギャップのある結果となっています。 
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（２）調査結果 

1-1 幸福実感の点数 【問 1】 

問１．現在、あなたは実感としてどの程度幸せですか 

 「とても幸せ」を１０点、「とても不幸」を０点とすると、何点くらいになると思いますか  

 いずれかの数字を１つだけ選び、○で囲んでください。 

 

←  とても不幸                                            とても幸せ  → 

０   １   ２   ３   ４   ５   ６   ７   ８   ９   10 

点 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（SA、n=816)  

項 目 回答数 構成比 

0（とても不幸） 3 0.4% 

1 6 0.7% 

2 14 1.7% 

3 30 3.7% 

4 42 5.1% 

5 164 20.1% 

6 72 8.8% 

7 134 16.4% 

8 184 22.5% 

9 93 11.4% 

10（とても幸せ) 61 7.5% 

無回答 13 1.6% 

 計 816 100% 

 

 

●自身の幸福実感に対する点数は「8 点」とする回答が最も多く、全体平均で 6.73 点となっています。 

●性別でみると女性層で幸福である実感が高くなっており、年代別でみると 49 歳以下の女性が女性全体の平

均よりも高い数値を示しています。男性では 50～74 歳が男性全体の平均よりも高い数値を示している一方、

40 歳代は唯一 6.3 点台と他の年代に比べて低くなっています。 

●家族構成別でみると「ひとり暮らし」の回答者が幸福である実感が低くなっています。 

0.4%

0.7%
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5.1%

20.1%

8.8%

16.4%

22.5%

11.4%

7.5%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
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無回答
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 ＜問１：性・年齢別＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.73

6.83

6.96

6.96

6.87

6.82

6.74

6.77

6.58

6.58

6.53

6.36

6.63

6.79

6.53

6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20

全 体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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1-2 幸福実感の判断基準 【問 2】 

問２．幸福実感を判断するうえで、あなたが重視した基準を２つ選び、○で囲んでください 

 

１．思う自分の理想との比較 

２．他人との比較  

３．過去の自分との比較 

４．将来への期待・不安 

 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（MA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 回答数 構成比 

思う自分の理想との比較 460 56.4% 

他人との比較  142 17.4% 

過去の自分との比較 237 29.0% 

将来への期待・不安 475 58.2% 

無回答 19 2.3% 

 

●幸福実感の判断基準は「思う自分の理想との比較」「将来への期待・不安」の 2 項目が多く、50％を越えてい

ます。 

●性・年齢別でみると「思う自分の理想との比較」の回答は、30歳代女性と18～29歳男性、「将来への期待・

不安」の回答は 30 歳代の男性が多くなっています。 

56.4%

17.4%

29.0%

58.2%

2.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

思う自分の理想との比較

他人との比較

過去の自分との比較

将来への期待・不安

無回答
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 ＜問２：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

 

  

 

全

 

 

体

思
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自
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較
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と
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較

将
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へ
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・

不

安

　

無

回

答

  全  体 100.0% 56.4% 17.4% 29.0% 58.2% 2.3%

 816 460 142 237 475 19

女性　計 100.0% 54.7% 17.5% 29.9% 58.0% 2.5%

 479 262 84 143 278 12

18～29歳女性 100.0% 64.0% 24.0% 36.0% 40.0% 4.0%

 25 16 6 9 10 1

30～39歳女性 100.0% 72.7% 14.3% 28.6% 57.1%      -

 77 56 11 22 44      -

40～49歳女性 100.0% 57.5% 17.2% 25.3% 60.9% 3.4%

 87 50 15 22 53 3

50～64歳女性 100.0% 55.6% 16.7% 33.3% 57.8% 1.1%

 90 50 15 30 52 1

65～74歳女性 100.0% 53.1% 25.5% 24.5% 58.2% 3.1%

 98 52 25 24 57 3

75歳以上女性 100.0% 37.6% 11.9% 34.7% 61.4% 4.0%

 101 38 12 35 62 4

男性　計 100.0% 59.0% 17.4% 28.1% 58.7% 1.5%

 334 197 58 94 196 5

18～29歳男性 100.0% 66.7% 25.0% 25.0% 62.5%      -

 24 16 6 6 15      -

30～39歳男性 100.0% 65.5% 14.5% 18.2% 69.1% 1.8%

 55 36 8 10 38 1

40～49歳男性 100.0% 61.8% 3.6% 32.7% 60.0% 1.8%

 55 34 2 18 33 1

50～64歳男性 100.0% 58.9% 20.5% 26.0% 57.5%      -

 73 43 15 19 42      -

65～74歳男性 100.0% 65.7% 18.6% 22.9% 57.1%      -

 70 46 13 16 40      -

75歳以上男性 100.0% 38.6% 24.6% 43.9% 49.1% 5.3%

 57 22 14 25 28 3
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 1-3 幸福実感で重視する事項 【問３】 

問３．幸福実感を判断するうえで、あなたが重視した事項を３つ選び、○で囲んでください 

１．家族関係 

２．友人関係 

３．健康状態 

４．所得・収入 

５．就業状況（仕事の有無・安定） 

６．仕事や趣味などの生きがい 

７．地域とのつながり 

８．地位や名誉 

９．良好な生活環境 

10. 自由な時間 

11. その他 

    

 

 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（MA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●幸福実感で重視する項目については、「家族関係」「健康状態」の 2 項目が 60％以上と多い回答となってい

ます。一方、「地域とのつながり」「地位や名誉」の回答は 10％以下と低い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、「家族関係」については 40 歳代の男女、「健康状態」については 50 歳以上の年配層で

高くなっています。 

22.7% 5.8% 1.2% 33.1% 22.2% 2.0% 1.6%

185 47 10 270 181 16 13

就

業

状

況

（

仕

事

の

有

無

・

安

定

）

仕

事

や

趣

味

な

ど

の

生

き

が

い

地

域

と

の

つ

な

が

り

地

位

や

名

誉

良

好

な

生

活

環

境

自

由

な

時

間

そ

の

他

　

無

回

答

10.7% 22.7% 5.8% 1.2% 33.1% 22.2% 2.0% 1.6%

87 185 47 10 270 181 16 13

10.0% 20.9% 6.3% 0.8% 33.6% 22.8% 1.9% 1.0%

48 100 30 4 161 109 9 5

16.0% 24.0% 4.0% 4.0% 48.0% 32.0% 4.0%      -

4 6 1 1 12 8 1      -

15.6% 28.6% 5.2% 2.6% 35.1% 18.2%      -      -

12 22 4 2 27 14      -      -

65.9%

17.8%

63.2%

38.0%

10.7%

22.7%

5.8%

1.2%

33.1%

22.2%

2.0%

1.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

家族関係

友人関係

健康状態

所得・収入

就業状況（仕事の有無・安定）

仕事や趣味などの生きがい

地域とのつながり

地位や名誉

良好な生活環境

自由な時間

その他

無回答
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 回答数 構成比 

家族関係 538 65.9% 

友人関係 145 17.8% 

健康状態 516 63.2% 

所得・収入 310 38.0% 

就業状況（仕事の有無・安定） 87 10.7% 

仕事や趣味などの生きがい 185 22.7% 

地域とのつながり 47 5.8% 

地位や名誉 10 1.2% 

良好な生活環境 270 33.1% 

自由な時間 181 22.2% 

その他 16 2.0% 

無回答 13 1.6% 

 

 ＜問３：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

  

 

全

 

 

体

家

族

関

係

友

人

関

係

健

康

状

態

所

得

・

収

入

就

業

状

況

（

仕

事

の

有

無

・

安

定

）

仕

事

や

趣

味

な

ど

の

生

き

が

い

地

域

と

の

つ

な

が

り

地

位

や

名

誉

良

好

な

生

活

環

境

自

由

な

時

間

そ

の

他

　

無

回

答

  全  体 100.0% 65.9% 17.8% 63.2% 38.0% 10.7% 22.7% 5.8% 1.2% 33.1% 22.2% 2.0% 1.6%

 816 538 145 516 310 87 185 47 10 270 181 16 13

女性　計 100.0% 65.8% 17.7% 64.7% 38.0% 10.0% 20.9% 6.3% 0.8% 33.6% 22.8% 1.9% 1.0%

 479 315 85 310 182 48 100 30 4 161 109 9 5

18～29歳女性 100.0% 64.0% 44.0% 24.0% 32.0% 16.0% 24.0% 4.0% 4.0% 48.0% 32.0% 4.0%      -

 25 16 11 6 8 4 6 1 1 12 8 1      -

30～39歳女性 100.0% 74.0% 22.1% 46.8% 46.8% 15.6% 28.6% 5.2% 2.6% 35.1% 18.2%      -      -

 77 57 17 36 36 12 22 4 2 27 14      -      -

40～49歳女性 100.0% 80.5% 19.5% 63.2% 36.8% 14.9% 21.8% 3.4% 1.1% 26.4% 19.5% 1.1% 1.1%

 87 70 17 55 32 13 19 3 1 23 17 1 1

50～64歳女性 100.0% 67.8% 11.1% 73.3% 42.2% 14.4% 15.6% 2.2%      - 34.4% 21.1% 1.1% 2.2%

 90 61 10 66 38 13 14 2      - 31 19 1 2

65～74歳女性 100.0% 65.3% 11.2% 73.5% 41.8% 6.1% 15.3% 3.1%      - 39.8% 21.4% 3.1% 1.0%

 98 64 11 72 41 6 15 3      - 39 21 3 1

75歳以上女性 100.0% 46.5% 18.8% 73.3% 26.7%      - 22.8% 16.8%      - 27.7% 29.7% 3.0% 1.0%

 101 47 19 74 27      - 23 17      - 28 30 3 1

男性　計 100.0% 66.8% 18.0% 61.7% 38.3% 11.7% 25.4% 5.1% 1.8% 32.6% 21.6% 2.1% 1.5%

 334 223 60 206 128 39 85 17 6 109 72 7 5

18～29歳男性 100.0% 45.8% 45.8% 33.3% 25.0% 20.8% 29.2% 8.3% 12.5% 33.3% 29.2% 12.5%      -

 24 11 11 8 6 5 7 2 3 8 7 3      -

30～39歳男性 100.0% 63.6% 18.2% 45.5% 47.3% 23.6% 30.9% 3.6% 1.8% 27.3% 21.8% 1.8%      -

 55 35 10 25 26 13 17 2 1 15 12 1      -

40～49歳男性 100.0% 78.2% 18.2% 49.1% 49.1% 12.7% 29.1% 3.6% 1.8% 23.6% 16.4%      - 1.8%

 55 43 10 27 27 7 16 2 1 13 9      - 1

50～64歳男性 100.0% 67.1% 13.7% 71.2% 41.1% 15.1% 24.7% 2.7% 1.4% 41.1% 15.1% 1.4%      -

 73 49 10 52 30 11 18 2 1 30 11 1      -

65～74歳男性 100.0% 65.7% 17.1% 72.9% 25.7% 2.9% 27.1% 7.1%      - 38.6% 22.9% 1.4% 2.9%

 70 46 12 51 18 2 19 5      - 27 16 1 2

75歳以上男性 100.0% 68.4% 12.3% 75.4% 36.8% 1.8% 14.0% 7.0%      - 28.1% 29.8% 1.8% 3.5%

 57 39 7 43 21 1 8 4      - 16 17 1 2
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1-4 5年前と比較した幸福実感 【問 4】 

問４．あなたは、５年前に比べ、自分が実感として幸せになっていると思いますか（１つに○印） 

１．思う 

２．ある程度思う 

３．どちらともいえない 

４．さほど思わない 

５．思わない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

思う 193 23.7% 

ある程度思う 226 27.7% 

どちらともいえない 197 24.1% 

さほど思わない 120 14.7% 

思わない 72 8.8% 

無回答 8 1.0% 

 計 816 100% 

 

  

  

●5 年前と比較して幸せになっていると「思う」「ある程度思う」と回答した人はあわせて 51.4％となっています。 

●性・年齢別でみると、男性よりも女性で幸福である実感が若干高くなっていますが、最も実感が高いのは 30 歳

代の男性となっています。 

193

226

197

120

72

8

思う

23.7%

ある程度思う

27.7%

どちらともいえ

ない
24.1%

さほど思わない

14.7%

思わない

8.8%

無回答

1.0%
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＜問４：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

思う

23.7%

23.6%

24.0%

31.2%

33.3%

17.8%

21.4%

16.8%

24.0%

37.5%

36.4%

30.9%

21.9%

15.7%

12.3%

ある程度思う

27.7%

28.2%

36.0%

32.5%

21.8%

33.3%

24.5%

27.7%

27.2%

12.5%

30.9%

30.9%

31.5%

27.1%

21.1%

どちらともいえない

24.1%

25.7%

16.0%

22.1%

23.0%

30.0%

25.5%

28.7%

21.9%

33.3%

7.3%

14.5%

21.9%

27.1%

31.6%

さほど思わない

14.7%

14.0%

16.0%

7.8%

12.6%

14.4%

14.3%

18.8%

15.9%

8.3%

16.4%

14.5%

12.3%

17.1%

22.8%

思わない

8.8%

7.9%

4.0%

6.5%

8.0%

4.4%

14.3%

6.9%

10.2%

8.3%

7.3%

7.3%

12.3%

11.4%

12.3%

無回答

1.0%

0.6%

4.0%

1.1%

1.0%

0.9%

1.8%

1.8%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性



 14 

1-5 5年後の幸福実感 【問５】 

問５．あなたは、５年後は今より自分が実感として幸せになっていると思いますか（１つに○印） 

１．思う 

２．ある程度思う 

３．どちらともいえない 

４．さほど思わない 

５．思わない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

思う 107 13.1% 

ある程度思う 190 23.3% 

どちらともいえない 305 37.4% 

さほど思わない 107 13.1% 

思わない 101 12.4% 

無回答 6 0.7% 

 計 816 100% 

  

●5 年後の自身の幸福実感について、幸せになっていると「思う」「ある程度思う」と回答した人はあわせて

36.4％となり、問４の 5 年前からの幸福を実感している回答率（51.4％）と比較して大きく減り、「どちらと

もいえない」の回答が多くなっています。 

●性・年齢別でみると男女ともに 18～29 歳代の若い年代層で幸せになっていると「思う」「ある程度思う」と回答

した人が多くなっています。 

193

226

197

120

72

8

思う

13.1%

ある程度思う

23.3%

どちらともいえ

ない
37.4%

さほど思わない

13.1%

思わない

12.4%

無回答

0.7%
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＜問５：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

思う

13.1%

11.5%

20.0%

19.5%

13.8%

10.0%

9.2%

5.0%

15.6%

37.5%

16.4%

18.2%

13.7%

15.7%

5.3%

ある程度思う

23.3%

25.1%

44.0%

28.6%

33.3%

18.9%

21.4%

19.8%

21.0%

20.8%

36.4%

27.3%

20.5%

11.4%

12.3%

どちらともいえない

37.4%

40.1%

32.0%

39.0%

33.3%

48.9%

35.7%

44.6%

33.5%

33.3%

20.0%

30.9%

41.1%

37.1%

35.1%

さほど思わない

13.1%

10.9%

7.8%

8.0%

15.6%

12.2%

12.9%

16.5%

4.2%

14.5%

16.4%

15.1%

21.4%

19.3%

思わない

12.4%

11.9%

4.0%

5.2%

10.3%

5.6%

21.4%

16.8%

13.2%

4.2%

12.7%

5.5%

9.6%

14.3%

28.1%

無回答

0.7%

0.6%

1.1%

1.1%

1.0%

0.3%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性



 16 

1-6 志免町に対する愛着 【問６】 

問６．あなたは、志免町に［自分のまち・住み慣れたまち］としての愛着をどの程度感じますか 

（１つに○印） 

 

１．愛着を感じる ３．あまり愛着を感じない 

２．やや愛着を感じる ４．愛着を感じない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

愛着を感じる 261 32.0% 

やや愛着を感じる 371 45.5% 

あまり愛着を感じない 148 18.1% 

愛着を感じない 31 3.8% 

無回答 5 0.6% 

 計 816 100% 

 

●志免町に対する愛着を感じる（「感じる」＋「やや感じる」）人は 77.5％となっています。 

●過去調査との比較では、愛着を感じる（「感じる」＋「やや感じる」）人の割合は過去 5 年間の調査の中では

中程度の結果となっています。 

●性・年齢別でみると、75 歳以上の男女、40 歳代の男女で愛着を感じる回答が多くなっています。 

193

226

197

120

72

8

愛着を感じる

32.0%

やや愛着を感

じる
45.5%

あまり愛着を感

じない
18.1%

愛着を感じない

3.8%

無回答

0.6%
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＜問６：過去調査との比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問６：性・年齢別＞ 

 

 

 愛着を感じる

32.0%

31.3%

28.0%

26.0%

32.2%

18.9%

39.8%

38.6%

32.9%

45.8%

27.3%

34.5%

32.9%

34.3%

29.8%

やや愛着を感じる

45.5%

45.3%

36.0%

53.2%

49.4%

53.3%

30.6%

44.6%

45.8%

33.3%

43.6%

47.3%

46.6%

42.9%

54.4%

あまり愛着を感じない

18.1%

19.2%

32.0%

20.8%

12.6%

22.2%

21.4%

15.8%

16.8%

16.7%

20.0%

10.9%

19.2%

21.4%

10.5%

愛着を感じない

3.8%

3.5%

4.0%

5.7%

4.4%

6.1%

1.0%

4.2%

4.2%

9.1%

5.5%

1.4%

1.4%

5.3%

無回答

0.6%

0.6%

1.1%

2.0%

0.3%

1.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

愛着を感じる

32.0%

29.6%

32.3%

29.7%

41.2%

42.2%

やや愛着を感じる

45.5%

47.0%

44.9%

45.3%

41.6%

36.3%

あまり愛着を感じない

18.1%

17.7%

17.8%

19.1%

13.6%

16.0%

愛着を感じない

3.8%

4.6%

4.3%

5.7%

2.8%

4.4%

無回答

0.6%

1.1%

0.2%

0.7%

1.2%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

H28

H27

H26

H25

H24

H23
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1-7 志免町への今後の居住意向 【問 7】 

問７．あなたは、これからも志免町に住み続けたいと思いますか（１つに○印） 

 

１．住み続けたい ３．どちらかと言えば住みたくない 

２．どちらかと言えば住み続けたい ４．住みたくない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 

  

＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

住み続けたい 332 40.7% 

どちらかといえば住み続けたい 367 45.0% 

どちらかといえば住みたくない 97 11.9% 

住みたくない 11 1.3% 

無回答 9 1.1% 

 計 816 100% 

●志免町にこれからも住み続けたい（「住み続けたい」＋「どちらかと言えば住み続けたい」）と回答した人は

85.7％となっています。 

●過去 5 年間の調査とほぼ同様の結果となっています。 

●性・年齢別でみると、概ね同じ傾向にありますが、男女とも 75 歳以上の回答者で住み続けたい回答が多くなっ

ています。 

 

193

226

197

120

72

8

住み続けたい

40.7%

どちらかと言え

ば住み続けた

い

45.0%

どちらかと言え

ば住みたくない
11.9%

住みたくない

1.3%

無回答

1.1%
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＜問７：過去調査との比較＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

＜問７：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み続けたい

40.7%

40.7%

40.9%

39.4%

48.2%

47.4%

どちらかと言えば

住み続けたい

45.0%

42.8%

45.9%

42.4%

39.6%

35.9%

どちらかと言えば

住みたくない

11.9%

13.9%

8.9%

13.5%

10.3%

14.3%

住みたくない

1.3%

1.7%

3.0%

3.4%

1.4%

1.8%

無回答

1.1%

0.8%

1.3%

1.3%

0.5%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

H28

H27

H26

H25

H24

H23

住み続けたい

40.7%

36.7%

16.0%

28.6%

32.2%

26.7%

55.1%

43.6%

46.4%

41.7%

40.0%

32.7%

53.4%

52.9%

50.9%

どちらかと言えば

住み続けたい

45.0%

47.6%

64.0%

58.4%

54.0%

56.7%

24.5%

43.6%

41.3%

41.7%

47.3%

52.7%

35.6%

34.3%

40.4%

どちらかと言えば

住みたくない

11.9%

13.4%

16.0%

11.7%

12.6%

15.6%

17.3%

8.9%

9.9%

16.7%

10.9%

7.3%

9.6%

12.9%

5.3%

住みたくない

1.3%

1.3%

4.0%

1.3%

1.1%

1.0%

2.0%

1.5%

1.8%

5.5%

1.4%

無回答

1.1%

1.0%

1.1%

2.0%

2.0%

0.9%

1.8%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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1-7-1 志免町に住み続けたい理由 【問 7 ＳＱ2】 

ＳＱ2．問７で「１．住み続けたい」「２．どちらかと言えば住み続けたい」と答えた理由をお答えください（主

な理由を３つまで○印） 

１．長年住み慣れたまちだから ８．医療機関が充実しているから  

２．人情が厚く地域の連帯があるから ９．高齢者支援のサービスが充実しているから 

３．親戚・友人・知人がいるから 10．子育て支援のサービスが充実しているから  

４．親と子と同居もしくは別居したいから 11．教育環境に恵まれているから 

５．住宅事情や生活環境が整っているから 12．災害や犯罪が少ないから  

６．通勤や買物など交通の便が良いから 
13．魅力的な自然環境や地域資源があり、まちに

誇りや愛着があるから 
７．文化・スポーツ等を楽しむ環境が整って

いるから  
14．その他  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

  

＜全体＞（ＭA、n=699) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●志免町に住み続けたい人の理由は「長年住み慣れたまちだから」が 69.4％と最も多く、次いで「通勤や買い物など

交通の便が良いから」が 54.9％となっています。 

●性・年齢別でみると「長年住み慣れたまちだから」は 65 歳以上の高齢層、「通勤や買い物など交通の便が良いか

ら」は 40 歳代の男女と 50～64 歳男性の回答が多くなっています。 

●居住地域別でみると「通勤や買い物など交通の便が良いから」は西小学校区で回答が多くなっています。 

485

52

227

30

231

384

38

95

25

10

7

98

23

69.4%

7.4%

32.5%

4.3%

33.0%

54.9%

5.4%

13.6%

3.6%

1.4%

1.0%

14.0%

3.3%

4.4%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

長年住み慣れたまちだから

人情が厚く地域の連帯があるから

親戚・友人・知人がいるから

親と子と同居もしくは別居したいから

住宅事情や生活環境が整っているから

通勤や買物など交通の便が良いから

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っているから

医療機関が充実しているから

高齢者支援のサービスが充実しているから

子育て支援のサービスが充実しているから

教育環境に恵まれているから

災害や犯罪が少ないから

魅力的な自然環境や地域資源があり、まちに誇りや愛着があるから

その他

無回答
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 回答数 構成比 

長年住み慣れたまちだから 485 69.4% 

人情が厚く地域の連帯があるから 52 7.4% 

親戚・友人・知人がいるから 227 32.5% 

親と子と同居もしくは別居したいから 30 4.3% 

住宅事情や生活環境が整っているから 231 33.0% 

通勤や買物など交通の便が良いから 384 54.9% 

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っているから 38 5.4% 

医療機関が充実しているから  95 13.6% 

高齢者支援のサービスが充実しているから 25 3.6% 

子育て支援のサービスが充実しているから 10 1.4% 

教育環境に恵まれているから 7 1.0% 

災害や犯罪が少ないから 98 14.0% 

魅力的な自然環境や地域資源があり、まちに誇りや愛着があるから 23 3.3% 

その他 31 4.4% 

無回答 2 0.3% 

  

＜問７SQ２：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

  
 
全
 
 
体

長
年
住
み
慣
れ
た
ま
ち
だ

か
ら

人
情
が
厚
く
地
域
の
連
帯

が
あ
る
か
ら

親
戚
・
友
人
・
知
人
が
い

る
か
ら

親
と
子
と
同
居
も
し
く
は

別
居
し
た
い
か
ら

住
宅
事
情
や
生
活
環
境
が

整
っ

て
い
る
か
ら

通
勤
や
買
物
な
ど
交
通
の

便
が
良
い
か
ら

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
等
を
楽

し
む
環
境
が
整
っ

て
い
る

か
ら

医
療
機
関
が
充
実
し
て
い

る
か
ら

高
齢
者
支
援
の
サ
ー

ビ
ス

が
充
実
し
て
い
る
か
ら

子
育
て
支
援
の
サ
ー

ビ
ス

が
充
実
し
て
い
る
か
ら

教
育
環
境
に
恵
ま
れ
て
い

る
か
ら

災
害
や
犯
罪
が
少
な
い
か

ら 魅
力
的
な
自
然
環
境
や
地

域
資
源
が
あ
り
、

ま
ち
に

誇
り
や
愛
着
が
あ
る
か
ら

そ
の
他

　
無
回
答

  全  体 100.0% 69.4% 7.4% 32.5% 4.3% 33.0% 54.9% 5.4% 13.6% 3.6% 1.4% 1.0% 14.0% 3.3% 4.4% 0.3%

 699 485 52 227 30 231 384 38 95 25 10 7 98 23 31 2

女性 100.0% 71.5% 6.7% 31.7% 4.0% 28.2% 55.2% 4.5% 15.6% 5.2% 2.0% 0.7% 12.6% 3.7% 4.5% 0.2%

 404 289 27 128 16 114 223 18 63 21 8 3 51 15 18 1

18～29歳女性 100.0% 55.0% 5.0% 30.0%      - 25.0% 60.0%      - 10.0%      - 15.0%      - 10.0%      - 10.0%      -

 20 11 1 6      - 5 12      - 2      - 3      - 2      - 2      -

30～39歳女性 100.0% 46.3% 6.0% 44.8% 4.5% 29.9% 64.2% 9.0% 1.5% 1.5% 6.0% 1.5% 6.0%      - 9.0%      -

 67 31 4 30 3 20 43 6 1 1 4 1 4      - 6      -

40～49歳女性 100.0% 60.0% 4.0% 40.0% 6.7% 29.3% 68.0% 1.3% 12.0%      - 1.3%      - 5.3% 5.3% 5.3%      -

 75 45 3 30 5 22 51 1 9      - 1      - 4 4 4      -

50～64歳女性 100.0% 78.7% 9.3% 21.3% 5.3% 34.7% 57.3% 2.7% 13.3% 2.7%      - 1.3% 12.0% 1.3% 2.7%      -

 75 59 7 16 4 26 43 2 10 2      - 1 9 1 2      -

65～74歳女性 100.0% 87.2% 7.7% 26.9% 3.8% 30.8% 50.0% 6.4% 21.8% 2.6%      -      - 15.4% 7.7% 2.6%      -

 78 68 6 21 3 24 39 5 17 2      -      - 12 6 2      -

75歳以上女性 100.0% 85.2% 5.7% 28.4% 1.1% 19.3% 39.8% 4.5% 26.1% 17.0%      - 1.1% 22.7% 4.5% 2.3% 1.1%

 88 75 5 25 1 17 35 4 23 15      - 1 20 4 2 1

男性 100.0% 66.6% 8.5% 33.4% 4.8% 39.9% 54.6% 6.8% 10.9% 1.0% 0.7% 1.4% 16.0% 2.7% 4.4% 0.3%

 293 195 25 98 14 117 160 20 32 3 2 4 47 8 13 1

18～29歳男性 100.0% 65.0% 15.0% 75.0% 10.0% 40.0% 30.0% 10.0%      -      -      -      -      -      - 5.0%      -

 20 13 3 15 2 8 6 2      -      -      -      -      -      - 1      -

30～39歳男性 100.0% 43.8% 8.3% 37.5% 2.1% 41.7% 58.3% 6.3% 6.3%      -      - 4.2% 6.3%      - 8.3%      -

 48 21 4 18 1 20 28 3 3      -      - 2 3      - 4      -

40～49歳男性 100.0% 55.3% 14.9% 23.4% 4.3% 40.4% 72.3% 6.4% 10.6%      - 4.3% 2.1% 6.4%      - 10.6%      -

 47 26 7 11 2 19 34 3 5      - 2 1 3      - 5      -

50～64歳男性 100.0% 72.3% 6.2% 30.8% 4.6% 36.9% 67.7% 1.5% 10.8%      -      - 1.5% 24.6% 4.6% 1.5%      -

 65 47 4 20 3 24 44 1 7      -      - 1 16 3 1      -

65～74歳男性 100.0% 75.4% 8.2% 31.1% 4.9% 41.0% 49.2% 11.5% 8.2% 3.3%      -      - 18.0% 4.9%      -      -

 61 46 5 19 3 25 30 7 5 2      -      - 11 3      -      -

75歳以上男性 100.0% 80.8% 3.8% 28.8% 5.8% 40.4% 34.6% 7.7% 23.1% 1.9%      -      - 26.9% 3.8% 3.8% 1.9%

 52 42 2 15 3 21 18 4 12 1      -      - 14 2 2 1
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＜問７SQ２居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

 

 

  
 

全
 
 

体

長
年

住
み
慣

れ
た
ま

ち
だ

か
ら

人
情

が
厚
く

地
域
の

連
帯

が
あ

る
か
ら

親
戚

・
友
人

・
知
人

が
い

る
か

ら

親
と

子
と
同

居
も
し

く
は

別
居

し
た
い

か
ら

住
宅

事
情
や

生
活
環

境
が

整
っ

て
い
る

か
ら

通
勤

や
買
物

な
ど
交

通
の

便
が

良
い
か

ら

文
化

・
ス
ポ
ー

ツ
等

を
楽

し
む

環
境
が

整
っ

て

い
る

か
ら

医
療

機
関
が

充
実
し

て
い

る
か

ら

高
齢

者
支
援

の
サ
ー

ビ
ス

が
充

実
し
て

い
る
か

ら

子
育

て
支
援

の
サ
ー

ビ
ス

が
充

実
し
て

い
る
か

ら

教
育

環
境
に

恵
ま
れ

て
い

る
か

ら

災
害

や
犯
罪

が
少
な

い
か

ら 魅
力

的
な
自

然
環
境

や
地

域
資

源
が
あ

り
、

ま

ち
に

誇
り

や
愛
着

が
あ
る

か
ら

そ
の

他

　
無

回
答

  全  体 100.0% 69.4% 7.4% 32.5% 4.3% 33.0% 54.9% 5.4% 13.6% 3.6% 1.4% 1.0% 14.0% 3.3% 4.4% 0.3%

 699 485 52 227 30 231 384 38 95 25 10 7 98 23 31 2

東小学校区 100.0% 76.5% 8.1% 38.2% 4.4% 32.4% 57.4% 5.1% 11.8% 2.2% 1.5% 1.5% 15.4% 2.2% 3.7%      -

 136 104 11 52 6 44 78 7 16 3 2 2 21 3 5      -

南小学校区 100.0% 80.7% 6.7% 32.8% 5.0% 32.8% 35.3% 5.9% 9.2% 2.5% 0.8% 1.7% 23.5% 5.9% 4.2%      -

 119 96 8 39 6 39 42 7 11 3 1 2 28 7 5      -

中央小学校区 100.0% 75.5% 10.5% 38.0% 6.0% 25.5% 48.5% 4.0% 12.0% 6.0% 1.5% 1.5% 13.5% 2.5% 4.0% 0.5%

 200 151 21 76 12 51 97 8 24 12 3 3 27 5 8 1

西小学校区 100.0% 56.5% 4.3% 25.4% 2.9% 41.1% 69.4% 6.2% 18.7% 2.4% 1.9%      - 8.1% 2.4% 5.3% 0.5%

 209 118 9 53 6 86 145 13 39 5 4      - 17 5 11 1
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1-7-2 志免町の住みたくない理由  【問 7 ＳＱ3】 

ＳＱ3．問７で「３．どちらかと言えば住みたくない」「４．住みたくない」と答えた理由をお答えください（主な

理由を３つまで〇印） 

１．まちに魅力を感じないから ８．高齢者サービスが充実していないから  

２．人付き合いが煩わしいから ９．子育て支援のサービスが充実していないか

ら 

３．親と子と同居もしくは別居したいから 10．教育環境に不満があるから 

４．住宅事情や生活環境が整っていないから 11．災害や犯罪が多いから 

５．通勤や買物など交通が不便だから 12．自然環境や地域資源に乏しく、まちに誇り

や愛着を感じないから  

６．文化・スポーツ等を楽しむ環境が整ってい

ないから  

13．その他   

７．医療機関が充実していないから   

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＭA、n=108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●志免町に住みたくない人の理由は、「通勤や買い物など交通が不便だから」が 44.4％と最も多く、次いで「まちに魅

力を感じないから」が 39.8%となっています。 

39.8%

14.8%

6.5%

14.8%

44.4%

11.1%

18.5%

17.6%

13.0%

10.2%

10.2%

11.1%

16.7%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

まちに魅力を感じないから

人付き合いが煩わしいから

親と子と同居もしくは別居したいから

住宅事情や生活環境が整っていないから

通勤や買物など交通が不便だから

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っていないから

医療機関が充実していないから

高齢者サービスが充実していないから

子育て支援のサービスが充実していないから

教育環境に不満があるから

災害や犯罪が多いから

自然環境や地域資源に乏しく、まちに誇りや愛着を感じないから

その他

無回答
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 回答数 構成比 

まちに魅力を感じないから 43 39.8% 

人付き合いが煩わしいから 16 14.8% 

親と子と同居もしくは別居したいから 7 6.5% 

住宅事情や生活環境が整っていないから 16 14.8% 

通勤や買物など交通が不便だから 48 44.4% 

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っていないから 12 11.1% 

医療機関が充実していないから 20 18.5% 

高齢者サービスが充実していないから  19 17.6% 

子育て支援のサービスが充実していないから 14 13.0% 

教育環境に不満があるから 11 10.2% 

災害や犯罪が多いから 11 10.2% 

自然環境や地域資源に乏しく、まちに誇りや愛着を感じないから 12 11.1% 

その他 18 16.7% 

無回答 1 0.9% 
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２．政策１ 人と地域がにぎわうまち【人・地域づくり】                                

（１）調査結果の総括 

  人権尊重に対する評価（問８～9） 

○ 人権に関わる様々な行動に対する理解度は、75 歳以上の高齢層の理解度は低いものの、65 歳以

下の層では、60％前後の人が概ね理解しています。前年度と比較して全問を理解している回答者の割

合は増加しているものの、更なる理解浸透が求められます。 

スポーツ・文化活動、伝統文化・文化財保護に対する評価（問 10～11） 

○ スポーツ施設の利用については、39 歳以下男性の利用頻度が高いことからスポーツ活動を行う人がこの

年代で多いことがわかります。文化施設の利用は、いずれの年代でも男性より女性の方が利用頻度が高

く、特に 30 歳代女性と 65 歳以上の高齢者女性が高いことから、文化活動を行う人がこの年代で多いこ

とがわかります。 

○ スポーツ施設・文化施設の不満点については、「施設設備が古い」「必要な設備がない」という意見が多

く、利用促進のためには施設の維持管理・充実が求められます。 

○ 伝統文化・文化財に対する認知度及びこれらに関する活動への参加度は過去 5 年間の調査の中で

最も低い結果となり、伝統文化・文化財への関心の低下がみられます。 

地域活動に対する評価（問 12～13） 

○ この 1 年間の地域活動・住民活動に参加したことがある人は 55.4％と過去 5 年間で最も高い結果と

なっています。ただし、昨年度と同様 18～29 歳の若年層の参加の低さが目立っており、若者が参加しや

すい場づくりが必要であると考えられます。また全体として、参加しない理由は「仕事が忙しい」という意見

の他、「活動に関する情報が少ない」という意見が多く、地域活動・住民活動の効果的な情報提供が求

められます。 

○ 家族・親戚以外で相談できる人については、65 歳以上の高齢層で家族・親戚以外で相談できる人が

いない回答が多くなっており、今後の高齢者の一人暮らしが進む可能性が高まる中で、日常的な地域で

のコミュニケーションが課題となってくると思われます。 
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（２）調査結果 

２-１ 人権に対する理解 【問 8】 

問８．あなたは、人権に関わる下記の問題について正しく理解していますか（正しく理解しているもの全てに○

印） 

１．男女差別 ４．セクハラ ７．プライバシー侵害 

２．ＤＶ（配偶者等からの暴力） ５．※パワハラ ８．ストーカー 

３．高齢者・障害者虐待 ６．いじめ  

 ※パワハラ・・パワーハラスメントの略称。他者に対する威嚇的な態度、権力や地位を利用した嫌がらせ  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＭA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人権に関する様々な行動について、全て回答（理解している）回答者は 41.7％となっています。 

●性・年齢別でみると、18～29 歳男性で（理解している）回答者が多く、75 歳以上の高齢者は少ない傾向とな

っています。 

472 526 463 502 131

65.7%

66.1%

61.2%

66.2%

57.8%

64.5%

56.7%

61.5%

16.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

男女差別

ＤＶ（配偶者等からの暴力）

高齢者・障害者虐待

セクハラ

パワハラ

いじめ

プライバシー侵害

ストーカー

無回答
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 回答数 構成比 

男女差別 536 65.7% 

ＤＶ（配偶者等からの暴力） 539 66.1% 

高齢者・障害者虐待 499 61.2% 

セクハラ 540 66.2% 

パワハラ 472 57.8% 

いじめ 526 64.5% 

プライバシー侵害 463 56.7% 

ストーカー 502 61.5% 

無回答 131 16.1% 

  ※理解していると回答した項目数別回答者数 

  回答数 構成比 

全問 340 41.7% 

7 項目以上 395 48.4% 

6 項目以上 440 53.9% 

5 項目以上 486 59.6% 

4 項目以上 525 64.3% 

＜問８：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

  

 

全

 

 

体

男

女

差

別

Ｄ

Ｖ

（

配

偶

者

等

か

ら

の

暴

力

）

高

齢

者

・

障

害

者

虐

待

セ

ク

ハ

ラ

パ

ワ

ハ

ラ

い

じ

め

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

侵

害

ス

ト

ー

カ

ー

　

無

回

答

  全  体 100.0% 65.7% 66.1% 61.2% 66.2% 57.8% 64.5% 56.7% 61.5% 16.1%

 816 536 539 499 540 472 526 463 502 131

女性 計 100.0% 62.8% 63.5% 58.9% 62.4% 53.9% 62.6% 53.9% 61.0% 18.2%

 479 301 304 282 299 258 300 258 292 87

18～29歳女性 100.0% 76.0% 72.0% 56.0% 76.0% 60.0% 80.0% 60.0% 80.0% 4.0%

 25 19 18 14 19 15 20 15 20 1

30～39歳女性 100.0% 75.3% 80.5% 62.3% 84.4% 80.5% 77.9% 55.8% 72.7% 7.8%

 77 58 62 48 65 62 60 43 56 6

40～49歳女性 100.0% 70.1% 70.1% 60.9% 72.4% 65.5% 69.0% 54.0% 71.3% 17.2%

 87 61 61 53 63 57 60 47 62 15

50～64歳女性 100.0% 65.6% 65.6% 62.2% 64.4% 57.8% 62.2% 58.9% 63.3% 18.9%

 90 59 59 56 58 52 56 53 57 17

65～74歳女性 100.0% 60.2% 62.2% 60.2% 57.1% 50.0% 62.2% 58.2% 61.2% 17.3%

 98 59 61 59 56 49 61 57 60 17

75歳以上女性 100.0% 44.6% 42.6% 51.5% 37.6% 22.8% 42.6% 42.6% 36.6% 29.7%

 101 45 43 52 38 23 43 43 37 30

男性　計 100.0% 70.4% 70.4% 64.7% 72.2% 64.1% 67.4% 61.4% 62.9% 12.9%

 334 235 235 216 241 214 225 205 210 43

18～29歳男性 100.0% 87.5% 83.3% 75.0% 79.2% 79.2% 83.3% 79.2% 83.3% 12.5%

 24 21 20 18 19 19 20 19 20 3

30～39歳男性 100.0% 70.9% 76.4% 60.0% 74.5% 70.9% 70.9% 56.4% 61.8% 12.7%

 55 39 42 33 41 39 39 31 34 7

40～49歳男性 100.0% 67.3% 74.5% 60.0% 78.2% 80.0% 70.9% 56.4% 69.1% 12.7%

 55 37 41 33 43 44 39 31 38 7

50～64歳男性 100.0% 79.5% 76.7% 67.1% 78.1% 74.0% 71.2% 68.5% 64.4% 11.0%

 73 58 56 49 57 54 52 50 47 8

65～74歳男性 100.0% 68.6% 68.6% 71.4% 70.0% 54.3% 62.9% 54.3% 61.4% 10.0%

 70 48 48 50 49 38 44 38 43 7

75歳以上男性 100.0% 56.1% 49.1% 57.9% 56.1% 35.1% 54.4% 63.2% 49.1% 19.3%

 57 32 28 33 32 20 31 36 28 11
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2-2 人権が守られていると感じるか 【問９】 

問９．あなたは、自分の人権が守られていると感じますか（１つに○印） 

 

１．感じている 

２．どちらかと言えば感じている 

３．どちらかと言えば感じていない 

４．感じていない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

感じている 220 27.0% 

どちらかと言えば感じている 459 56.3% 

どちらかと言えば感じていない 77 9.4% 

感じていない 27 3.3% 

無回答 33 4.0% 

 計 816 100% 

 

  

 

 

 

●自分の人権が守られていると感じている（「感じている」＋「どちらかと言えば感じている」）回答者は 83.3％となっ

ています。 

●性・年齢別でみると、18～29 歳の若年層で、人権が守られていると感じている回答が多くなっています。 

220 193

459 226

77 197

27 120

33 72

6 8

感じている

27.0%

どちらかと言え

ば感じている
56.3%

どちらかと言え

ば感じていない
9.4%

感じていない

3.3%

無回答

4.0%
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＜問９：性・年齢別＞ 

 

 

  

感じている

27.0%

26.7%

8.0%

23.4%

29.9%

18.9%

32.7%

32.7%

27.2%

37.5%

21.8%

21.8%

27.4%

28.6%

31.6%

どちらかと言えば

感じている

56.3%

56.8%

88.0%

59.7%

48.3%

70.0%

49.0%

49.5%

55.7%

54.2%

60.0%

60.0%

57.5%

50.0%

52.6%

どちらかと言えば

感じていない

9.4%

8.6%

4.0%

10.4%

13.8%

7.8%

9.2%

4.0%

10.8%

4.2%

14.5%

9.1%

9.6%

12.9%

10.5%

感じていない

3.3%

3.5%

6.5%

3.4%

4.1%

5.0%

3.0%

4.2%

1.8%

5.5%

2.7%

4.3%

無回答

4.0%

4.4%

4.6%

3.3%

5.1%

8.9%

3.3%

1.8%

3.6%

2.7%

4.3%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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2-３ スポーツ施設・文化施設の利用経験  【問 10】 

問 10．あなたは、志免町のスポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど）や文化施設（生涯学習館、町

民センター）を利用したことがありますか（項目ごとに１つに○印） 

 

スポーツ施設 １．週に 1 回以上利用している  ３．年に数回利用している 

２．月に数回利用している    ４．利用したことがない 

文化施設 １．週に 1 回以上利用している  ３．年に数回利用している 

２．月に数回利用している    ４．利用したことがない 

 

                                             

【回答結果】 

 

 

 

 

 

  

＜全体＞（ＳA、n=816) 

  

 

 

 

 

 

 

 

■ スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど） 

 回答数 構成比 

週に 1 回以上利用している 36 4.4% 

月に数回利用している 37 4.5% 

年に数回利用している 139 17.0% 

利用したことがない 542 66.4% 

無回答 62 7.6% 

 計 816 100% 

 

●スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど）を利用している回答者は 25.9％。文化施設（生涯学

習館、町民センター）を利用している回答者は 37.2％となっています。 

●性・年齢別でみると、スポーツ施設は 39 歳以下の男性が月に数回以上利用している割合が高く、文化施設は全

体的に女性の方が利用頻度が高く、30 歳代女性と 65 歳以上の高齢者女性が月に数回以上利用している割

合が高くなっています。 

193

226

197

120

週に1回以上

利用している

4.4%

1.8%

月に数回利用している

4.5%

8.8%

年に数回利用している

17.0%

26.6%

利用したことがない

66.4%

55.9%

無回答

7.6%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

スポーツ施設

文化施設
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■ 文化施設（生涯学習館、町民センター） 

 回答数 構成比 

週に 1 回以上利用している 15 1.8% 

月に数回利用している 72 8.8% 

年に数回利用している 217 26.6% 

利用したことがない 456 55.9% 

無回答 56 6.9% 

 計 816 100% 

  

＜問１０：性・年齢別＞ 

■ スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週に1回以上

利用している

4.4%

4.2%

1.3%

4.6%

3.3%

5.1%

6.9%

4.5%

4.2%

3.6%

3.6%

4.1%

5.7%

5.3%

月に数回利用している

4.5%

3.8%

4.0%

6.5%

2.3%

1.1%

5.1%

3.0%

5.7%

8.3%

9.1%

5.5%

5.5%

4.3%

3.5%

年に数回利用している

17.0%

15.9%

16.0%

22.1%

26.4%

11.1%

11.2%

10.9%

18.9%

37.5%

21.8%

36.4%

13.7%

7.1%

12.3%

利用したことがない

66.4%

66.6%

76.0%

68.8%

63.2%

69.4%

56.4%

66.5%

50.0%

63.6%

47.3%

76.7%

77.1%

68.4%

無回答

7.6%

9.6%

4.0%

1.3%

3.4%

10.0%

9.2%

22.8%

4.5%

1.8%

7.3%

5.7%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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■ 文化施設（生涯学習館、町民センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週に1回以上

利用している

1.8%

2.5%

4.0%

1.3%

1.1%

6.1%

3.0%

0.6%

1.8%

1.4%

月に数回利用している

8.8%

11.5%

8.0%

16.9%

8.0%

11.1%

10.2%

12.9%

5.1%

4.2%

1.8%

8.2%

7.1%

7.0%

年に数回利用している

26.6%

26.3%

12.0%

26.0%

41.4%

26.7%

24.5%

17.8%

27.2%

37.5%

27.3%

40.0%

24.7%

22.9%

19.3%

利用したことがない

55.9%

51.4%

72.0%

53.2%

46.0%

53.3%

48.0%

51.5%

62.6%

58.3%

65.5%

54.5%

64.4%

64.3%

64.9%

無回答

6.9%

8.4%

4.0%

2.6%

3.4%

8.9%

11.2%

14.9%

4.5%

3.6%

5.5%

2.7%

4.3%

8.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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2-3-1 スポーツ施設・文化施設の満足度  【問 10 ＳＱ4】 

ＳＱ4 問 10 で、いずれかの施設を利用したことがある（選択肢１～３）と答えた方におたずねします。あな

たは、町のスポーツ施設や文化施設を利用して満足しましたか。（項目ごとに１つに○印） 

スポーツ施設 １．満足した   ３．あまり満足しなかった 

２．概ね満足した   ４．満足しなかった 

文化施設 １．満足した   ３．あまり満足しなかった 

２．概ね満足した   ４．満足しなかった 

 

【回答結果】 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、スポーツ施設 n=212、文化施設 n=304) 

 

 

 

 

 

 

 

■ スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど） 

 回答数 構成比 
満足した 58 27.4% 

概ね満足した 111 52.4% 

あまり満足しなかった 31 14.6% 

満足しなかった 8 3.8% 

無回答 4 1.9% 

 計 212 100% 

■ 文化施設（生涯学習館、町民センター） 

 回答数 構成比 

満足した 77 25.3% 

概ね満足した 172 56.6% 

あまり満足しなかった 32 10.5% 

満足しなかった 9 3.0% 

無回答 14 4.6% 

 計 304 100% 

●スポーツ施設、文化施設ともに利用したことがある回答者の約 8 割が満足した（「満足した」＋「概ね満足した」）と

回答しています。 

満足した

27.4%

25.3%

概ね満足した

52.4%

56.6%

あまり満足しなかった

14.6%

10.5%

満足しなかった

3.8%

3.0%

無回答

1.9%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

スポーツ施設

文化施設
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2-3-2 スポーツ施設・文化施設への不満点  【問 10 ＳＱ5】 

ＳＱ5 ＳＱ4 で、「３．あまり満足しなかった」「４．満足しなかった」と答えた方におたずねします。施設に対し

て不便や不満に思う点は何ですか。（あてはまるもの全てに○印） 

１．施設設備が古い ４．利用料金が高い ７．職員の対応が悪い 

２．必要な設備がない  ５．予約が取れない ８．その他 

３．施設への交通の便が悪い ６．利用時間が少ない   

                                          

【回答結果】 

 

 

 

 ＜全体＞（MA、n=67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

施設設備が古い 25 37.3% 

必要な設備がない 20 29.9% 

施設への交通の便が悪い 9 13.4% 

利用料金が高い 15 22.4% 

予約が取れない 4 6.0% 

利用時間が少ない 10 14.9% 

職員の対応が悪い 3 4.5% 

その他 11 16.4% 

無回答 3 4.5% 

●スポーツ施設、文化施設に満足しなかった人の不満点としては、「施設設備が古い」が 37.3％と最も高く、次いで

「必要な設備がない」（29.9%）となっています。 

37.3%

29.9%

13.4%

22.4%

6.0%

14.9%

4.5%

16.4%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

施設設備が古い

必要な設備がない

施設への交通の便が悪い

利用料金が高い

予約が取れない

利用時間が少ない

職員の対応が悪い

その他

無回答
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2-4 文化財、伝統文化の認知度  【問 11】 

問 11．あなたは、志免町の文化財や伝統文化を知っていますか（１つに○印） 

（例：石投げ相撲、竪坑櫓、七夕池古墳、亀山古墳、松の尾古墳、ホッケンギョなど） 

１．知っている ３．あまり知らない 

２．だいたい知っている ４．知らない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

知っている 78 9.6% 

だいたい知っている 194 23.8% 

あまり知らない 371 45.5% 

知らない 162 19.9% 

無回答 11 1.3% 

 計 816 100% 

  

 

●志免町の文化財や伝統文化を知っている（「知っている」＋「だいたい知っている」）回答者は 33.4％となり、過去

5 年間の調査の中で最も低くなっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 30 歳代の認知度が低い傾向にあります。 

 

9.6% 193

23.8% 226

45.5% 197

19.9% 120

1.3% 72

6 8

知っている

9.6%

だいたい知って

いる
23.8%

あまり知らない

45.5%

知らない

19.9%

無回答

1.3%
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＜問１１：過去調査との比較（志免町の文化財・伝統文化を知っている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１１：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28 33.4%

H27 33.6%

H26 33.5%

H25 36.0%

H24 38.8%

33.4%

33.6%

33.5%

36.0%

38.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

H28

H27

H26

H25

H24

知っている

9.6%

9.4%

8.0%

5.2%

10.3%

2.2%

9.2%

18.8%

9.9%

12.5%

7.3%

10.9%

6.8%

11.4%

12.3%

だいたい知っている

23.8%

22.5%

16.0%

11.7%

11.5%

25.6%

29.6%

32.7%

25.4%

29.2%

14.5%

23.6%

24.7%

32.9%

28.1%

あまり知らない

45.5%

47.2%

40.0%

53.2%

58.6%

56.7%

41.8%

31.7%

43.4%

33.3%

43.6%

49.1%

47.9%

40.0%

40.4%

知らない

19.9%

19.2%

36.0%

28.6%

19.5%

15.6%

18.4%

11.9%

20.4%

25.0%

34.5%

16.4%

20.5%

15.7%

14.0%

無回答

1.3%

1.7%

1.3%

1.0%

5.0%

0.9%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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2-5 地域活動・住民活動への参加  【問 12】 

問 12．あなたは、ここ１年間で、地域活動・住民活動（ボランティア等）に参加したことがありますか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．サークル活動 ７．敬老会・老人クラブ活動 
２．スポーツ行事（町民運動会や各種スポーツ大会な

ど） 
８．子ども会育成会 

３．健康推進活動 ９．学校活動への協力・ＰＴＡ活動 
４．福祉活動 10．地域での防犯活動や交通安全活動など 
５．環境美化活動（地域清掃など） 11．その他の自治会活動 
６．文化祭 12．特にない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 ＜全体＞（MA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  回答数 構成比 

サークル活動 77 9.4% 

スポーツ行事 137 16.8% 

健康推進活動 27 3.3% 

福祉活動 36 4.4% 

環境美化活動（地域清掃など） 265 32.5% 

文化祭 67 8.2% 

敬老会・老人クラブ活動 84 10.3% 

子ども会育成会 75 9.2% 

学校活動への協力・ＰＴＡ活動 95 11.6% 

地域での防犯活動や交通安全活動など 45 5.5% 

その他の自治会活動 99 12.1% 

特にない 348 42.6% 

●ここ 1 年間で地域活動・住民活動に参加したことがある回答者（「特にない」と「無回答」を除く回答）は 55.4％

と過去 5 年間の調査の中で最も高くなっています。参加が多い活動は「環境美化活動」で 32.5％となっています。 

●性・年齢別でみると、地域活動・住民活動への参加は 75 歳以上女性で多くなっています。 

9.4%

16.8%

3.3%

4.4%

32.5%

8.2%

10.3%

9.2%

11.6%

5.5%

12.1%

42.6%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

サークル活動

スポーツ行事

健康推進活動

福祉活動

環境美化活動（地域清掃など）

文化祭

敬老会・老人クラブ活動

子ども会育成会

学校活動への協力・ＰＴＡ活動

地域での防犯活動や交通安全活動など

その他の自治会活動

特にない

無回答
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無回答 16 2.0% 

＜問１２：過去調査との比較（地域活動・住民活動に参加している町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１２：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

H28 55.4%
H27 50.3%
H26 53.8%
H25 48.7%
H24 49.6%

9.4%

16.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

サークル活動

スポーツ行事

55.4%

50.3%

53.8%

48.7%

49.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

サ

ー

ク

ル

活

動

ス

ポ

ー

ツ

行

事

健

康

推

進

活

動

福

祉

活

動

環

境

美

化

活

動

（

地

域

清

掃

な

ど

）

文

化

祭

敬

老

会

・

老

人

ク

ラ

ブ

活

動 子

ど

も

会

育

成

会

学

校

活

動

へ

の

協

力

・

Ｐ

Ｔ

Ａ

活

動

地

域

で

の

防

犯

活

動

や

交

通

安

全

活

動

な

ど

そ

の

他

の

自

治

会

活

動

特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 9.4% 16.8% 3.3% 4.4% 32.5% 8.2% 10.3% 9.2% 11.6% 5.5% 12.1% 42.6% 2.0%

 816 77 137 27 36 265 67 84 75 95 45 99 348 16

女性 計 100.0% 12.5% 16.3% 3.5% 6.7% 32.8% 9.6% 13.4% 10.4% 14.6% 6.5% 9.2% 41.8% 2.5%

 479 60 78 17 32 157 46 64 50 70 31 44 200 12

18～29歳女性 100.0% 8.0% 4.0%      -      -      - 4.0%      -      - 4.0%      -      - 80.0%      -

 25 2 1      -      -      - 1      -      - 1      -      - 20      -

30～39歳女性 100.0% 9.1% 18.2%      - 1.3% 27.3% 7.8% 2.6% 26.0% 27.3% 9.1% 2.6% 51.9%      -

 77 7 14      - 1 21 6 2 20 21 7 2 40      -

40～49歳女性 100.0% 6.9% 25.3%      - 1.1% 35.6% 8.0% 3.4% 26.4% 35.6% 13.8% 6.9% 41.4% 1.1%

 87 6 22      - 1 31 7 3 23 31 12 6 36 1

50～64歳女性 100.0% 7.8% 11.1%      - 5.6% 45.6% 3.3% 5.6% 4.4% 12.2% 6.7% 14.4% 40.0% 1.1%

 90 7 10      - 5 41 3 5 4 11 6 13 36 1

65～74歳女性 100.0% 18.4% 12.2% 5.1% 6.1% 30.6% 15.3% 14.3% 2.0% 3.1% 1.0% 10.2% 41.8% 3.1%

 98 18 12 5 6 30 15 14 2 3 1 10 41 3

75歳以上女性 100.0% 19.8% 18.8% 10.9% 18.8% 32.7% 13.9% 39.6% 1.0% 3.0% 5.0% 12.9% 26.7% 6.9%

 101 20 19 11 19 33 14 40 1 3 5 13 27 7

男性　計 100.0% 5.1% 17.4% 3.0% 1.2% 32.0% 6.0% 5.7% 7.5% 7.5% 4.2% 16.5% 44.0% 1.2%

 334 17 58 10 4 107 20 19 25 25 14 55 147 4

18～29歳男性 100.0% 8.3% 25.0%      -      - 16.7% 4.2%      -      -      - 4.2% 8.3% 58.3%      -

 24 2 6      -      - 4 1      -      -      - 1 2 14      -

30～39歳男性 100.0% 1.8% 25.5%      - 1.8% 27.3% 16.4%      - 16.4% 9.1% 9.1% 10.9% 47.3%      -

 55 1 14      - 1 15 9      - 9 5 5 6 26      -

40～49歳男性 100.0% 9.1% 20.0%      -      - 23.6% 3.6%      - 10.9% 20.0%      - 16.4% 52.7% 1.8%

 55 5 11      -      - 13 2      - 6 11      - 9 29 1

50～64歳男性 100.0% 2.7% 13.7% 4.1% 1.4% 43.8% 4.1% 2.7% 6.8% 8.2% 2.7% 16.4% 43.8%      -

 73 2 10 3 1 32 3 2 5 6 2 12 32      -

65～74歳男性 100.0% 4.3% 14.3% 7.1% 1.4% 34.3% 2.9% 8.6% 4.3% 2.9% 7.1% 27.1% 35.7%      -

 70 3 10 5 1 24 2 6 3 2 5 19 25      -

75歳以上男性 100.0% 7.0% 12.3% 3.5% 1.8% 33.3% 5.3% 19.3% 3.5% 1.8% 1.8% 12.3% 36.8% 5.3%

 57 4 7 2 1 19 3 11 2 1 1 7 21 3
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41.4%

10.6%

12.1%

11.8%

23.6%

15.8%

8.9%

15.8%

2.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

仕事が忙しい

育児・介護をしている

趣味など他の活動等が忙しい

身体的・精神的な負担が大きい

活動に関する情報が少ない

地域の活動における人間関係が煩わしい

活動することのメリットが感じられない

そもそも興味がない

無回答

2-5-1 地域活動・住民活動に参加しない理由  【問 12 ＳＱ6】 

ＳＱ6．問 12 で「12．特にない」と答えた方におたずねします。なぜ参加されないのでしょうか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．仕事が忙しい ５．活動に関する情報が少ない 

２．育児・介護をしている ６．地域の活動における人間関係が煩わしい 

３．趣味など他の活動等が忙しい ７．活動することのメリットが感じられない 

４．身体的・精神的な負担が大きい ８．そもそも興味がない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 ＜全体＞（MA、n=348) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

仕事が忙しい 144 41.4% 

育児・介護をしている 37 10.6% 

趣味など他の活動等が忙しい 42 12.1% 

身体的・精神的な負担が大きい 41 11.8% 

活動に関する情報が少ない 82 23.6% 

地域の活動における人間関係が煩わしい 55 15.8% 

活動することのメリットが感じられない 31 8.9% 

そもそも興味がない 55 15.8% 

無回答 10 2.9% 

●地域活動・住民活動に参加しない回答者の参加しない理由は、「仕事が忙しい」が 41.4％と最も多く、次いで「活

動に関する情報が少ない」（23.6％）、「地域の活動における人間関係が煩わしい」「そもそも興味がない」（いず

れも 15.8％）となっています。 
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2-6 家族・親戚以外で相談できる人  【問 13】 

問 13．あなたが、家族・親戚以外で相談出来る人はどんな人ですか（あてはまるもの全てに○印） 

１．町内の友人・知人 ４．民生委員 ７．その他  

２．町外の友人・知人 ５．社会福祉協議会 ８．特にいない 

３．職場の人 ６．町内会の役員  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

  

＜全体＞（MA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

町内の友人・知人 315 38.6% 

町外の友人・知人 346 42.4% 

職場の人 215 26.3% 

民生委員 12 1.5% 

社会福祉協議会 20 2.5% 

町内会の役員 21 2.6% 

その他 27 3.3% 

特にいない 197 24.1% 

無回答 11 1.3% 

●家族・親戚以外で相談できる人がいる人（「特にいない」と「無回答」を除く回答）は 74.6％となり、過去 5 年間

の調査とほぼ同様の傾向となっています。 

●性・年齢別でみると、30～49 歳女性と 39 歳以下男性が相談できる人が多く、65 歳以上の男女が相談できる

人が特にいない回答が多くなっています。 

38.6%

42.4%

26.3%

1.5%

2.5%

2.6%

3.3%

24.1%

1.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

町内の友人・知人

町外の友人・知人

職場の人

民生委員

社会福祉協議会

町内会の役員

その他

特にない

無回答
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協

議

会
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内

会

の
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員

そ
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他

特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 38.6% 42.4% 26.3% 1.5% 2.5% 2.6% 3.3% 24.1% 1.3%

 816 315 346 215 12 20 21 27 197 11

女性 計 100.0% 45.3% 44.3% 22.3% 2.1% 2.9% 1.9% 4.2% 21.7% 1.7%

 479 217 212 107 10 14 9 20 104 8

18～29歳女性 100.0% 44.0% 56.0% 20.0%      -      -      - 8.0% 20.0%      -

 25 11 14 5      -      -      - 2 5      -

30～39歳女性 100.0% 42.9% 62.3% 37.7%      -      - 1.3% 5.2% 10.4% 1.3%

 77 33 48 29      -      - 1 4 8 1

40～49歳女性 100.0% 50.6% 59.8% 46.0% 1.1% 2.3% 2.3% 4.6% 13.8%      -

 87 44 52 40 1 2 2 4 12      -

50～64歳女性 100.0% 42.2% 47.8% 28.9%      -      -      - 1.1% 17.8%      -

 90 38 43 26      -      -      - 1 16      -

65～74歳女性 100.0% 42.9% 28.6% 6.1% 2.0% 3.1% 1.0% 5.1% 37.8% 1.0%

 98 42 28 6 2 3 1 5 37 1

75歳以上女性 100.0% 48.5% 25.7% 1.0% 5.9% 8.9% 5.0% 4.0% 25.7% 5.9%

 101 49 26 1 6 9 5 4 26 6

男性　計 100.0% 29.0% 40.1% 32.3% 0.6% 1.5% 3.3% 2.1% 27.8% 0.9%

 334 97 134 108 2 5 11 7 93 3

18～29歳男性 100.0% 58.3% 66.7% 50.0% 4.2% 4.2% 4.2%      - 4.2%      -

 24 14 16 12 1 1 1      - 1      -

30～39歳男性 100.0% 34.5% 49.1% 60.0%      -      - 1.8%      - 14.5%      -

 55 19 27 33      -      - 1      - 8      -

40～49歳男性 100.0% 23.6% 50.9% 49.1%      -      - 1.8% 1.8% 21.8%      -

 55 13 28 27      -      - 1 1 12      -

50～64歳男性 100.0% 26.0% 37.0% 39.7%      - 1.4% 4.1% 2.7% 26.0%      -

 73 19 27 29      - 1 3 2 19      -

65～74歳男性 100.0% 21.4% 28.6% 10.0%      -      - 1.4% 1.4% 44.3% 1.4%

 70 15 20 7      -      - 1 1 31 1

75歳以上男性 100.0% 29.8% 28.1%      - 1.8% 5.3% 7.0% 5.3% 38.6% 3.5%

 57 17 16      - 1 3 4 3 22 2

＜問１３：過去調査との比較（町内に家族・親戚以外で相談できる人がいる町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１３：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

74.6%

75.6%

75.9%

74.8%

76.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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３．政策２ 未来の担い手と共に育つまち【子ども】                                

（１）調査結果の総括 

  子どもの権利保障・子育てしやすいまちに対する評価（問 14～15） 

○ 子どもが周りの大人から大事にされていると思う人が 68.0％と過去 5 年間で最も高い結果となり、特に

子育て世代の 40 歳代で高い回答を得たことから、実際に子育てをする環境として子どもが守られている

環境にあると考えられます。一方で、大事にされていないと思う時については、「地域の子どもとのふれあい」

に関する意見が多く、地域でのあいさつ・声かけ等、子どもと大人の関わりあいを更に推進する必要があり

ます。 

○ 子どもがいる回答者のうち子どもが育てやすいまちであると思う人が 64.3％となっており、半数以上が子

育て環境を良好と捉えています。しかし、過去 5 年間で最も低い結果になっており、更なる環境向上が望

まれます。特に育てにくい要因としてあげられる待機児童の問題や道路交通の安全の確保、医療費の負

担減、公園などの子どもの遊び場の確保が今後の対策として望まれています。 

○ 育てやすい理由として多い意見は地域行事等の充実があり、地域活動が子育て世代にも受け入れら

れていることがわかります。 

子どもの出産に対する評価（問 16～18） 

○ 今後の出産に対する意向について、18～29 歳の若年層では男女ともに 80％以上が「子どもが欲し

い」と思うと回答しており、出産に対する希望は高いことがわかります。 

○ 子どもを持つときの不安については、全体では「出産年齢」に対する意見が多かったですが、現在子ども

のいる回答者では「経済的負担の増加」に対する意見が上回っており、実際に子どもをもつ世代にとっては

経済的な負担がさらなる子どもを持つうえでの障壁になっていることがわかります。 

○ 働いている方で職場に出産・育児休暇などの制度があると回答した人は 58.4％と半数を超え、制度は

ないと答えた人は 18.8％となっており、前年調査と比較すると改善されています。ただし、「制度があるか

わからない」という回答が 1 割強あり、育児と就業の両立できる環境づくりとその周知に向けた更なる改善

が望まれます。  

子どもの活動への参加に対する評価（問 19） 

○ この 1 年間で子どもに関する地域活動等に参加したことがある人は 26.6％、参加したことがない人は

61.3％となっています。子どもに結びつきのある 30～49 歳を除く世代では参加度が低い結果となってい

ます。  
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（２）調査結果 

3-１ 子どもの権利保障 【問 14】 

問 14．あなたは、志免町の子どもが自分を含めたまわりの大人たちから大事にされていると思いますか（１つ

に○印） 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 ５．身近に子どもがいないのでわからない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

  

＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 119 14.6% 

どちらかと言えばそう思う 436 53.4% 

どちらかと言えばそう思わない 38 4.7% 

そう思わない 18 2.2% 

身近に子どもがいないのでわからない 176 21.6% 

無回答 29 3.6% 

 計 816 100% 

●志免町の子どもが大事にされていると思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は 68.0％となり、過

去 5 年間の調査の中で最も高い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに子育て世代である 40 歳代とその他 18～29 歳女性で大事にされていると思うと回

答が多くなっています。 

 

119 193

436 226

38 197

18 120

176 72

29 8

そう思う

14.6%

どちらかと言え

ばそう思う
53.4%

どちらかと言え

ばそう思わない
4.7%

そう思わない

2.2%

身近に子ども

がいないので

わからない

21.6%

無回答

3.6%
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＜問１４：過去調査との比較（子どもを大事にしている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１４：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28 68.0%
H27 62.2%
H26 65.9%
H25 65.5%
H24 67.4%

68.0%

62.2%

65.9%

65.5%

67.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

そう思う

14.6%

15.7%

4.0%

14.3%

12.6%

16.7%

16.3%

20.8%

13.2%

12.5%

12.7%

18.2%

6.8%

11.4%

19.3%

どちらかと言えば

そう思う

53.4%

53.4%

72.0%

53.2%

62.1%

57.8%

48.0%

42.6%

53.3%

54.2%

52.7%

54.5%

57.5%

55.7%

43.9%

どちらかと言えば

そう思わない

4.7%

4.6%

12.0%

5.2%

9.2%

1.1%

4.1%

2.0%

4.8%

4.2%

7.3%

10.9%

5.5%

1.4%

そう思わない

2.2%

2.1%

4.0%

2.6%

2.3%

1.1%

4.0%

2.4%

3.6%

5.5%

1.4%

3.5%

身近に子ども

がいないので

わからない

21.6%

20.9%

8.0%

23.4%

12.6%

21.1%

25.5%

24.8%

22.8%

29.2%

20.0%

5.5%

28.8%

31.4%

21.1%

無回答

3.6%

3.3%

1.3%

1.1%

2.2%

6.1%

5.9%

3.6%

3.6%

5.5%

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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3-１-1 子どもが大事にされていない思う時 【問 14 ＳＱ7】 

ＳＱ７．問 14 で「３．どちらかと言えばそう思わない」「４．そう思わない」と答えた方におたずねします。そ

う思わないのはどういうときでしょうか（具体的にご記入ください） 

 

 【回答結果】 

分類テーマ 主な意見 

■地域の子ども

とのふれあい

（15件） 

・近所の人を知らないし、会話する事が無い。 

・近隣住民や地域の交流、あいさつも交わさない、無関心、関わったとしても変な人扱いされる。 

・普段から、自分の子どもたちが他の大人たちとの関わりをもっているかすら分からない。 

・挨拶しても返事がない。 

■教育 

(10件） 

・他人を注意することがない、悪い事は悪いと言う人がいない。 

・学校の先生、教育委員会など、本気でいじめをなくそうとする気が全然感じられない人が多い。 

・保育園が少なく入れない。子育て支援の場が充実していない。 

・志免町は子どもの数がとても多く、小学校が大規模すぎる。１０００人をこえる学校では、子ども１

人１人に目を配ることはとても難しい。 

■安全（6件） 

 

・歩道を歩いている子どもがいるのに、車のスピードをゆるめない。横断歩道で待っているのにも関わら

ず車が停まろうとしない。 

・通学路がテレビで「危険な道」ととりあげられる程毎日危険にさらされているのに志免町は道路に色を

付けただけで「対応はきちんとしています。」と言っている。過去に死亡事故がおきているというのに安

全対策に無関心すぎる。 

・小学生なのにバス通学をさせられ、マナーが悪いと言われ続けているから。安全な通学路を作らない

せいだと思う。 

■公園・遊び場

（4件） 

・近所の公園が減らされたり、遊具を撤去されたり、ボール遊びを禁止されたりして、子どもの遊び場が

なくなっているように感じる。 

・日常の生活で、最低限の運動、遊びにかなりの支障を感じる。家族で休日しか、気軽に体を動かす

場所に移動が出来ない。公園の場所、整備、道が不満。 
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3-2 子どもが育てやすいまちか 【問 15】 

問 15．あなたは、志免町は子どもを育てやすいまちだと思いますか（１つに○印） 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 ５．身近に子どもがいないのでわからない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

  

 

＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 114 14.0% 

どちらかと言えばそう思う 353 43.3% 

どちらかと言えばそう思わない 73 8.9% 

そう思わない 30 3.7% 

身近に子どもがいないのでわからない 199 24.4% 

無回答 47 5.8% 

 計 816 100% 

 

●子どもが育てやすいまちだと思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は全体では 57.3％、子どもが

いる回答者の中では 64.3％となり、過去 5 年間の調査の中で最も低くなっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに子育て世代である 40 歳代と、その他 50 歳代女性で子どもが育てやすいまちだと

思う回答が多くなっています。 

●居住地域別でみると、東小学校区で子どもが育てやすいまちだと思う回答が多くなっています。 

 

114 193

353 226

73 197

30 120

199 72

47 8

そう思う

14.0%

どちらかと言え

ばそう思う
43.3%

どちらかと言え

ばそう思わない
8.9%

そう思わない

3.7%

身近に子ども

がいないので

わからない

24.4%

無回答

5.8%
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＜問１５：過去調査との比較（子どもを育てやすいまちだと思う町民の割合）＞ 
 ※子どもがいる回答者のうち、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」と回答した割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜問１５：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.3%

65.6%

70.6%

65.9%

66.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

そう思う

14.0%

13.4%

12.0%

10.4%

10.3%

14.4%

13.3%

17.8%

15.0%

12.5%

12.7%

14.5%

9.6%

18.6%

21.1%

どちらかと言えば

そう思う

43.3%

44.5%

48.0%

46.8%

51.7%

47.8%

40.8%

35.6%

41.9%

37.5%

32.7%

54.5%

41.1%

45.7%

36.8%

どちらかと言えば

そう思わない

8.9%

8.6%

12.0%

15.6%

16.1%

5.6%

4.1%

3.0%

9.6%

8.3%

14.5%

14.5%

11.0%

7.1%

1.8%

そう思わない

3.7%

3.8%

12.0%

6.5%

5.7%

1.1%

3.1%

1.0%

3.6%

10.9%

3.6%

2.7%

2.9%

身近に子ども

がいないので

わからない

24.4%

23.2%

16.0%

18.2%

12.6%

23.3%

29.6%

31.7%

25.7%

41.7%

27.3%

7.3%

32.9%

24.3%

28.1%

無回答

5.8%

6.7%

2.6%

3.4%

7.8%

9.2%

10.9%

4.2%

1.8%

5.5%

2.7%

1.4%

12.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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＜問１５：子どもの有無別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１５：居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

そう思う

14.0%

14.5%

12.8%

どちらかと言えば

そう思う

43.3%

40.2%

51.5%

どちらかと言えば

そう思わない

8.9%

5.2%

18.3%

そう思わない

3.7%

2.0%

8.1%

身近に子ども

がいないので

わからない

24.4%

32.5%

5.5%

無回答

5.8%

5.7%

3.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

子どもなし

子どもあり

そう思う

14.0%

17.0%

14.2%

15.7%

11.4%

どちらかと言えば

そう思う

43.3%

45.4%

48.0%

44.7%

43.1%

どちらかと言えば

そう思わない

8.9%

9.9%

8.8%

8.1%

10.2%

そう思わない

3.7%

3.5%

4.1%

3.4%

4.1%

身近に子ども

がいないので

わからない

24.4%

21.3%

18.9%

21.7%

25.6%

無回答

5.8%

2.8%

6.1%

6.4%

5.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区
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3-2-1 子どもが育てやすいまちの回答理由 【問 15 ＳＱ8】 

ＳＱ８．問 15 で答えた理由について具体的にご記入ください 

 

【回答結果】 

＜育てやすい理由＞ 

分類テーマ 主な意見 

■地域 

（31件） 

・町内で育成会の行事をいろいろやっているから。 

・特にスポーツ面、音楽関係などの活動が活発で町からの協力もとても大きい。 

・公園や公民館での行事等が行われていて友人関係も多く良い所だと思う。 

・まだまだ隣人とのつき合いがあり、町内の子どもやいろんな人との関わりがあるので孤立しない。 

・子どもが参加出来る行事が多い。スポーツや文化祭を含めて色々な選択肢がある。 

■教育・保育 

（28件） 

 

・学校や保育園などが多い。 

・学校教育が充実しているから。（特に小学校） 

・PTA活動が活発。 

・当町の児童、学生（社会人も含めて）スポーツや文化面で良き指導者、仲間、同好の友等に恵

まれていて、県内、郡内でも良い結果を出していると思います。 

■公園・遊び場

（19件） 

・公園、施設が充実しており、子ども達が安全に遊ぶ事が出来る所。 

・シーメイトのにじいろポケットや子育て広場など、子どもと楽しく遊べる行事や場所がとてもありがたく思

っています。 

■安全 

（18件） 

・子どもが通う小学校周辺は見守りボランティア等が充実しており通学等が安心に思うから。 

・学童の通学の時、通学路で旗振りなどの見守りがあるから。犯罪が少ないから。 

・交通安全に取り組んでいるから。 

■町の環境全般 

（18件） 

・育てる環境が整っていると思います。 

・志免町はまわりにすべてがそろっていて地域との関わりを含め育てやすかった。 

■自然 

（10件） 

・自然が近い。 

・空気はいいし、山も池もあり、登山出来る。 

■施設（9件） ・公共施設、スポーツ施設、公園等充実。 

■子育て支援

（６件） 

・子育て教室など週に１、２回放送がある。 

・志免町は町ぐるみでの子育て支援を行っているから。 

■行政（2件） ・子どもの権利条例がある 

・子どもの検診等で役場に行った際も、いつも親切、丁寧な対応をしてくれてとても助かっている。 
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＜育てにくい理由＞ 

分類テーマ 主な意見 

■教育・保育

（28件） 

・保育園が少ない。赤ちゃんサロンは木曜日だけしかあいていない。 

・市内にくらべると学力が低いと思うが、学力を上げる様な取り組みが無いように思う。 

・保育料が高い。 

・中学校が遠い。 

・学童待機。片親なのに保育園有料だったこと。 

■安全 

（16件） 

・犯罪や変質者が増えた。 

・通学路の交通量が多い。 

・車幅等、狭く、車の運転も荒い人が多い。 

・志免東中校区の子ども（特に桜丘）は通学路が暗くとても危険。 

■医療 

（12件） 

・医療費の負担が他の市町村よりも高いと思う。 

・子ども病院、クリニックが少ない。 

■公園・遊び場

（9件） 

・遊ぶ公園が少ない。 

・周辺に公園や広場でボール遊びなどをする場所がなく有っても色々禁止事項が有り外で遊ぶ事が出

来ない。 

■地域（5件） ・町内の、組合等の行事などが一部の人しかやっていない。もっと全員が参加出来る事を考えた方が

良いと思う。  

・高齢者メインで子どもメインの環境ではない。地域のイベントや、町の施設等。 

■行政（4件） 
・子育てサービスが充実していない。 
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3-3 今後、子どもがほしいか 【問 16】 

問 16．あなたは、今後子どもを欲しいと思いますか（１つに○印） 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 91 11.2% 

どちらかと言えばそう思う 75 9.2% 

どちらかと言えばそう思わない 62 7.6% 

そう思わない 362 44.4% 

無回答 226 27.7% 

 計 816 100% 

 

 

 

 

 

 

●今後子どもを欲しいと思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は、全体で 20.4％、子どもがいる回

答者の中では 25.9％となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 18～29 歳代で子どもが欲しいと思う回答が 80％以上と多くなっています。 

 

91 193

75 226

62 197

362 120

226 72

6 8

そう思う

11.2%

どちらかと言え

ばそう思う
9.2%

どちらかと言え

ばそう思わない
7.6%

そう思わない

44.4%

無回答

27.7%
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＜問１６：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１６：子どもの有無別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう思う

11.2%

10.2%

48.0%

24.7%

10.3%

3.3%

3.1%

3.0%

12.3%

54.2%

30.9%

7.3%

4.1%

4.3%

1.8%

どちらかと言えば

そう思う

9.2%

8.1%

40.0%

16.9%

8.0%

4.4%

2.0%

3.0%

10.8%

29.2%

16.4%

20.0%

8.2%

1.4%

3.5%

どちらかと言えば

そう思わない

7.6%

7.1%

8.0%

15.6%

12.6%

4.4%

2.0%

3.0%

8.4%

8.3%

12.7%

14.5%

9.6%

5.7%

そう思わない

44.4%

42.4%

4.0%

40.3%

64.4%

57.8%

35.7%

27.7%

47.6%

4.2%

38.2%

50.9%

71.2%

50.0%

38.6%

無回答

27.7%

32.2%

2.6%

4.6%

30.0%

57.1%

63.4%

21.0%

4.2%

1.8%

7.3%

6.8%

38.6%

56.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

そう思う

11.2%

10.4%

13.6%

どちらかと言えば

そう思う

9.2%

8.2%

12.3%

どちらかと言えば

そう思わない

7.6%

5.0%

14.5%

そう思わない

44.4%

43.0%

50.2%

無回答

27.7%

33.4%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

子どもなし

子どもあり
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3-4 将来の子どもを持つと考えた時の不安 【問 17】 

問 17．あなたは、将来的にご自分が子どもを（さらに）持つと考えた時に、どんな不安がありますか。 

または、これから子どもを（さらに）持つつもりがない方は、その理由としてお答え下さい。 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．出産年齢、子どもを持つ年齢（高齢のため） 11.保育所などの保育サービスの不足 

２．自分自身の健康 12.放課後の児童預かりサービスの不足 

３．自分又は配偶者の出産・育児に伴う心身の負担 13.産科医、小児科医の減少 

４．不妊の可能性 14.子育てについての知識がない 

５．仕事と生活・育児の両立 15.住宅事情 

６．自分や夫婦の生活の自由度の低下 16.子どもの成長にふさわしくない社会環境 

７．配偶者が家事・育児に非協力的 17.結婚の機会 

８．配偶者が望まない 18.その他 具体的に： 

９．経済的負担の増加 19.特にない 

10．不安定な雇用、就業関係  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＭA、n=816) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●将来的に子どもを持つと考えた時の不安は、全体では「出産年齢、子どもを持つ年齢」が 38.0％で最も多くなって

います。 

●子どもの有無別でみると、子どもがいる回答者では「経済的負担の増加」が 54.5％で最も多くなっています。 

 

38.0%

15.2%

12.0%

4.2%

18.5%

8.2%

3.1%

1.7%

27.8%

7.8%

14.3%

9.4%

4.4%

3.1%

4.4%

3.2%

3.8%

2.8%

7.1%

31.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

出産年齢、子どもを持つ年齢（高齢のため）

自分自身の健康

自分又は配偶者の出産・育児に伴う心身の負担

不妊の可能性

仕事と生活・育児の両立

自分や夫婦の生活の自由度の低下

配偶者が家事・育児に非協力的

配偶者が望まない

経済的負担の増加

不安定な雇用、就業関係

保育所などの保育サービスの不足

放課後の児童預かりサービスの不足

産科医、小児科医の減少

子育てについての知識がない

住宅事情

子どもの成長にふさわしくない社会環境

結婚の機会

その他

特にない

無回答
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 回答数 構成比 

出産年齢、子どもを持つ年齢（高齢のため） 310 38.0% 

自分自身の健康 124 15.2% 

自分又は配偶者の出産・育児に伴う心身の負担 98 12.0% 

不妊の可能性 34 4.2% 

仕事と生活・育児の両立 151 18.5% 

自分や夫婦の生活の自由度の低下 67 8.2% 

配偶者が家事・育児に非協力的 25 3.1% 

配偶者が望まない 14 1.7% 

経済的負担の増加 227 27.8% 

不安定な雇用、就業関係 64 7.8% 

保育所などの保育サービスの不足 117 14.3% 

放課後の児童預かりサービスの不足 77 9.4% 

産科医、小児科医の減少 36 4.4% 

子育てについての知識がない 25 3.1% 

住宅事情 36 4.4% 

子どもの成長にふさわしくない社会環境 26 3.2% 

結婚の機会 31 3.8% 

その他 23 2.8% 

特にない 58 7.1% 

無回答 253 31.0% 

＜問１７：子どもの有無別＞ 

 

 

 

38.0%

15.2%

12.0%

4.2%

18.5%

8.2%

3.1%

1.7%

27.8%

7.8%

14.3%

9.4%

4.4%

3.1%

4.4%

3.2%

3.8%

2.8%

7.1%

31.0%

34.3%

12.7%

7.7%

3.9%

13.2%

5.7%

2.0%

0.9%

17.5%

7.7%

11.3%

5.2%

3.6%

3.8%

3.2%

2.7%

5.0%

2.5%

8.8%

37.5%

50.2%

22.1%

23.4%

5.1%

32.3%

14.9%

6.0%

3.8%

54.5%

8.5%

23.0%

20.4%

6.8%

1.7%

7.7%

4.7%

1.3%

3.8%

3.8%

9.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

出産年齢、子どもを持つ年齢（高齢のため）

自分自身の健康

自分又は配偶者の出産・育児に伴う心身の負担

不妊の可能性

仕事と生活・育児の両立

自分や夫婦の生活の自由度の低下

配偶者が家事・育児に非協力的

配偶者が望まない

経済的負担の増加

不安定な雇用、就業関係

保育所などの保育サービスの不足

放課後の児童預かりサービスの不足

産科医、小児科医の減少

子育てについての知識がない

住宅事情

子どもの成長にふさわしくない社会環境

結婚の機会

その他

特にない

無回答

全 体

子どもなし

子どもなし
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3-5 職場における出産・育児休暇などの制度の有無 【問 18】 

問 18．会社等で働いている方におたずねします。あなたの働く職場では、出産・育児休暇などの制度がありま

すか（１つに○印） 
 

１．ある ３．そのような制度があるかわからない 

２．ない ４．その他  

 

【回答結果】 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=382)  ※F7 で「２．会社員・公務員・団体職員」「３．パート・アルバイト」と回答した方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

ある 223 58.4% 

ない 72 18.8% 

そのような制度があるかわからない 54 14.1% 

その他 2 0.5% 

無回答 31 8.1% 

 計 382 100% 

 

●働く職場に出産・育児休暇等の制度がある回答者は 58.4％となり、制度がない回答者は 18.8％となっています。 

223 193

72 226

54 197

2 120

31 72

8

ある

58.4%ない

18.8%

そのような制度

があるかわか

らない

14.1%

その他

0.5%

無回答

8.1%
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3-6 子どもに関する活動への参加 【問 19】 

問 19．あなたは、この１年間で以下のような子どもに関する活動に参加したことはありますか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．地域での子ども会活動 ５．子どもに関するボランティア活動 

２．スポーツ・サークル活動 ６．その他の町や地域での子どもに関する活動 

３．学校での活動 ７．特にない 

４．ＰＴＡ活動  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

地域での子ども会活動 99 12.1% 

スポーツ・サークル活動 63 7.7% 

学校での活動 93 11.4% 

ＰＴＡ活動 53 6.5% 

子どもに関するボランティア活動 42 5.1% 

その他の町や地域での子どもに関する活動 63 7.7% 

特にない 500 61.3% 

無回答 99 12.1% 

●この 1 年間で子どもに関する活動に参加したことがある回答者（「特にない」と「無回答」を除く回答者）は 26.6％

となり、過去 5 年間の調査と比較しても高い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、子育て世代である 30～49 歳女性の参加したことがある回答が多くなっています。 

12.1%

7.7%

11.4%

6.5%

5.1%

7.7%

61.3%

12.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

地域での子ども会活動

スポーツ・サークル活動

学校での活動

ＰＴＡ活動

子どもに関するボランティア活動

その他の町や地域での子どもに関する活動

特にない

無回答
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＜問１９：過去調査との比較（子どもに関する地域・サークル活動に参加した大人の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問１９：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

26.6%

26.1%

24.5%

27.6%

25.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

地

域

で

の

子

ど

も

会

活

動

ス

ポ

ー

ツ

・

サ

ー

ク

ル

活

動 学

校

で

の

活

動

Ｐ

Ｔ

Ａ

活

動

子

ど

も

に

関

す

る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

そ

の

他

の

町

や

地

域

で

の

子

ど

も

に

関

す

る

活

動

特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 12.1% 7.7% 11.4% 6.5% 5.1% 7.7% 61.3% 12.1%

 816 99 63 93 53 42 63 500 99

女性 計 100.0% 14.0% 7.9% 14.0% 9.0% 5.8% 10.0% 56.6% 14.2%

 479 67 38 67 43 28 48 271 68

18～29歳女性 100.0% 8.0% 4.0% 8.0% 4.0%      - 4.0% 80.0% 4.0%

 25 2 1 2 1      - 1 20 1

30～39歳女性 100.0% 29.9% 13.0% 26.0% 19.5% 9.1% 11.7% 50.6% 1.3%

 77 23 10 20 15 7 9 39 1

40～49歳女性 100.0% 32.2% 18.4% 36.8% 26.4% 5.7% 12.6% 44.8% 2.3%

 87 28 16 32 23 5 11 39 2

50～64歳女性 100.0% 3.3% 5.6% 6.7% 3.3% 6.7% 10.0% 71.1% 10.0%

 90 3 5 6 3 6 9 64 9

65～74歳女性 100.0% 5.1% 4.1% 3.1% 1.0% 3.1% 8.2% 61.2% 21.4%

 98 5 4 3 1 3 8 60 21

75歳以上女性 100.0% 5.9% 2.0% 4.0%      - 6.9% 9.9% 48.5% 32.7%

 101 6 2 4      - 7 10 49 33

男性　計 100.0% 9.6% 7.5% 7.8% 3.0% 4.2% 4.5% 68.3% 8.7%

 334 32 25 26 10 14 15 228 29

18～29歳男性 100.0%      - 8.3%      -      - 4.2% 4.2% 79.2% 4.2%

 24      - 2      -      - 1 1 19 1

30～39歳男性 100.0% 14.5% 16.4% 23.6% 1.8% 3.6% 5.5% 67.3%      -

 55 8 9 13 1 2 3 37      -

40～49歳男性 100.0% 16.4% 18.2% 10.9% 12.7% 7.3% 5.5% 54.5% 7.3%

 55 9 10 6 7 4 3 30 4

50～64歳男性 100.0% 11.0% 2.7% 5.5% 2.7%      - 6.8% 79.5% 1.4%

 73 8 2 4 2      - 5 58 1

65～74歳男性 100.0% 7.1% 2.9% 1.4%      - 4.3% 2.9% 71.4% 10.0%

 70 5 2 1      - 3 2 50 7

75歳以上男性 100.0% 3.5%      - 3.5%      - 7.0% 1.8% 59.6% 28.1%

 57 2      - 2      - 4 1 34 16
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４．政策３ 人にやさしく健やかなまち【健康・福祉】                                

（１）調査結果の総括 

  健康づくりに対する評価（問 20～21） 

○ 自身が心身ともに健康だと思う人は 68.6％と過去 5 年間の調査と比べ若干低い結果となっています。

65 歳以上の高齢層では全体と比較して若干低い結果となっていますが、健康のために心がけているを 3

項目以上取り組む人は、65 歳以上で多くなっており、高齢者の積極的な健康づくりが進んでいることがわ

かります。 

 

 高齢者福祉・障害者福祉に対する評価（問 22～24） 

○ 65 歳以上の回答者の高齢者が暮らしやすいまちと思う人は 65.4％と過去 5 年間で最も高い結果と

なっていますが、地域生活で心配なことが特にない 65 歳以上の高齢者は過去 5 年間で最も少なくなっ

ています。また、暮らしやすいと思わない人も 30％前後ある事から、暮らしに対する課題意識も低くないと

思われます。 

○ 障がいのある方にとって暮らしやすいまちと思う人は 44.3％、暮らしやすいと思わない人は 43.3％と意

見が分かれる結果となっており、障がいのある方にとって暮らしやすいまちづくりの推進が求められます。 

 

 医療に対する評価（問 25） 

○ 休日・夜間や救急時の医療機関の情報を入手できる手段と持っている人は 85.3％と過去 5 年間で

最も高い結果となっており、情報手段は年配層と若年層で異なるものの必要な情報手段は受けられてい

る環境にあると推察されます。 

 



 59 

（２）調査結果 

4-１ 自身の健康 【問 20】 

問 20．あなたは、心身がともに健康だと思いますか（１つに○印） 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 174 21.3% 

どちらかと言えばそう思う 386 47.3% 

どちらかと言えばそう思わない 137 16.8% 

そう思わない 92 11.3% 

無回答 27 3.3% 

 計 816 100% 

 

 

 

 

●心身がともに健康だと思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は 68.6％となり、ほぼ横ばいで

推移しているが、過去 5 年間の調査と比較すると低い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、18～29 歳男女、30 歳代男性で心身がともに健康だと思う回答が多くなっています。 

193

226

197

120

72

8

そう思う

21.3%

どちらかと言え

ばそう思う
47.3%

どちらかと言え

ばそう思わない
16.8%

そう思わない

11.3%

無回答

3.3%
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＜問２０：過去調査との比較（心身ともに健康だと感じる町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２０：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.6%

68.5%

70.2%

69.6%

70.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

そう思う

21.3%

21.9%

32.0%

27.3%

31.0%

16.7%

18.4%

14.9%

20.7%

45.8%

25.5%

20.0%

16.4%

20.0%

12.3%

どちらかと言えば

そう思う

47.3%

47.2%

52.0%

45.5%

43.7%

56.7%

43.9%

45.5%

47.9%

37.5%

54.5%

56.4%

49.3%

44.3%

40.4%

どちらかと言えば

そう思わない

16.8%

17.1%

12.0%

22.1%

18.4%

14.4%

15.3%

17.8%

15.9%

12.5%

9.1%

18.2%

12.3%

18.6%

22.8%

そう思わない

11.3%

10.2%

4.0%

3.9%

6.9%

7.8%

16.3%

15.8%

12.9%

4.2%

9.1%

5.5%

20.5%

14.3%

15.8%

無回答

3.3%

3.5%

1.3%

4.4%

6.1%

5.9%

2.7%

1.8%

1.4%

2.9%

8.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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4-2 健康のため心がけていること 【問 21】 

問 21．あなたは、日頃ご自分の健康のために、何か心掛けていることがありますか（あてはまるもの全てに○印） 

１．腹八分目を心がけるなど食事の量に気を配っている 
２．油ものや甘いものの取り過ぎに気を配っている 
３．塩分の取り方に気を配っている 
４．歯磨き（入歯の手入れも含む）に気を配っている 
５．睡眠・休養を充分取るようにしている 
６．考え込まないようにしている 
７．自分なりのストレス解消法を持っている（具体的に：              ） 
８．ウォーキングや体操など適度な運動を心掛けている 
９．定期的に健康診断を受けている 
10．お酒を飲むときは適量を心がけている 
11．タバコは吸わない 
12．その他（具体的に：                             ） 
13．特にない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

  

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康のために心がけていることは「タバコは吸わない」が 51.6％最も多く、次いで「歯磨き」（48.8%）「睡眠・

休養」（46.6％）となっています。 

●日頃、健康のために取り組み（3 項目以上）を行っている回答者は 69.5％となり、過去 5 年間の中で最も

高い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、65 歳以上の高齢層で取り組む回答が多く、39 歳以下の若年層で少なくなっています。 

31.1%

31.0%

39.0%

48.8%

46.6%

29.3%

18.1%

37.7%

45.2%

23.2%

51.6%

2.8%

5.5%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

腹八分目を心がけるなど食事の量に気を配っている

油ものや甘いものの取り過ぎに気を配っている

塩分の取り方に気を配っている

歯磨き（入歯の手入れも含む）に気を配っている

睡眠・休養を充分取るようにしている

考え込まないようにしている

自分なりのストレス解消法を持っている

ウォーキングや体操など適度な運動を心掛けている

定期的に健康診断を受けている

お酒を飲むときは適量を心がけている

タバコは吸わない

その他

特にない

無回答
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 回答数 構成比 

腹八分目を心がけるなど食事の量に気を配っている 254 31.1% 

油ものや甘いものの取り過ぎに気を配っている 253 31.0% 

塩分の取り方に気を配っている 318 39.0% 

歯磨き（入歯の手入れも含む）に気を配っている 398 48.8% 

睡眠・休養を充分取るようにしている 380 46.6% 

考え込まないようにしている 239 29.3% 

自分なりのストレス解消法を持っている 148 18.1% 

ウォーキングや体操など適度な運動を心掛けている 308 37.7% 

定期的に健康診断を受けている 369 45.2% 

お酒を飲むときは適量を心がけている 189 23.2% 

タバコは吸わない 421 51.6% 

その他 23 2.8% 

特にない 45 5.5% 

無回答 10 1.2% 

 

＜問２１：過去調査との比較（日頃、健康のために取組み（3項目以上）を行っている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.5%

69.1%

68.4%

64.4%

63.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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＜問２１：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 
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特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 31.1% 31.0% 39.0% 48.8% 46.6% 29.3% 18.1% 37.7% 45.2% 23.2% 51.6% 2.8% 5.5% 1.2%

 816 254 253 318 398 380 239 148 308 369 189 421 23 45 10

女性 計 100.0% 32.8% 32.8% 43.2% 52.2% 49.7% 33.0% 21.3% 37.4% 45.7% 18.8% 49.1% 3.5% 4.6% 1.3%

 479 157 157 207 250 238 158 102 179 219 90 235 17 22 6

18～29歳女性 100.0% 24.0% 20.0% 20.0% 36.0% 40.0% 44.0% 24.0% 16.0% 4.0% 12.0% 52.0%      - 4.0%      -

 25 6 5 5 9 10 11 6 4 1 3 13      - 1      -

30～39歳女性 100.0% 18.2% 24.7% 22.1% 45.5% 44.2% 29.9% 23.4% 18.2% 23.4% 18.2% 48.1% 5.2% 10.4% 1.3%

 77 14 19 17 35 34 23 18 14 18 14 37 4 8 1

40～49歳女性 100.0% 29.9% 20.7% 33.3% 44.8% 43.7% 28.7% 16.1% 28.7% 37.9% 18.4% 49.4% 3.4% 8.0% 1.1%

 87 26 18 29 39 38 25 14 25 33 16 43 3 7 1

50～64歳女性 100.0% 32.2% 28.9% 43.3% 51.1% 47.8% 31.1% 22.2% 44.4% 51.1% 24.4% 43.3% 1.1% 2.2% 1.1%

 90 29 26 39 46 43 28 20 40 46 22 39 1 2 1

65～74歳女性 100.0% 33.7% 41.8% 50.0% 61.2% 54.1% 31.6% 18.4% 45.9% 58.2% 24.5% 50.0% 6.1% 4.1%      -

 98 33 41 49 60 53 31 18 45 57 24 49 6 4      -

75歳以上女性 100.0% 47.5% 47.5% 67.3% 60.4% 58.4% 39.6% 25.7% 49.5% 63.4% 10.9% 53.5% 3.0%      - 3.0%

 101 48 48 68 61 59 40 26 50 64 11 54 3      - 3

男性　計 100.0% 29.0% 28.7% 33.2% 44.0% 42.2% 24.3% 13.8% 38.3% 44.9% 29.6% 55.7% 1.8% 6.9% 0.9%

 334 97 96 111 147 141 81 46 128 150 99 186 6 23 3

18～29歳男性 100.0% 16.7% 20.8% 20.8% 37.5% 33.3% 25.0% 33.3% 16.7% 12.5% 16.7% 50.0%      - 12.5%      -

 24 4 5 5 9 8 6 8 4 3 4 12      - 3      -

30～39歳男性 100.0% 20.0% 23.6% 18.2% 30.9% 30.9% 23.6% 20.0% 23.6% 29.1% 20.0% 43.6% 1.8% 12.7%      -

 55 11 13 10 17 17 13 11 13 16 11 24 1 7      -

40～49歳男性 100.0% 20.0% 18.2% 21.8% 41.8% 38.2% 27.3% 12.7% 23.6% 43.6% 18.2% 43.6% 3.6% 9.1% 1.8%

 55 11 10 12 23 21 15 7 13 24 10 24 2 5 1

50～64歳男性 100.0% 38.4% 28.8% 34.2% 49.3% 46.6% 20.5% 11.0% 39.7% 56.2% 38.4% 54.8% 1.4% 2.7%      -

 73 28 21 25 36 34 15 8 29 41 28 40 1 2      -

65～74歳男性 100.0% 28.6% 32.9% 44.3% 42.9% 45.7% 22.9% 12.9% 54.3% 54.3% 32.9% 70.0% 1.4% 5.7%      -

 70 20 23 31 30 32 16 9 38 38 23 49 1 4      -

75歳以上男性 100.0% 40.4% 42.1% 49.1% 56.1% 50.9% 28.1% 5.3% 54.4% 49.1% 40.4% 64.9% 1.8% 3.5% 3.5%

 57 23 24 28 32 29 16 3 31 28 23 37 1 2 2
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4-3 高齢者が暮らしやすいまちか 【問 22】 

問 22．あなたのお住まいの地域は、高齢者が暮らしやすいと思いますか（１つに○印） 

 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 101 12.4% 

どちらかと言えばそう思う 434 53.2% 

どちらかと言えばそう思わない 195 23.9% 

そう思わない 49 6.0% 

無回答 37 4.5% 

 計 816 100% 

 

 

●高齢者が暮らしやすいまちと思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は 65.6％となっています。 

●65 歳以上の高齢者でみると、高齢者が暮らしやすいと思う回答者は 65.4％で、過去 5 年間で最も高い結

果となっています。 

●居住地域別でみると、東小学校・西小学校区の人は暮らしやすいと思う回答が多い一方、南小学校区の回

答は暮らしやすいと思う回答が少なくなっています。 
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そう思う

12.4%
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6.0%

無回答

4.5%
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＜問２２：過去調査との比較（暮らしやすい地域であると感じる高齢者の割合）＞※65 歳以上を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２２：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24 63.8%

65.4%

64.2%

61.6%

60.5%

63.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

H28

H27

H26

H25

H24

そう思う

12.4%

10.6%

12.0%

10.4%

5.7%

5.6%

13.3%

16.8%

14.7%

20.8%

16.4%

18.2%

6.8%

14.3%

17.5%

どちらかと言えば

そう思う

53.2%

54.3%

60.0%

53.2%

58.6%

57.8%

53.1%

47.5%

52.1%

45.8%

54.5%

49.1%

58.9%

50.0%

49.1%

どちらかと言えば

そう思わない

23.9%

24.0%

24.0%

28.6%

23.0%

30.0%

21.4%

18.8%

23.7%

16.7%

16.4%

23.6%

24.7%

34.3%

19.3%

そう思わない

6.0%

6.3%

4.0%

5.2%

8.0%

1.1%

8.2%

8.9%

5.7%

8.3%

12.7%

5.5%

5.5%

1.4%

3.5%

無回答

4.5%

4.8%

2.6%

4.6%

5.6%

4.1%

7.9%

3.9%

8.3%

3.6%

4.1%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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＜問２２：居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そう思う

12.4%

15.6%

7.4%

11.9%

14.2%

どちらかと言えば

そう思う

53.2%

58.2%

40.5%

56.6%

56.5%

どちらかと言えば

そう思わない

23.9%

19.1%

41.9%

21.7%

17.5%

そう思わない

6.0%

2.8%

9.5%

4.7%

6.5%

無回答

4.5%

4.3%

0.7%

5.1%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区
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4-４ 高齢者の地域生活での心配なこと 【問 23】 

問 23．あなたのお住まいの地域で高齢者が生活する時に、特に心配になることは何ですか（１つに○印） 

１．健康 ４．防犯 ７．近所づきあい 

２．買物 ５．防災 ８．特にない 

３．交通 ６．趣味・就労・ボランティア 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 回答数 構成比 

健康 176 21.6% 

買物 172 21.1% 

交通 138 16.9% 

防犯 84 10.3% 

防災 45 5.5% 

趣味・就労・ボランティア 12 1.5% 

近所づきあい 81 9.9% 

特にない 83 10.2% 

無回答 25 3.1% 

 計 816 100% 

●お住まいの地域で高齢者が生活する時に特に心配になることは、「健康」（21.6％）、「買物」（21.1％）

「交通」（16.9％）となっています。心配になることは「特にない」回答者は 10.2％となっています。 

●65 歳以上の高齢者で心配になることがない回答者は 12.2％となり、過去 5 年間の調査の中で最も低くなっ

ています。 

H26
H25
H24

健康

21.6%

買物

21.1%

交通

16.9%

防犯

10.3%

防災

5.5%

趣味・就労・ボ

ランティア
1.5%

近所づきあい

9.9%

特にない

10.2%

無回答

3.1%
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＜問２３：過去調査との比較（地域生活で心配になることがない高齢者の割合）＞※65 歳以上を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２３：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

12.2%

12.8%

16.4%

20.3%

20.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

健

康

買

物

交

通

防

犯

防

災

趣

味

・

就

労

・

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

近

所

づ

き

あ

い

特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 21.6% 21.1% 16.9% 10.3% 5.5% 1.5% 9.9% 10.2% 3.1%

 816 176 172 138 84 45 12 81 83 25

女性 計 100.0% 18.6% 23.4% 16.9% 10.2% 6.5% 0.8% 10.2% 10.2% 3.1%

 479 89 112 81 49 31 4 49 49 15

18～29歳女性 100.0%      - 12.0% 32.0% 20.0% 12.0%      - 8.0% 16.0%      -

 25      - 3 8 5 3      - 2 4      -

30～39歳女性 100.0% 6.5% 23.4% 22.1% 15.6% 5.2% 2.6% 13.0% 7.8% 3.9%

 77 5 18 17 12 4 2 10 6 3

40～49歳女性 100.0% 13.8% 25.3% 19.5% 9.2% 2.3%      - 16.1% 11.5% 2.3%

 87 12 22 17 8 2      - 14 10 2

50～64歳女性 100.0% 21.1% 20.0% 16.7% 13.3% 11.1% 2.2% 6.7% 3.3% 5.6%

 90 19 18 15 12 10 2 6 3 5

65～74歳女性 100.0% 28.6% 24.5% 10.2% 8.2% 4.1%      - 11.2% 12.2% 1.0%

 98 28 24 10 8 4      - 11 12 1

75歳以上女性 100.0% 24.8% 26.7% 12.9% 4.0% 7.9%      - 5.9% 13.9% 4.0%

 101 25 27 13 4 8      - 6 14 4

男性　計 100.0% 26.0% 17.7% 17.1% 10.2% 4.2% 2.4% 9.6% 10.2% 2.7%

 334 87 59 57 34 14 8 32 34 9

18～29歳男性 100.0% 20.8% 16.7% 20.8% 20.8% 4.2%      - 4.2% 12.5%      -

 24 5 4 5 5 1      - 1 3      -

30～39歳男性 100.0% 12.7% 14.5% 32.7% 10.9% 5.5%      - 7.3% 16.4%      -

 55 7 8 18 6 3      - 4 9      -

40～49歳男性 100.0% 27.3% 16.4% 10.9% 14.5% 3.6% 3.6% 10.9% 9.1% 3.6%

 55 15 9 6 8 2 2 6 5 2

50～64歳男性 100.0% 32.9% 17.8% 15.1% 8.2% 5.5% 2.7% 12.3% 4.1% 1.4%

 73 24 13 11 6 4 2 9 3 1

65～74歳男性 100.0% 30.0% 21.4% 14.3% 7.1% 4.3% 2.9% 10.0% 8.6% 1.4%

 70 21 15 10 5 3 2 7 6 1

75歳以上男性 100.0% 26.3% 17.5% 12.3% 7.0% 1.8% 3.5% 8.8% 14.0% 8.8%

 57 15 10 7 4 1 2 5 8 5
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4-５ 障がいのある方に暮らしやすいまちか 【問 24】 

問 24．あなたは、志免町は障がいのある方にとって暮らしやすいと思いますか（１つに○印） 

 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 

２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 32 3.9% 

どちらかと言えばそう思う 330 40.4% 

どちらかと言えばそう思わない 277 33.9% 

そう思わない 77 9.4% 

無回答 100 12.3% 

 計 816 100% 

 

 

 

●障がいのある方にとって暮らしやすいと思う（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）回答者は 44.3％となっ

ています。 
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4-6 休日・夜間や救急時の医療機関の情報入手手段 【問 25】 

問 25．あなたは、休日・夜間や救急時の医療機関の情報をどこから入手していますか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．町広報紙 ６．近所や知人からの情報 
２．新聞 ７．その他  
３．インターネット （パソコン）   
４．インターネット （携帯・スマートフォン） ８．特に把握していない 
５．電話での問い合わせ  

 

【回答結果】 

 

 

 

 

 

 ＜全体＞（ＭA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 回答数 構成比 

町広報紙 272 33.3% 

新聞 158 19.4% 

インターネット （パソコン） 145 17.8% 

インターネット （携帯・スマートフォン） 264 32.4% 

電話での問い合わせ 212 26.0% 

近所や知人からの情報 125 15.3% 

その他 24 2.9% 

特に把握していない 104 12.7% 

無回答 16 2.0% 

●休日・夜間や救急時の医療機関の情報を得ている回答者（「特に把握していない」と「無回答」を除く回答

者）は 85.3％となり、過去 5 年間の調査の中で最も高い結果となっています。情報手段として最も多いもの

は「町広報誌」（33.3％）、次いで「インターネット（携帯・スマートフォン）」（32.4％）となっています。 

●性・年齢別でみると、「町広報誌」は 50 歳以上の年配層で、「インターネット」は 49 歳以下で活用している回

答が多くなっています。 

33.3%

19.4%

17.8%

32.4%

26.0%

15.3%

2.9%

12.7%

2.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

町広報紙

新聞

インターネット（パソコン）

インターネット（携帯・スマートフォン）

電話での問い合わせ

近所や知人からの情報

その他

特に把握していない

無回答
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＜問２５：過去調査との比較（休日・夜間や救急時の医療機関の情報を得られていると感じる町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜問２５：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 
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い

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 33.3% 19.4% 17.8% 32.4% 26.0% 15.3% 2.9% 12.7% 2.0%

 816 272 158 145 264 212 125 24 104 16

女性 計 100.0% 34.4% 17.7% 12.5% 32.4% 29.9% 18.0% 4.0% 12.3% 2.1%

 479 165 85 60 155 143 86 19 59 10

18～29歳女性 100.0% 24.0% 4.0% 8.0% 60.0% 20.0% 20.0% 4.0% 16.0%      -

 25 6 1 2 15 5 5 1 4      -

30～39歳女性 100.0% 15.6% 10.4% 15.6% 68.8% 28.6% 22.1% 1.3% 10.4% 1.3%

 77 12 8 12 53 22 17 1 8 1

40～49歳女性 100.0% 28.7% 18.4% 23.0% 51.7% 34.5% 18.4% 4.6% 4.6% 1.1%

 87 25 16 20 45 30 16 4 4 1

50～64歳女性 100.0% 35.6% 25.6% 18.9% 35.6% 24.4% 13.3% 3.3% 15.6% 1.1%

 90 32 23 17 32 22 12 3 14 1

65～74歳女性 100.0% 45.9% 19.4% 9.2% 8.2% 32.7% 10.2% 7.1% 15.3% 2.0%

 98 45 19 9 8 32 10 7 15 2

75歳以上女性 100.0% 43.6% 17.8%      - 2.0% 31.7% 25.7% 3.0% 13.9% 5.0%

 101 44 18      - 2 32 26 3 14 5

男性　計 100.0% 31.7% 21.9% 25.4% 32.3% 20.7% 11.7% 1.5% 13.5% 1.5%

 334 106 73 85 108 69 39 5 45 5

18～29歳男性 100.0% 12.5% 12.5% 20.8% 75.0% 16.7% 12.5%      - 25.0%      -

 24 3 3 5 18 4 3      - 6      -

30～39歳男性 100.0% 9.1% 3.6% 29.1% 58.2% 18.2% 20.0% 1.8% 14.5% 1.8%

 55 5 2 16 32 10 11 1 8 1

40～49歳男性 100.0% 23.6% 20.0% 34.5% 52.7% 20.0% 18.2%      - 7.3% 1.8%

 55 13 11 19 29 11 10      - 4 1

50～64歳男性 100.0% 43.8% 28.8% 31.5% 31.5% 26.0% 5.5% 1.4% 6.8%      -

 73 32 21 23 23 19 4 1 5      -

65～74歳男性 100.0% 45.7% 25.7% 22.9% 7.1% 18.6% 8.6%      - 21.4%      -

 70 32 18 16 5 13 6      - 15      -

75歳以上男性 100.0% 36.8% 31.6% 10.5% 1.8% 21.1% 8.8% 5.3% 12.3% 5.3%

 57 21 18 6 1 12 5 3 7 3
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５．政策４ 自然に優しいエコのまち【自然環境】                                

（１）調査結果の総括 

  ごみ処理・リサイクル活動に対する評価（問 26～27） 

○ ゴミ減量やリサイクルに対する取り組みを 89.5％の人が実施しており、女性の 50・60 歳代を中心に「マ

イバック」、「簡易包装」、「資源回収の活用」、「生ごみの水切り」の取組みが進んでおり、日常的な活動

として浸透していることがわかります。 

○ ごみの分別収集の方法（ごみの種類や回収日）と資源回収の回収場所・方法について 80％以上の

人が理解しています。 

 

自然環境の保全に対する評価（問 28） 

○ 自然を大切にする活動を行っている人は 10.4％と過去 5 年間で最も高い結果となっていますが、約 9

割は活動を行っておらず、依然として活動が浸透していない状況にあります。 
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（２）調査結果 

5-１ ごみ減量・リサイクルのための取り組み 【問 26】 

問 26．あなたは、ごみ減量・リサイクルのためにどのような取り組みを行っていますか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．マイバック ５．生ごみの水切り 
２．簡易包装の取り組み ６．家庭用生ごみ処理機の利用 
３．資源回収の活用 ７．その他  
４．フリーマーケット ８．特に何もしていない 

 

【回答結果】 

  

 

 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

マイバック 571 70.0% 

簡易包装の取り組み 172 21.1% 

資源回収の活用 482 59.1% 

フリーマーケット 42 5.1% 

生ごみの水切り 359 44.0% 

家庭用生ごみ処理機の利用 35 4.3% 

その他 19 2.3% 

特に何もしていない 71 8.7% 

無回答 15 1.8% 

●ごみ減量・リサイクルの取り組んでいる町民（「特に何もしていない」と「無回答」を除く）は 89.5％となり、過去

5 年間の調査と同様の傾向となっています。 

●性・年齢別でみると、50 歳以上の女性層で取り組む回答が多くなっています。 
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8.7%

1.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

マイバック

簡易包装の取り組み

資源回収の活用

フリーマーケット

生ごみの水切り

家庭用生ごみ処理機の利用

その他

特に何もしていない

無回答
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＜問２６：過去調査との比較（ごみ減量・リサイクルの取り組みをしている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２６：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

89.5%
87.9%
88.5%
90.1%
88.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

89.5%

87.9%

88.5%

90.1%

88.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

マ

イ

バ

ッ

ク

簡

易

包

装

の

取

り

組

み

資

源

回

収

の

活

用

フ

リ

ー

マ

ー

ケ

ッ

ト

生

ご

み

の

水

切

り

家

庭

用

生

ご

み

処

理

機

の

利

用 そ

の

他

特

に

何

も

し

て

い

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 70.0% 21.1% 59.1% 5.1% 44.0% 4.3% 2.3% 8.7% 1.8%

 816 571 172 482 42 359 35 19 71 15

女性 計 100.0% 81.4% 25.5% 61.6% 6.7% 55.5% 4.6% 3.3% 2.9% 0.8%

 479 390 122 295 32 266 22 16 14 4

18～29歳女性 100.0% 84.0% 8.0% 36.0%      - 32.0% 4.0%      -      -      -

 25 21 2 9      - 8 1      -      -      -

30～39歳女性 100.0% 75.3% 16.9% 45.5% 15.6% 31.2% 2.6% 5.2% 10.4% 1.3%

 77 58 13 35 12 24 2 4 8 1

40～49歳女性 100.0% 80.5% 29.9% 59.8% 5.7% 41.4% 3.4% 2.3% 3.4%      -

 87 70 26 52 5 36 3 2 3      -

50～64歳女性 100.0% 90.0% 34.4% 61.1% 4.4% 64.4% 4.4% 1.1% 3.3% 1.1%

 90 81 31 55 4 58 4 1 3 1

65～74歳女性 100.0% 83.7% 19.4% 76.5% 1.0% 68.4% 6.1% 4.1%      -      -

 98 82 19 75 1 67 6 4      -      -

75歳以上女性 100.0% 76.2% 29.7% 67.3% 9.9% 71.3% 5.9% 5.0%      - 2.0%

 101 77 30 68 10 72 6 5      - 2

男性　計 100.0% 53.9% 14.7% 56.0% 3.0% 27.2% 3.9% 0.9% 17.1% 3.3%

 334 180 49 187 10 91 13 3 57 11

18～29歳男性 100.0% 33.3% 12.5% 37.5% 4.2% 20.8% 4.2%      - 41.7%      -

 24 8 3 9 1 5 1      - 10      -

30～39歳男性 100.0% 56.4% 12.7% 40.0% 10.9% 16.4% 3.6% 1.8% 20.0%      -

 55 31 7 22 6 9 2 1 11      -

40～49歳男性 100.0% 52.7% 10.9% 45.5% 3.6% 14.5% 3.6%      - 21.8% 1.8%

 55 29 6 25 2 8 2      - 12 1

50～64歳男性 100.0% 57.5% 19.2% 64.4% 1.4% 28.8% 2.7% 1.4% 16.4% 4.1%

 73 42 14 47 1 21 2 1 12 3

65～74歳男性 100.0% 61.4% 18.6% 64.3%      - 30.0% 2.9%      - 10.0% 4.3%

 70 43 13 45      - 21 2      - 7 3

75歳以上男性 100.0% 47.4% 10.5% 68.4%      - 47.4% 7.0% 1.8% 8.8% 7.0%

 57 27 6 39      - 27 4 1 5 4
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5-2 ごみ分別収集や資源回収についての理解度 【問 27】 

問 27．あなたは、志免町のごみ分別収集や資源回収について理解していますか（項目ごとに１つに○印） 

 

分別するごみの種類・ 

回収日 

１．理解している   ３．あまり理解していない 

２．だいたい理解している   ４．理解していない 

資源回収の回収場所・ 

回収方法 

１．理解している   ３．あまり理解していない 

２．だいたい理解している   ４．理解していない 

 

【回答結果】 

 

  

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

① 分別するごみの種類・回収日 

 回答数 構成比 

理解している 524 64.2% 

だいたい理解している 236 28.9% 

あまり理解していない 34 4.2% 

理解していない 8 1.0% 

無回答 14 1.7% 

 計 816 100% 

② 資源回収の回収場所・回収方法 

 回答数 構成比 

理解している 527 64.6% 

だいたい理解している 183 22.4% 

あまり理解していない 56 6.9% 

理解していない 15 1.8% 

無回答 35 4.3% 

 計 816 100% 

●ごみの分別収集や資源回収を理解している（「理解している」＋「だいたい理解している」）回答者はいずれも

80％以上となっています。 

●性・年齢別でみると、分別収集、資源回収ともに 40 歳以上の女性の理解度が高くなっています。 

●居住地域別でみると、分別収集、資源回収ともに西小学校区の理解度が他の小学校区に比べて低くなって

います。 

527

183

56

15

35

197

120

理解している だいたい理解している あまり理解していない 理解していない 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

理解している

64.2%

64.6%

だいたい理解している

28.9%

22.4%

あまり理解していない

4.2%

6.9%

理解していない

1.0%

1.8%

無回答

1.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

ごみ分別収集

資源回収
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① 分別するごみの種類・回収日 

＜問２７：性・年齢別＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２７：居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

 

理解している

64.2%

68.3%

16.0%

44.2%

62.1%

74.4%

86.7%

81.2%

58.4%

33.3%

41.8%

60.0%

63.0%

64.3%

70.2%

だいたい理解している

28.9%

27.8%

64.0%

50.6%

34.5%

23.3%

11.2%

15.8%

30.8%

41.7%

41.8%

34.5%

26.0%

25.7%

24.6%

あまり理解していない

4.2%

2.5%

20.0%

3.9%

2.3%

2.0%

6.3%

25.0%

10.9%

3.6%

5.5%

4.3%

理解していない

1.0%

0.2%

1.1%

2.1%

5.5%

2.7%

2.9%

無回答

1.7%

1.3%

1.3%

2.2%

2.0%

1.0%

2.4%

1.8%

2.7%

2.9%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

64.6% 22.4% 6.9% 1.8%4.3%資源回収

理解している

64.2%

64.5%

70.3%

65.1%

60.6%

だいたい理解している

28.9%

30.5%

23.6%

29.4%

29.7%

あまり理解していない

4.2%

3.5%

2.7%

3.0%

6.9%

理解していない

1.0%

2.0%

0.9%

0.8%

無回答

1.7%

1.4%

1.4%

1.7%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区
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② 資源回収の回収場所・回収方法 

＜問２７：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問２７：居住地域別＞ 

理解している

64.6%

66.7%

73.6%

63.4%

61.4%

だいたい理解している

22.4%

22.0%

16.2%

24.7%

23.6%

あまり理解していない

6.9%

6.4%

4.7%

5.5%

9.3%

理解していない

1.8%

0.7%

2.7%

0.9%

2.4%

無回答

4.3%

4.3%

2.7%

5.5%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区

理解している

64.6%

68.5%

20.0%

50.6%

63.2%

72.2%

85.7%

78.2%

59.3%

29.2%

32.7%

52.7%

63.0%

78.6%

75.4%

だいたい理解している

22.4%

21.9%

52.0%

31.2%

33.3%

21.1%

7.1%

12.9%

23.4%

33.3%

36.4%

27.3%

26.0%

10.0%

15.8%

あまり理解していない

6.9%

4.4%

28.0%

11.7%

2.3%

2.2%

1.0%

10.5%

33.3%

20.0%

14.5%

4.1%

5.7%

1.8%

理解していない

1.8%

1.0%

2.6%

1.1%

1.0%

1.0%

3.0%

4.2%

9.1%

2.7%

2.9%

無回答

4.3%

4.2%

3.9%

4.4%

5.1%

7.9%

3.9%

1.8%

5.5%

4.1%

2.9%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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5-3 自然を大切にする活動 【問 28】 

問 28．あなたは、何か自然を大切にする活動を行っていますか（あてはまるもの全てに○印） 

１．海・川・山の清掃 ４．その他  
２．植樹ボランティアの参加  
３．自然保護団体への募金 ５．特に何もしていない 

 

【回答結果】 

  

 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

海・川・山の清掃 39 4.8% 

植樹ボランティアの参加 11 1.3% 

自然保護団体への募金 20 2.5% 
その他 24 2.9% 

特に何もしていない 693 84.9% 
無回答 38 4.7% 

＜問２８：過去調査との比較（自然環境保護活動を行っている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●自然を大切する活動を行っている回答者（「特に何もしていない」と「無回答」を除く回答者）は 10.4％となり、過去

5 年間の調査の中で最も高い結果となっています。 

4.8%

1.3%

2.5%

2.9%

84.9%

4.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

海・川・山の清掃

植樹ボランティアの参加

自然保護団体への募金

その他

特に何もしていない

無回答

10.4%

7.7%

9.8%

8.3%

10.2%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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６．政策５ 安全で快適に暮らせるまち【防犯・防災・住環境】                                

（１）調査結果の総括 

  防犯・防災に対する評価（問 29～31） 

○ 日常の防犯対策については 85.4％の人が対策を講じており、消費者トラブル対策の啓発が進む中で

「電話による勧誘を断っている」などは在宅の多い女性の高齢層で特に取り組みの浸透が図られている傾

向がみられます。 

○ 日常の防災対策を講じている人は 67.3％と過去 5 年間で最も高い結果となり、家庭での防災対策が

進んでいることがわかります。ただし、39 歳以下の若年層は「特に何もしていない」という回答が多く、この

世代への啓発が求められます。同様に、災害時の避難場所については 68.3％が知っていると回答してい

ますが、男女ともに若年層で全体と比べ低いことから今後も理解促進が必要となっています。 

 

  生活環境に対する評価（問 32～34） 

○ 道路の安全・便利さについては、約 56％と半数以上の人は安全・便利さを感じないとしています。特に

子どものいる 30～49 歳の層でその傾向が高くなっており、子どもの歩行環境に対する不安が強いことがわ

かります。 

○ 身近に利用できる公園・広場があると感じる人は 72.7％と過去 5 年間で最も高い結果になりました

が、子どものいる 30～49 歳では身近に利用できる公園・広場があると感じない回答が全体と比べ高い結

果となり、現状の公園・広場に対する不満がみられます。 

○ 町の環境衛生について良好である（特に気になる事がない）人は 35.7％と過去 5 年間の調査と比

較しても高い結果となっていますが、「ポイ捨て」が気になる人は 44.2％と半数近くおり、依然として課題

意識は高いことがわかります。 
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（２）調査結果 

6-１ 日常における防犯対策 【問 29】 

問 29．あなたは、日常から防犯に関して何らかの対策を講じていますか（あてはまるもの全てに○印） 

１．ドアや窓の鍵を２重にしている 
２．自宅や車庫などにセンサーライトを設置している 
３．犬を飼っている 
４．警備会社と契約している 
５．電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている 
６．防犯ブザーを携帯している 
７．自転車や車から離れる時には鍵をかけるようにしている 
８．自転車のかごに、ひったくり防止用の網をかけている 
９．外出時にご近所に声をかけている 
10．地域で防犯パトロールをしている 
11．その他（具体的に：                              ） 
12．特に何もしていない 

 

【回答結果】 

  

 

 
 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日常から防犯対策を行っている回答者（「特に何もしていない」と「無回答」を除く回答者）は 85.4％となり、

過去 5 年間の調査とほぼ同様の傾向となっています。特に回答の多い対策は「電話による勧誘、訪問販売等

は断っている」「自転車や車から離れる時は鍵をかける」となっています。 

 

24.9%

21.4%

11.4%

3.6%

54.0%

2.0%

53.2%

2.9%

2.8%

2.6%

1.6%

12.5%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ドアや窓の鍵を２重にしている

自宅や車庫などにセンサーライトを設置している

犬を飼っている

警備会社と契約している

電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている

防犯ブザーを携帯している

自転車や車から離れる時には鍵をかけるようにしている

自転車のかごに、ひったくり防止用の網をかけている

外出時にご近所に声をかけている

地域で防犯パトロールをしている

その他

特に何もしていない

無回答
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 回答数 構成比 

ドアや窓の鍵を２重にしている 203 24.9% 

自宅や車庫などにセンサーライトを設置している 175 21.4% 

犬を飼っている 93 11.4% 

警備会社と契約している 29 3.6% 

電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている 441 54.0% 

防犯ブザーを携帯している 16 2.0% 

自転車や車から離れる時には鍵をかけるようにしている 434 53.2% 

自転車のかごに、ひったくり防止用の網をかけている 24 2.9% 

外出時にご近所に声をかけている 23 2.8% 

地域で防犯パトロールをしている 21 2.6% 

その他 13 1.6% 

特に何もしていない 102 12.5% 

無回答 17 2.1% 

 

＜問２９：過去調査との比較（日常から防犯対策を行っている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.4%

83.5%

86.2%

85.2%

89.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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＜問２９：性・年齢別＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 
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地

域
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防
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ー

ル

を

し

て

い

る

そ

の

他

特

に

何

も

し

て

い

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 24.9% 21.4% 11.4% 3.6% 54.0% 2.0% 53.2% 2.9% 2.8% 2.6% 1.6% 12.5% 2.1%

 816 203 175 93 29 441 16 434 24 23 21 13 102 17

女性 計 100.0% 24.4% 22.5% 10.9% 3.5% 61.0% 2.5% 52.8% 4.0% 3.3% 1.9% 1.7% 10.4% 1.9%

 479 117 108 52 17 292 12 253 19 16 9 8 50 9

18～29歳女性 100.0% 28.0% 8.0% 8.0% 8.0% 40.0% 8.0% 60.0%      -      - 4.0%      - 8.0%      -

 25 7 2 2 2 10 2 15      -      - 1      - 2      -

30～39歳女性 100.0% 19.5% 13.0% 10.4% 5.2% 57.1% 2.6% 57.1% 1.3%      - 5.2% 1.3% 15.6% 1.3%

 77 15 10 8 4 44 2 44 1      - 4 1 12 1

40～49歳女性 100.0% 24.1% 21.8% 16.1% 5.7% 55.2% 3.4% 60.9%      - 2.3% 1.1% 4.6% 10.3% 1.1%

 87 21 19 14 5 48 3 53      - 2 1 4 9 1

50～64歳女性 100.0% 18.9% 24.4% 12.2% 3.3% 62.2% 1.1% 56.7% 2.2% 2.2%      -      - 10.0% 3.3%

 90 17 22 11 3 56 1 51 2 2      -      - 9 3

65～74歳女性 100.0% 25.5% 30.6% 13.3% 1.0% 67.3% 1.0% 50.0% 6.1% 3.1%      - 2.0% 7.1% 1.0%

 98 25 30 13 1 66 1 49 6 3      - 2 7 1

75歳以上女性 100.0% 31.7% 24.8% 4.0% 1.0% 67.3% 3.0% 40.6% 9.9% 8.9% 3.0% 1.0% 10.9% 3.0%

 101 32 25 4 1 68 3 41 10 9 3 1 11 3

男性　計 100.0% 25.7% 20.1% 12.0% 3.6% 44.3% 1.2% 53.6% 1.5% 1.8% 3.6% 1.5% 15.6% 2.4%

 334 86 67 40 12 148 4 179 5 6 12 5 52 8

18～29歳男性 100.0% 8.3% 12.5% 25.0%      - 41.7%      - 54.2%      - 4.2% 4.2%      - 12.5%      -

 24 2 3 6      - 10      - 13      - 1 1      - 3      -

30～39歳男性 100.0% 34.5% 10.9% 9.1% 7.3% 36.4% 3.6% 49.1% 1.8%      - 9.1%      - 21.8%      -

 55 19 6 5 4 20 2 27 1      - 5      - 12      -

40～49歳男性 100.0% 29.1% 20.0% 7.3% 1.8% 43.6%      - 67.3%      -      - 1.8%      - 16.4% 1.8%

 55 16 11 4 1 24      - 37      -      - 1      - 9 1

50～64歳男性 100.0% 23.3% 23.3% 17.8% 4.1% 39.7% 1.4% 54.8%      - 1.4% 4.1% 2.7% 17.8% 2.7%

 73 17 17 13 3 29 1 40      - 1 3 2 13 2

65～74歳男性 100.0% 25.7% 24.3% 14.3% 1.4% 50.0%      - 41.4% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 14.3% 2.9%

 70 18 17 10 1 35      - 29 2 2 2 2 10 2

75歳以上男性 100.0% 24.6% 22.8% 3.5% 5.3% 52.6% 1.8% 57.9% 3.5% 3.5%      - 1.8% 8.8% 5.3%

 57 14 13 2 3 30 1 33 2 2      - 1 5 3
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6-2 日常における防災対策 【問 30】 

問 30．あなたは、日常から災害に関して何らかの対策や準備をしていますか（あてはまるもの全てに○印） 

１．非常袋を用意している ７．地域で行う防災訓練参加に参加している 
２．水や食料を備蓄している ８．家族の役割を決めている 
３．最寄りの避難場所を知っている ９．その他  
４．住宅用火災警報器を設置している  
５．消火器を設置している 10．特に何もしていない 
６．災害に関する情報収集を行っている  

 

【回答結果】  

 

 

 

 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

非常袋を用意している 116 14.2% 

水や食料を備蓄している 185 22.7% 

最寄りの避難場所を知っている 312 38.2% 

住宅用火災警報器を設置している 267 32.7% 

消火器を設置している 218 26.7% 

災害に関する情報収集を行っている 48 5.9% 

地域で行う防災訓練参加に参加している 33 4.0% 
家族の役割を決めている 14 1.7% 

その他 2 0.2% 
特に何もしていない 244 29.9% 

無回答 23 2.8% 

●日常から防犯対策を行っている回答者（「特に何もしていない」と「無回答」を除く回答者）は67.3％となり、過

去 5 年間の調査の中でも最も高い結果となっています。回答の多い対策は「最寄りの避難場所を知っている」

「住宅用火災警報器を設置している」となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 39 歳以下の若年層では特に何もしていない回答が多くなっています 

14.2%

22.7%

38.2%

32.7%

26.7%

5.9%

4.0%

1.7%

0.2%

29.9%

2.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

非常袋を用意している

水や食料を備蓄している

最寄りの避難場所を知っている

住宅用火災警報器を設置している

消火器を設置している

災害に関する情報収集を行っている

地域で行う防災訓練に参加している

家族の役割を決めている

その他

特に何もしていない

無回答
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＜問３０：過去調査との比較（日常から防災対策・準備をしている町民の割合）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜問３０：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

67.3%

66.4%

66.1%

64.4%

64.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

非

常

袋

を

用

意

し

て

い

る

水

や

食

料

を

備

蓄

し

て

い

る 最
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り

の

避

難
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所

を

知
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て

い

る

住
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用

火

災

警

報

器

を

設

置

し

て

い

る

消

火

器

を

設

置

し

て

い

る

災

害

に

関

す

る

情

報

収

集

を

行

っ

て

い

る

地

域

で

行

う

防

災

訓

練

に

参

加

し

て

い

る

家

族

の

役

割

を

決

め

て

い

る そ

の

他

特

に

何

も

し

て

い

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 14.2% 22.7% 38.2% 32.7% 26.7% 5.9% 4.0% 1.7% 0.2% 29.9% 2.8%

 816 116 185 312 267 218 48 33 14 2 244 23

女性 計 100.0% 16.1% 24.0% 39.2% 34.2% 24.4% 5.0% 4.2% 1.7% 0.2% 28.0% 2.9%

 479 77 115 188 164 117 24 20 8 1 134 14

18～29歳女性 100.0% 24.0% 16.0% 48.0% 20.0% 16.0%      -      -      -      - 40.0%      -

 25 6 4 12 5 4      -      -      -      - 10      -

30～39歳女性 100.0% 16.9% 26.0% 36.4% 28.6% 14.3% 6.5% 2.6% 1.3%      - 32.5% 1.3%

 77 13 20 28 22 11 5 2 1      - 25 1

40～49歳女性 100.0% 16.1% 28.7% 33.3% 34.5% 19.5% 2.3% 5.7% 2.3%      - 32.2% 2.3%

 87 14 25 29 30 17 2 5 2      - 28 2

50～64歳女性 100.0% 11.1% 26.7% 35.6% 36.7% 22.2% 7.8% 4.4% 2.2% 1.1% 28.9% 3.3%

 90 10 24 32 33 20 7 4 2 1 26 3

65～74歳女性 100.0% 10.2% 21.4% 44.9% 32.7% 31.6% 5.1% 2.0%      -      - 26.5% 2.0%

 98 10 21 44 32 31 5 2      -      - 26 2

75歳以上女性 100.0% 23.8% 20.8% 42.6% 41.6% 32.7% 5.0% 6.9% 3.0%      - 18.8% 5.9%

 101 24 21 43 42 33 5 7 3      - 19 6

男性　計 100.0% 11.7% 21.0% 36.5% 30.2% 29.6% 7.2% 3.9% 1.8% 0.3% 32.9% 2.7%

 334 39 70 122 101 99 24 13 6 1 110 9

18～29歳男性 100.0% 4.2% 8.3% 33.3% 16.7% 4.2% 12.5%      - 4.2%      - 45.8%      -

 24 1 2 8 4 1 3      - 1      - 11      -

30～39歳男性 100.0% 14.5% 25.5% 32.7% 25.5% 14.5% 9.1% 9.1% 3.6%      - 43.6%      -

 55 8 14 18 14 8 5 5 2      - 24      -

40～49歳男性 100.0% 14.5% 20.0% 32.7% 27.3% 18.2% 3.6% 1.8% 5.5%      - 32.7% 1.8%

 55 8 11 18 15 10 2 1 3      - 18 1

50～64歳男性 100.0% 11.0% 20.5% 38.4% 30.1% 32.9% 5.5% 4.1%      - 1.4% 37.0% 2.7%

 73 8 15 28 22 24 4 3      - 1 27 2

65～74歳男性 100.0% 10.0% 24.3% 37.1% 27.1% 35.7% 8.6% 1.4%      -      - 27.1% 1.4%

 70 7 17 26 19 25 6 1      -      - 19 1

75歳以上男性 100.0% 12.3% 19.3% 42.1% 47.4% 54.4% 7.0% 5.3%      -      - 19.3% 8.8%

 57 7 11 24 27 31 4 3      -      - 11 5
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6-3 災害時の避難場所の認知度 【問 31】 

問 31．あなたは、災害時の避難場所を知っていますか（１つに○印） 

 

１．はい ２．いいえ 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

はい 557 68.3% 

いいえ 235 28.8% 

無回答 24 2.9% 

 計 816 100% 

●災害時の避難場所を知っている回答者は 68.3％となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 39 歳以下の若年層、その他 40 代男性で避難場所を知らない回答者が多

くなっています。 

●居住地区別でみると、西小学校区で避難場所を知らない回答者が多くなっています。 

はい

68.3%

いいえ

28.8%

無回答

2.9%
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＜問３１：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３１：居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

  

はい

68.3%

68.7%

68.0%

62.3%

70.1%

67.8%

71.4%

71.3%

68.0%

66.7%

61.8%

63.6%

69.9%

72.9%

70.2%

いいえ

28.8%

28.4%

32.0%

36.4%

29.9%

31.1%

25.5%

20.8%

29.6%

33.3%

38.2%

34.5%

27.4%

25.7%

22.8%

無回答

2.9%

2.9%

1.3%

1.1%

3.1%

7.9%

2.4%

1.8%

2.7%

1.4%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

はい

68.3%

70.2%

73.6%

71.9%

65.4%

いいえ

28.8%

27.0%

24.3%

23.8%

32.5%

無回答

2.9%

2.8%

2.0%

4.3%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区
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6-4 町内の道路の安全・便利さ 【問 32】 

問 32．あなたは、町内の道路が安全で便利に通行できると感じますか（１つに○印） 

１．そう感じる ３．どちらかと言えばそう感じない 
２．どちらかと言えばそう感じる ４．そう感じない 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう感じる 55 6.7% 

どちらかと言えばそう感じる 284 34.8% 

どちらかと言えばそう感じない 290 35.5% 

そう感じない 163 20.0% 

無回答 24 2.9% 

 計 816 100% 

 

●町内の道路が安全で便利に通行できると感じる（「そう感じる」＋「どちらかと言えばそう感じる」）回答者は

41.5％となり、過去 5 年間の調査とほぼ同様の結果となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 30～49 歳で安全で便利に通行できると感じる回答が少なくなっています。

子どもの有無別でみると、子どもがいる回答層で同様の傾向があることから子育て世代で安全に感じないと考

える層が多いことがわかります。 

●居住地別でみると、西小学校区と東小学校区で安全で便利に通行できると感じる回答が少なくなっていま

す。 

そう感じる

6.7%

どちらかと言え

ばそう感じる
34.8%

どちらかと言え

ばそう感じない
35.5%

そう感じない

20.0%

無回答

2.9%
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そう感じる

6.7%

6.3%

8.0%

2.6%

5.7%

2.2%

3.1%

15.8%

7.2%

4.2%

10.9%

7.3%

5.5%

4.3%

10.5%

どちらかと言えば

そう感じる

34.8%

31.9%

24.0%

27.3%

26.4%

38.9%

33.7%

33.7%

39.2%

41.7%

29.1%

27.3%

38.4%

41.4%

57.9%

どちらかと言えば

そう感じない

35.5%

39.5%

52.0%

42.9%

41.4%

37.8%

39.8%

33.7%

30.2%

37.5%

29.1%

29.1%

34.2%

31.4%

22.8%

そう感じない

20.0%

19.2%

16.0%

26.0%

25.3%

18.9%

21.4%

7.9%

21.0%

16.7%

29.1%

34.5%

19.2%

20.0%

無回答

2.9%

3.1%

1.3%

1.1%

2.2%

2.0%

8.9%

2.4%

1.8%

1.8%

2.7%

2.9%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

＜問３２：過去調査との比較（町内の道路が安全で便利に通行できると感じる町民の割合）＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３２：性・年齢別＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.5%

41.6%

40.8%

38.2%

42.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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＜問３２：居住地域別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３２：子どもの有無別＞ 

 

そう感じる

6.7%

3.5%

10.1%

6.0%

6.1%

どちらかと言えば

そう感じる

34.8%

33.3%

49.3%

35.3%

27.2%

どちらかと言えば

そう感じない

35.5%

42.6%

23.6%

35.3%

38.6%

そう感じない

20.0%

17.7%

14.2%

20.4%

25.2%

無回答

2.9%

2.8%

2.7%

3.0%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区

そう感じる

6.7%

6.3%

6.0%

どちらかと言えば

そう感じる

34.8%

37.1%

30.2%

どちらかと言えば

そう感じない

35.5%

35.5%

35.7%

そう感じない

20.0%

17.7%

26.4%

無回答

2.9%

3.4%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

子どもなし

子どもあり
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6-5 公園・広場の状況 【問 33】 

問 33．あなたは、身近に利用出来る公園・広場があると感じますか（１つに○印） 

１．そう感じる  ３．どちらかと言えばそう感じない 
２．どちらかと言えばそう感じる ４．そう感じない 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう感じる 264 32.4% 

どちらかと言えばそう感じる 329 40.3% 

どちらかと言えばそう感じない 127 15.6% 

そう感じない 73 8.9% 

無回答 23 2.8% 

 計 816 100% 

●身近に利用出来る公園・広場があると感じる回答者は 72.7％となり、過去 5 年間の調査の中で最も高い

結果となっています。 

●性・年齢別でみると、男女ともに 30～64 歳で身近に利用出来る公園・広場があると感じない回答が多くなっ

ています。子どもの有無別でみると、子どもがいる回答層で同様の傾向があることから、特に子育て層で身近に

利用出来る公園・広場があると感じない人が多いことがわかります。 

●居住地域別でみると西小学校区の回答者が身近に利用出来る公園・広場があると感じない回答が多くなっ

ています。 

 

 

そう感じる

32.4%

どちらかと言え

ばそう感じる
40.3%

どちらかと言え

ばそう感じない
15.6%

そう感じない

8.9%

無回答

2.8%
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＜問３３：過去調査との比較（身近に利用できる公園・広場があると感じる町民の割合）＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３３：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.7%

68.1%

69.4%

63.4%

69.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

そう感じる

32.4%

29.9%

36.0%

24.7%

23.0%

18.9%

35.7%

42.6%

35.9%

45.8%

30.9%

36.4%

30.1%

35.7%

43.9%

どちらかと言えば

そう感じる

40.3%

40.9%

44.0%

42.9%

40.2%

45.6%

38.8%

36.6%

39.8%

37.5%

40.0%

41.8%

42.5%

42.9%

31.6%

どちらかと言えば

そう感じない

15.6%

16.3%

16.0%

16.9%

26.4%

21.1%

11.2%

7.9%

14.7%

12.5%

16.4%

14.5%

15.1%

15.7%

12.3%

そう感じない

8.9%

10.4%

4.0%

14.3%

10.3%

12.2%

12.2%

5.9%

6.9%

4.2%

10.9%

5.5%

8.2%

2.9%

8.8%

無回答

2.8%

2.5%

1.3%

2.2%

2.0%

6.9%

2.7%

1.8%

1.8%

4.1%

2.9%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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＜問３３：居住地域別＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３３：子どもの有無別＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

そう感じる

32.4%

36.9%

33.1%

37.9%

24.4%

どちらかと言えば

そう感じる

40.3%

35.5%

52.0%

41.7%

35.4%

どちらかと言えば

そう感じない

15.6%

19.1%

7.4%

9.8%

24.4%

そう感じない

8.9%

5.7%

4.7%

8.9%

13.0%

無回答

2.8%

2.8%

2.7%

1.7%

2.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

東小学校区

南小学校区

中央小学校区

西小学校区

そう感じる

32.4%

33.4%

29.4%

どちらかと言えば

そう感じる

40.3%

41.6%

37.4%

どちらかと言えば

そう感じない

15.6%

14.8%

18.7%

そう感じない

8.9%

7.0%

13.2%

無回答

2.8%

3.2%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

子どもなし

子どもあり
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6-6 町の環境衛生に対する不満点 【問 34】 

問 34．あなたは、以下にあげる町の環境衛生について何か気になることはありますか 

（あてはまるもの全てに○印） 

１．ポイ捨て ５．その他   
２．騒音  
３．振動 ６．特にない 
４．悪臭  

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

ポイ捨て 361 44.2% 

騒音 169 20.7% 

振動 39 4.8% 

悪臭 57 7.0% 

その他 89 10.9% 

特にない 291 35.7% 

無回答 29 3.6% 

●町の環境衛生が良好である（特に気になることがない）回答者は 35.7％となり、過去 5 年間の調査と比較

しても高い結果となっています。気になる環境衛生として「ポイ捨て」が 44.2％と最も多く、次いで「騒音」

（20.7％）となっています。 

 

44.2%

20.7%

4.8%

7.0%

10.9%

35.7%

3.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

ポイ捨て

騒音

振動

悪臭

その他

特にない

無回答
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＜問３４：過去調査との比較（住んでいる地域が良好な住環境であると感じる町民の割合）＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３４：性・年齢別＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

 

44.2%

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

35.7%

36.4%

31.0%

21.8%

23.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

H28

H27

H26

H25

H24

  

 

全

 

 

体

ポ

イ

捨

て

騒

音

振

動

悪

臭

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 44.2% 20.7% 4.8% 7.0% 10.9% 35.7% 3.6%

 816 361 169 39 57 89 291 29

女性 計 100.0% 44.9% 20.7% 4.8% 7.5% 11.1% 35.3% 2.9%

 479 215 99 23 36 53 169 14

18～29歳女性 100.0% 32.0% 32.0% 8.0% 8.0%      - 48.0%      -

 25 8 8 2 2      - 12      -

30～39歳女性 100.0% 40.3% 29.9% 7.8% 9.1% 14.3% 32.5% 1.3%

 77 31 23 6 7 11 25 1

40～49歳女性 100.0% 44.8% 21.8% 1.1% 5.7% 12.6% 36.8% 4.6%

 87 39 19 1 5 11 32 4

50～64歳女性 100.0% 51.1% 17.8% 3.3% 8.9% 13.3% 34.4% 1.1%

 90 46 16 3 8 12 31 1

65～74歳女性 100.0% 42.9% 15.3% 6.1% 10.2% 12.2% 35.7% 2.0%

 98 42 15 6 10 12 35 2

75歳以上女性 100.0% 47.5% 17.8% 4.0% 4.0% 6.9% 33.7% 5.9%

 101 48 18 4 4 7 34 6

男性　計 100.0% 43.4% 20.7% 4.8% 6.3% 10.8% 36.5% 3.9%

 334 145 69 16 21 36 122 13

18～29歳男性 100.0% 50.0% 41.7% 8.3% 8.3%      - 33.3%      -

 24 12 10 2 2      - 8      -

30～39歳男性 100.0% 29.1% 23.6% 3.6% 7.3% 7.3% 52.7%      -

 55 16 13 2 4 4 29      -

40～49歳男性 100.0% 38.2% 23.6% 7.3% 10.9% 5.5% 38.2% 1.8%

 55 21 13 4 6 3 21 1

50～64歳男性 100.0% 52.1% 26.0% 6.8% 8.2% 19.2% 24.7% 2.7%

 73 38 19 5 6 14 18 2

65～74歳男性 100.0% 48.6% 12.9%      - 2.9% 7.1% 35.7% 7.1%

 70 34 9      - 2 5 25 5

75歳以上男性 100.0% 42.1% 8.8% 5.3% 1.8% 17.5% 36.8% 8.8%

 57 24 5 3 1 10 21 5
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７．政策６ 住民と行政が共に創るまち【行政】                                

（１）調査結果の総括 

  町民の行政情報の入手、町政への参画に対する評価（問 35） 

○ 志免町からのお知らせや町政の情報など必要な情報を入手できると思う人は 67.1％と過去 5 年間の

調査の中で最も低い結果となり、情報が入手しやすい環境の整備が求められます。 

○ 情報入手手段としては、町の広報紙は 95.1％となっており、年代・性別を超えて、町の情報入手手段

の基本媒体となっています。 

 

行政運営に対する評価（問 36～40） 

○ この 1 年間で町職員と接する機会のあった人は 51.8％で約半数となっていますが、接する機会のあった

人の 91.3％が職員の対応、姿勢に満足しており、町職員の対応・姿勢に対する満足度は高い結果とな

っています 

○ 町政への意見を伝える方法の認知度は 39.8％で約６割は認知していない結果となっています。特に

49 歳以下で認知度が低く、これらの年代に対する周知が求められます。 

○ 行政サービスに対する満足度については、満足している人は 67.5％と半数を越えており、町の行政運

営に対して概ね満足している傾向にあるといえます。 

○ 役場で不便・不快に感じたことがない人は、「利用したことがない」や「無回答」を除くと 55.7％で過半数

となっています。しかし不便・不快に感じたことがある人も半数近くおり、特に回答の多かった駐車場・駐輪

場の少なさや使いにくさ、庁舎の案内表示のわかりにくさの改善が求められます。 

○ 役場の窓口利用で重要視する事項は、待ち時間が短いことや案内表示のわかりやすさ、ワンストップ窓

口の回答が多くなっており、これらの整備が町民の行政運営に対する満足度の向上につながると推察され

ます。 
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（２）調査結果 

7-１ 町のお知らせや町政情報の入手 【問 35】 

問 35．あなたは、志免町からのお知らせや町政の情報など、町についてあなたが必要とする情報を入手できて

いると思いますか（１つに○印） 

１．そう思う ３．どちらかと言えばそう思わない 
２．どちらかと言えばそう思う ４．そう思わない 
 ５．わからない 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

そう思う 152 18.6% 

どちらかといえばそう思う 396 48.5% 

どちらかといえばそう思わない 106 13.0% 

そう思わない 31 3.8% 

わからない 105 12.9% 

無回答 26 3.2% 

 計 816 100% 

●志免町からのお知らせや町政の情報など、必要なまちの情報が入手できる（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう

思う」）回答者は 67.1％となり、過去 5 年間の調査の中で最も低い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、39 歳以下の若年層で必要な町の情報が入手できる回答者は全体と比べ少なくなってい

ます。 

そう思う

18.6%

どちらかと言え

ばそう思う
48.5%

どちらかと言え

ばそう思わない
13.0%

そう思わない

3.8%

わからない

12.9%

無回答

3.2
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そう思う

18.6%

19.8%

4.0%

15.6%

16.1%

10.0%

22.4%

36.6%

16.5%

8.3%

10.9%

12.7%

11.0%

21.4%

29.8%

どちらかと言えば

そう思う

48.5%

50.5%

40.0%

46.8%

59.8%

61.1%

52.0%

36.6%

46.1%

29.2%

27.3%

54.5%

56.2%

50.0%

45.6%

どちらかと言えば

そう思わない

13.0%

11.1%

28.0%

16.9%

12.6%

7.8%

9.2%

5.9%

15.9%

12.5%

21.8%

14.5%

17.8%

17.1%

8.8%

そう思わない

3.8%

2.9%

4.0%

2.6%

1.1%

1.1%

7.1%

2.0%

5.1%

16.7%

12.7%

3.6%

4.1%

1.4%

わからない

12.9%

12.9%

24.0%

16.9%

10.3%

17.8%

7.1%

10.9%

12.9%

33.3%

27.3%

10.9%

8.2%

7.1%

5.3%

無回答

3.2%

2.7%

1.3%

2.2%

2.0%

7.9%

3.6%

3.6%

2.7%

2.9%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性

＜問３５：過去調査との比較（必要とするまちの情報が入手できると感じる町民の割合）＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３５：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.1%

70.9%

71.1%

67.5%

67.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24
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7-1-1 町のお知らせや町政情報の入手形態 【問 35 ＳＱ9】 

ＳＱ９．問 35 で「１．そう思う」「２．どちらかと言えばそう思う」と答えた方におたずねします。あなたが入

手している情報の形態は何ですか（あてはまるもの全てに○印） 

１．町の広報紙 ４．町内会や隣近所の方から聞いている 

２．町のホームページ ５．その他  

３．役場に直接問い合わせしている  

 

【回答結果】 

  

 

 

 

 

＜全体＞（ＭA、n=548)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

町の広報紙 521 95.1% 

町のホームページ 99 18.1% 

役場に直接問い合わせしている 80 14.6% 

町内会や隣近所の方から聞いている 139 25.4% 

その他 14 2.6% 

無回答 5 0.9% 

 

 

●町のお知らせや町政情報を入手できている回答者の入手形態としては「町の広報紙」が 95.1％と最も多くなっ

ています。「町のホームページ」は 18.1％となっています。 

●性・年齢別でみると、「町のホームページ」は 18～29 歳男性、30 歳代男女、50～64 歳女性で多くなってい

ます。 

95.1%

18.1%

14.6%

25.4%

2.6%

0.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

町の広報紙

町のホームページ

役場に直接問い合わせしている

町内会や隣近所の方から聞いている

その他

無回答
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＜問３５SQ：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

 

 

 

  

 

全

 

 

体

町

の

広

報

紙

町

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

役

場

に

直

接

問

い

合

わ

せ

し

て

い

る

町

内

会

や

隣

近

所

の

方

か

ら

聞

い

て

い

る

そ

の

他

無

回

答

  全  体 100.0% 95.1% 18.1% 14.6% 25.4% 2.6% 0.9%

 548 521 99 80 139 14 5

女性 計 100.0% 95.3% 17.8% 15.4% 25.8% 2.7% 0.6%

 337 321 60 52 87 9 2

18～29歳女性 100.0% 100.0%      - 9.1%      -      -      -

 11 11      - 1      -      -      -

30～39歳女性 100.0% 97.9% 41.7% 8.3% 18.8% 2.1%      -

 48 47 20 4 9 1      -

40～49歳女性 100.0% 97.0% 22.7% 10.6% 13.6% 4.5%      -

 66 64 15 7 9 3      -

50～64歳女性 100.0% 92.2% 31.3% 14.1% 31.3%      -      -

 64 59 20 9 20      -      -

65～74歳女性 100.0% 95.9% 2.7% 19.2% 27.4% 4.1% 2.7%

 73 70 2 14 20 3 2

75歳以上女性 100.0% 93.2% 4.1% 21.6% 39.2% 2.7%      -

 74 69 3 16 29 2      -

男性　計 100.0% 95.2% 18.7% 12.9% 24.9% 2.4% 1.4%

 209 199 39 27 52 5 3

18～29歳男性 100.0% 88.9% 33.3% 11.1%      -      -      -

 9 8 3 1      -      -      -

30～39歳男性 100.0% 95.2% 38.1% 9.5% 14.3% 4.8%      -

 21 20 8 2 3 1      -

40～49歳男性 100.0% 91.9% 21.6% 18.9% 18.9% 2.7% 2.7%

 37 34 8 7 7 1 1

50～64歳男性 100.0% 100.0% 16.3% 4.1% 16.3% 2.0%      -

 49 49 8 2 8 1      -

65～74歳男性 100.0% 96.0% 14.0% 12.0% 38.0% 2.0% 2.0%

 50 48 7 6 19 1 1

75歳以上男性 100.0% 93.0% 11.6% 20.9% 34.9% 2.3% 2.3%

 43 40 5 9 15 1 1
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7-2 町職員の対応・姿勢 【問 36】 

問 36．あなたは、この１年間で町職員と接する機会がありましたか（１つに○印） 

１．接する機会があった ２．接する機会がなかった 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

接する機会があった 423 51.8% 

接する機会がなかった 373 45.7% 

無回答 20 2.5% 

 計 816 100% 

 

●この 1 年間で町職員と接する機会があった回答者は 51.8％となっています。 

●性・年齢別でみると、30 歳代と 75 歳以上女性で町職員と接する機会があった回答が多くなっています。 

接する機会が

あった
51.8%

接する機会が

なかった
45.7%

無回答

2.5%
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＜問３６：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接する機会があった

51.8%

55.3%

44.0%

59.7%

51.7%

53.3%

55.1%

60.4%

47.0%

37.5%

45.5%

38.2%

54.8%

50.0%

47.4%

接する機会がなかった

45.7%

42.8%

56.0%

39.0%

48.3%

45.6%

42.9%

34.7%

50.0%

62.5%

54.5%

58.2%

42.5%

47.1%

45.6%

無回答

2.5%

1.9%

1.3%

1.1%

2.0%

5.0%

3.0%

3.6%

2.7%

2.9%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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7-2-1 町職員の対応・姿勢（満足度） 【問 36 ＳＱ10】 

ＳＱ10．問 36 で「１．接する機会があった」と答えた方におたずねします。その際の職員の対応や姿勢に

満足しましたか（１つに○印） 

１．満足した ３．やや不満だった 

２．やや満足した ４．不満だった 

 

【回答結果】 

  

 

 

＜全体＞（ＳA、n=423)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  回答数 構成比 

満足した 192 45.4% 

やや満足した 194 45.9% 

やや不満だった 23 5.4% 

不満だった 11 2.6% 

無回答 3 0.7% 

 計 423 100% 

 

 

 

 

●この 1 年間で町職員と接する機会のあった回答者のうち 91.3％が満足した（「満足した」＋「やや満足した」）

と回答しており、過去 5 年間の調査の中で最も高い結果となっています。 

 

満足した

45.4%

やや満足した

45.9%

やや不満だっ

た
5.4%

不満だった

2.6%
無回答

0.7%
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＜問３６SQ：過去調査との比較（職員の対応に満足している町民の割合）＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３６SQ：性・年齢別＞ 

 

 

H24 84.7%

91.3%

83.5%

85.6%

80.6%

84.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

H28

H27

H26

H25

H24

満足した

45.4%

44.2%

27.3%

47.8%

37.8%

31.3%

50.0%

54.1%

47.1%

55.6%

32.0%

47.6%

45.0%

48.6%

59.3%

やや満足した

45.9%

46.8%

63.6%

41.3%

53.3%

50.0%

44.4%

42.6%

44.6%

44.4%

48.0%

33.3%

50.0%

45.7%

40.7%

やや不満だった

5.4%

5.3%

9.1%

4.3%

4.4%

14.6%

3.7%

5.7%

8.0%

19.0%

2.5%

5.7%

不満だった

2.6%

3.0%

6.5%

4.4%

1.9%

3.3%

1.9%

8.0%

2.5%

無回答

0.7%

0.8%

4.2%

0.6%

4.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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7-3 町政への意見を伝える方法の認知度 【問 37】 

問 37．あなたは、町役場などに設置している意見箱やホームページから役場に対して意見を伝えることができ

ることを知っていますか（あてはまるもの全てに○印） 

１．役場の意見箱を知っている ４．電話で意見を伝えている 

２．公共施設（役場以外）の意見箱を知っている ５．ホームページから伝えられることを知っている 

３．役場の窓口で意見を伝えている ６．知らない 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 回答数 構成比 

役場の意見箱を知っている 239 29.3% 

公共施設（役場以外）の意見箱を知っている 40 4.9% 

役場の窓口で意見を伝えている 37 4.5% 

電話で意見を伝えている 46 5.6% 

ホームページから伝えられることを知っている 73 8.9% 

知らない 459 56.3% 

無回答 32 3.9% 

●意見箱やホームページから役場に対して意見を伝えることができることを知っている回答者（「知らない」と「無回

答」を除く回答者）は 39.8％となっています。最も認知度の高いものは役場の意見箱で 29.3％となっていま

す。 

●性・年齢別でみると、50 歳以上の年配層の認知度が高く、49 歳以下で認知度が低い結果となっています。 

29.3%

4.9%

4.5%

5.6%

8.9%

56.3%

3.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

役場の意見箱を知っている

公共施設（役場以外）の意見箱を知っている

役場の窓口で意見を伝えている

電話で意見を伝えている

ホームページから伝えられることを知っている

知らない

無回答
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＜問３７：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 

  

 

全

 

 

体

役

場

の

意

見

箱

を

知

っ

て

い

る

公

共

施

設

（

役

場

以

外

）

の

意

見

箱

を

知

っ

て

い

る

役

場

の

窓

口

で

意

見

を

伝

え

て

い

る

電

話

で

意

見

を

伝

え

て

い

る

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

か

ら

伝

え

ら

れ

る

こ

と

を

知

っ

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答

  全  体 100.0% 29.3% 4.9% 4.5% 5.6% 8.9% 56.3% 3.9%

 816 239 40 37 46 73 459 32

女性 計 100.0% 29.9% 5.6% 4.2% 6.3% 8.1% 55.7% 4.0%

 479 143 27 20 30 39 267 19

18～29歳女性 100.0% 16.0%      -      - 4.0%      - 84.0%      -

 25 4      -      - 1      - 21      -

30～39歳女性 100.0% 16.9% 5.2% 2.6% 2.6% 16.9% 67.5% 1.3%

 77 13 4 2 2 13 52 1

40～49歳女性 100.0% 28.7% 5.7% 4.6%      - 13.8% 65.5%      -

 87 25 5 4      - 12 57      -

50～64歳女性 100.0% 33.3% 7.8% 4.4% 6.7% 13.3% 56.7% 2.2%

 90 30 7 4 6 12 51 2

65～74歳女性 100.0% 32.7% 3.1% 3.1% 11.2% 1.0% 51.0% 5.1%

 98 32 3 3 11 1 50 5

75歳以上女性 100.0% 38.6% 7.9% 6.9% 8.9% 1.0% 35.6% 10.9%

 101 39 8 7 9 1 36 11

男性　計 100.0% 28.4% 3.9% 5.1% 4.8% 9.9% 57.5% 3.6%

 334 95 13 17 16 33 192 12

18～29歳男性 100.0% 16.7%      - 4.2%      - 4.2% 79.2%      -

 24 4      - 1      - 1 19      -

30～39歳男性 100.0% 29.1% 3.6%      - 1.8% 16.4% 65.5%      -

 55 16 2      - 1 9 36      -

40～49歳男性 100.0% 21.8% 3.6% 3.6% 7.3% 14.5% 67.3% 1.8%

 55 12 2 2 4 8 37 1

50～64歳男性 100.0% 23.3% 4.1% 9.6% 2.7% 13.7% 56.2% 2.7%

 73 17 3 7 2 10 41 2

65～74歳男性 100.0% 41.4% 4.3% 5.7% 8.6% 5.7% 47.1% 2.9%

 70 29 3 4 6 4 33 2

75歳以上男性 100.0% 29.8% 5.3% 5.3% 5.3% 1.8% 45.6% 12.3%

 57 17 3 3 3 1 26 7
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7-4 行政サービスの満足度 【問 38】 

問 38．あなたは、行政サービス（町役場の仕事）に満足していますか（１つに○印） 

１．満足している ３．やや不満がある 
２．やや満足している ４．不満がある 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（ＳA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 回答数 構成比 

満足している 110 13.5% 

やや満足している 441 54.0% 

やや不満がある 150 18.4% 

不満がある 41 5.0% 

無回答 74 9.1% 

 計 816 100% 

 

●行政サービスに満足している（「満足している」＋「やや満足している」）回答者は 67.5％で、過去 5 年間の

調査の中で最も高い結果となっています。 

●性・年齢別でみると、18～29 歳女性と 75 歳以上の高齢層で満足している回答が多くなっています。 

満足している

13.5%

やや満足して

いる
54.0%

やや不満があ

る
18.4%

不満がある

5.0%

無回答

9.1%
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＜問３８：過去調査との比較（行政サービスに満足している町民の割合）＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問３８：性・年齢別＞ 

 

 

 

  

67.5%

63.0%

63.9%

63.5%

64.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

H28

H27

H26

H25

H24

満足している

13.5%

12.9%

12.0%

13.0%

13.8%

5.6%

11.2%

20.8%

14.1%

16.7%

12.7%

12.7%

6.8%

17.1%

21.1%

やや満足している

54.0%

53.7%

64.0%

49.4%

52.9%

58.9%

54.1%

49.5%

54.8%

37.5%

50.9%

52.7%

65.8%

52.9%

56.1%

やや不満がある

18.4%

18.6%

16.0%

24.7%

18.4%

22.2%

16.3%

13.9%

18.3%

16.7%

20.0%

29.1%

17.8%

15.7%

10.5%

不満がある

5.0%

4.4%

8.0%

7.8%

5.7%

2.2%

3.1%

3.0%

5.7%

12.5%

10.9%

3.6%

5.5%

4.3%

1.8%

無回答

9.1%

10.4%

5.2%

9.2%

11.1%

15.3%

12.9%

7.2%

16.7%

5.5%

1.8%

4.1%

10.0%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

全体

女性 計

18～29歳女性

30～39歳女性

40～49歳女性

50～64歳女性

65～74歳女性

75歳以上女性

男性 計

18～29歳男性

30～39歳男性

40～49歳男性

50～64歳男性

65～74歳男性

75歳以上男性
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7-5 役場で不便・不快に感じたこと 【問 39】 

問 39．あなたが役場を利用して、不便・不快と感じたことを教えてください。（３つまで○印） 

１．庁舎の案内表示などがわかりにくいため、どこに行けばいいのか分からない 

２．待ち時間が長い 

３．いくつもの窓口をたらい回しにされた 

４．窓口でのプライバシーの確保が不十分 

５．待合いスペースや休憩スペースの不足 

６．バリアフリーが不十分 

７．多目的トイレ、授乳スペースなどが不十分 

８．駐車場や駐輪場が少ない、使いにくい 

９．特にない 

10. 役場を利用しないので、わからない 

11. その他 

 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（MA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●役場で不便・不快に感じたことがない人は、全体で 46.8％となっており、役場を利用したことがない人と無回答

を除くと 55.7％となっています。不便・不快に感じたことは「駐車場や駐輪場が少ない、使いにくい」が 14.3％

で最も多くなっています。 

9.9%

4.2%

4.9%

6.1%

2.3%

2.0%

4.4%

14.3%

46.8%

9.3%

8.1%

6.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

庁舎の案内表示がわかりにくく、どこに行けばいいのか分からない

待ち時間が長い

いくつもの窓口をたらい回しにされた

窓口でのプライバシーの確保が不十分

待合いスペースや休憩スペースの不足

バリアフリーが不十分

多目的トイレ、授乳スペースなどが不十分

駐車場や駐輪場が少ない、使いにくい

特にない

役場を利用しないので、わからない

その他

無回答
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 回答数 構成比 

庁舎の案内表示がわかりにくく、どこに行けばいいのか分からない 81 9.9% 

待ち時間が長い 34 4.2% 

いくつもの窓口をたらい回しにされた 40 4.9% 

窓口でのプライバシーの確保が不十分 50 6.1% 

待合いスペースや休憩スペースの不足 19 2.3% 

バリアフリーが不十分 16 2.0% 

多目的トイレ、授乳スペースなどが不十分 36 4.4% 

駐車場や駐輪場が少ない、使いにくい 117 14.3% 

特にない 382 46.8% 

役場を利用しないので、わからない 76 9.3% 

その他 66 8.1% 

無回答 54 6.6% 

 

＜問３９：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 
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時

間
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長

い

い

く
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も

の

窓

口
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ら
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回

し

に

さ

れ

た

窓

口

で

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

の

確

保

が

不

十

分

待

合

い

ス

ペ

ー

ス

や

休

憩

ス

ペ

ー

ス

の

不

足

バ

リ

ア

フ

リ

ー

が

不

十

分

多

目

的

ト

イ

レ

、

授

乳

ス

ペ

ー

ス

な

ど

が

不

十

分

駐

車

場

や

駐

輪

場

が

少

な

い

、

使

い

に

く

い

特

に

な

い

役

場

を

利

用

し

な

い

の

で

、

わ

か

ら

な

い

そ

の

他

無

回

答

  全  体 100.0% 9.9% 4.2% 4.9% 6.1% 2.3% 2.0% 4.4% 14.3% 46.8% 9.3% 8.1% 6.6%

 816 81 34 40 50 19 16 36 117 382 76 66 54

女性 計 100.0% 8.4% 3.5% 5.0% 5.6% 2.1% 2.7% 5.6% 14.0% 45.7% 7.9% 9.2% 7.9%

 479 40 17 24 27 10 13 27 67 219 38 44 38

18～29歳女性 100.0% 12.0% 4.0% 16.0% 4.0%      -      -      - 8.0% 40.0% 20.0% 12.0% 8.0%

 25 3 1 4 1      -      -      - 2 10 5 3 2

30～39歳女性 100.0% 10.4% 2.6% 7.8% 6.5% 2.6% 1.3% 11.7% 18.2% 44.2% 7.8% 14.3% 2.6%

 77 8 2 6 5 2 1 9 14 34 6 11 2

40～49歳女性 100.0% 9.2% 2.3% 2.3% 4.6% 2.3% 2.3% 2.3% 19.5% 44.8% 6.9% 6.9% 8.0%

 87 8 2 2 4 2 2 2 17 39 6 6 7

50～64歳女性 100.0% 6.7% 6.7% 5.6% 7.8% 3.3% 2.2% 6.7% 22.2% 36.7% 8.9% 8.9% 4.4%

 90 6 6 5 7 3 2 6 20 33 8 8 4

65～74歳女性 100.0% 8.2% 5.1% 4.1% 6.1% 1.0% 4.1% 5.1% 10.2% 49.0% 7.1% 9.2% 9.2%

 98 8 5 4 6 1 4 5 10 48 7 9 9

75歳以上女性 100.0% 6.9% 1.0% 3.0% 4.0% 2.0% 4.0% 5.0% 4.0% 54.5% 5.9% 6.9% 12.9%

 101 7 1 3 4 2 4 5 4 55 6 7 13

男性　計 100.0% 12.0% 5.1% 4.8% 6.9% 2.7% 0.6% 2.7% 14.7% 48.2% 11.4% 6.6% 4.8%

 334 40 17 16 23 9 2 9 49 161 38 22 16

18～29歳男性 100.0% 20.8% 4.2%      - 12.5% 4.2%      -      - 29.2% 20.8% 33.3% 4.2%      -

 24 5 1      - 3 1      -      - 7 5 8 1      -

30～39歳男性 100.0% 16.4% 7.3% 3.6% 9.1% 5.5%      -      - 10.9% 45.5% 10.9% 7.3% 1.8%

 55 9 4 2 5 3      -      - 6 25 6 4 1

40～49歳男性 100.0% 21.8% 7.3% 12.7% 12.7% 1.8%      - 5.5% 18.2% 36.4% 9.1% 7.3% 7.3%

 55 12 4 7 7 1      - 3 10 20 5 4 4

50～64歳男性 100.0% 8.2% 4.1% 5.5% 4.1% 1.4% 1.4% 4.1% 16.4% 58.9% 6.8% 5.5% 1.4%

 73 6 3 4 3 1 1 3 12 43 5 4 1

65～74歳男性 100.0% 8.6% 2.9% 2.9% 4.3% 1.4% 1.4% 1.4% 10.0% 52.9% 14.3% 7.1% 5.7%

 70 6 2 2 3 1 1 1 7 37 10 5 4

75歳以上男性 100.0% 3.5% 5.3% 1.8% 3.5% 3.5%      - 3.5% 12.3% 54.4% 7.0% 7.0% 10.5%

 57 2 3 1 2 2      - 2 7 31 4 4 6
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7-6 役場の窓口利用で重要視する事項 【問 40】 

問 40．役場の窓口利用において、あなたが重要視するものは次のうちどれですか？（最も重要だと思うもの１

つに○印） 

１．案内表示のわかりやすさ 

２．待ち時間が短い（いくつかの窓口で手続きが必要だとしても、待たなくて済むこと） 

３．手続きが一か所でできるワンストップ窓口 

（待ち時間が多少増えたとしても、窓口を動かずに済むこと） 

４．プライバシーに配慮した窓口と相談スペース 

５．キッズスペースや授乳室など、こどもを安心して連れてこられる空間 

６．バリアフリーなど、高齢者や障がい者、乳幼児への配慮 

７．記載台の利用しやすさ 

８．特にない 

９．役場を利用しないので、わからない 

10．その他 

 

 

【回答結果】 

  

 

 

 

＜全体＞（SA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●役場の窓口利用において重要視する事項は、「待ち時間が短い」が21.6%で最も多く、次いで「案内表示のわ

かりやすさ」（16.8%）、「手続きが一か所でできるワンストップ窓口」（15.1％）となっています。 
記
載
台
の
利
用
し
や
す
さ

特
に
な
い

役
場
を
利
用
し
な
い
の

で
、

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

0.9% 23.5% 5.1% 2.5% 4.7%

7 192 42 20 38

16.8%

21.6%

15.1%

6.4%

1.1%

2.5%

0.9%

23.5%

5.1%

2.5%

4.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

案内表示のわかりやすさ

待ち時間が短い

手続きが一か所でできるワンストップ窓口

プライバシーに配慮した窓口と相談スペース

キッズスペースなど、こどもを安心して連れてこられる空間

バリアフリーなど、高齢者や障がい者、乳幼児への配慮

記載台の利用しやすさ

特にない

役場を利用しないので、わからない

その他

無回答
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 回答数 構成比 

案内表示のわかりやすさ                   137 16.8% 

待ち時間が短い       176 21.6% 

手続きが一か所でできるワンストップ窓口   123 15.1% 

プライバシーに配慮した窓口と相談スペース 52 6.4% 

キッズスペースなど、こどもを安心して連れてこられる空間       9 1.1% 

バリアフリーなど、高齢者や障がい者、乳幼児への配慮           20 2.5% 

記載台の利用しやすさ 7 0.9% 

特にない             192 23.5% 

役場を利用しないので、わからない         42 5.1% 

その他               20 2.5% 

無回答             38 4.7% 

 計 816 100% 

 

＜問４０：性・年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：回答率、下段：回答数 
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記
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特
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役

場

を

利

用

し
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い

の

で
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わ

か

ら

な

い

そ

の

他

無

回

答

  全  体 100.0% 16.8% 21.6% 15.1% 6.4% 1.1% 2.5% 0.9% 23.5% 5.1% 2.5% 4.7%

 816 137 176 123 52 9 20 7 192 42 20 38

女性 計 100.0% 15.4% 20.7% 17.5% 6.7% 1.5% 2.7% 0.8% 21.7% 5.2% 2.3% 5.4%

 479 74 99 84 32 7 13 4 104 25 11 26

18～29歳女性 100.0% 20.0% 28.0% 12.0% 12.0% 4.0%      -      - 4.0% 8.0% 12.0%      -

 25 5 7 3 3 1      -      - 1 2 3      -

30～39歳女性 100.0% 18.2% 29.9% 18.2% 6.5% 5.2% 5.2%      - 13.0%      - 2.6% 1.3%

 77 14 23 14 5 4 4      - 10      - 2 1

40～49歳女性 100.0% 25.3% 29.9% 10.3% 6.9% 1.1% 4.6% 1.1% 12.6% 5.7% 2.3%      -

 87 22 26 9 6 1 4 1 11 5 2      -

50～64歳女性 100.0% 13.3% 22.2% 25.6% 4.4%      - 2.2%      - 18.9% 5.6% 2.2% 5.6%

 90 12 20 23 4      - 2      - 17 5 2 5

65～74歳女性 100.0% 10.2% 13.3% 19.4% 11.2% 1.0% 1.0% 1.0% 23.5% 8.2% 2.0% 9.2%

 98 10 13 19 11 1 1 1 23 8 2 9

75歳以上女性 100.0% 10.9% 9.9% 15.8% 3.0%      - 2.0% 2.0% 41.6% 5.0%      - 9.9%

 101 11 10 16 3      - 2 2 42 5      - 10

男性　計 100.0% 18.9% 23.1% 11.4% 5.7% 0.6% 2.1% 0.6% 26.3% 5.1% 2.7% 3.6%

 334 63 77 38 19 2 7 2 88 17 9 12

18～29歳男性 100.0% 33.3% 25.0% 4.2% 8.3%      -      -      - 12.5% 12.5% 4.2%      -

 24 8 6 1 2      -      -      - 3 3 1      -

30～39歳男性 100.0% 18.2% 25.5% 3.6% 5.5% 3.6% 3.6%      - 27.3% 7.3% 5.5%      -

 55 10 14 2 3 2 2      - 15 4 3      -

40～49歳男性 100.0% 14.5% 29.1% 12.7% 5.5%      -      - 1.8% 23.6% 5.5% 1.8% 5.5%

 55 8 16 7 3      -      - 1 13 3 1 3

50～64歳男性 100.0% 19.2% 28.8% 19.2% 4.1%      - 2.7%      - 20.5%      - 4.1% 1.4%

 73 14 21 14 3      - 2      - 15      - 3 1

65～74歳男性 100.0% 17.1% 20.0% 7.1% 8.6%      - 4.3%      - 32.9% 7.1%      - 2.9%

 70 12 14 5 6      - 3      - 23 5      - 2

75歳以上男性 100.0% 19.3% 10.5% 15.8% 3.5%      -      - 1.8% 33.3% 3.5% 1.8% 10.5%

 57 11 6 9 2      -      - 1 19 2 1 6
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８．今後のまちづくりの重要度／町の取り組みに対する認知度                                

（１）調査結果の総括 

  今後のまちづくりの重要度（問 41） 

○ 今後のまちづくりの中で重要な取り組みについては「高齢者福祉」が 39.7％と最も高く、次いで「子育て支

援」「防犯」「水道・下水道・道路」「医療」となり、安全な暮らしに対する重要度が上位となっています。 

○ 年齢別でみると、「高齢者福祉」については高齢層ほど回答が多く、「子育て支援」は 49 歳以下の回答が多

くなっています。39 歳以下の若年層では「子どもの健全育成」の回答が多く、50 歳以上の年配層では「適切

な医療」に対する回答が多くなっています。 

 

町の取り組みの認知度に対する評価（問 42） 

○ 志免町の進めている取り組みについて、13 項目のうち 8 項目について「名前も知らない」の回答が約半

数以上となっており、町民に十分な認知が図られていないことがわかる結果となっています。住民への理解

浸透が必要な計画・条例について、効果的な情報提供を考えていくことが今後の課題として求められま

す。 

○ 他の項目と比較して認知度が高い「健康増進計画「健康しめ２１」」は 65 歳以上の高齢層、「子ども

の権利条例」と「子ども・子育て支援事業計画」は 30～49 歳の子育て層での認知度が高く、各年代に

よって関心のある分野について認知度が高い傾向になっています。 
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（２）調査結果 

8-1 今後のまちづくりの重要度 【問 41】 

問 41．あなたが、今後、まちづくりの中で重要な取り組みだと思うことは何ですか（５つまで○印） 

１．人権尊重・男女共同参画 15．自然環境の保全 
２．スポーツ・文化活動 16．ゴミ減量・リサイクル 
３．文化財・伝統文化の保存と活用 17．省エネ・新エネの活用 
４．地域活動・住民活動 18．防犯対策 
５．産業 19．防災対策 
６．子どもの権利保障 20．交通安全 
７．子育て支援 21．良好な住環境（騒音・悪臭・衛生面など） 
８．義務教育 22．水道・下水道・道路など 
９．子どもの健全育成 23．計画的な土地利用 
10．健康づくり 24．行政情報の共有 
11．高齢者福祉 25．※協働のまちづくり 
12．障害者福祉 26．町の財政の安定化・健全化 
13．地域で助け合う福祉活動 27．効率的・効果的な行政運営 
14．適切な医療 28．町民から信頼される役場職員づくり 

 

【回答結果】 

  

 
 

＜全体＞（ＭA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今後のまちづくりの中で重要な取り組みについては「高齢者福祉」が 39.7％と最も高く、次いで「子育て支援」

「防犯」「水道・下水道・道路」「医療」となり、安全な暮らしに対する重要度が上位となっています。 

39.7%

35.2%

29.3%

24.9%

24.5%

24.1%

20.1%

19.7%

19.4%

16.1%

14.6%

14.3%

13.5%

12.0%

11.4%

10.5%

9.9%

8.8%

8.7%

8.6%

7.8%

7.1%

5.9%

5.6%

3.1%

2.6%

1.7%

1.5%

3.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

高齢者福祉

子育て支援

防犯対策

水道・下水道・道路など

適切な医療

交通安全

防災対策

良好な住環境（騒音・悪臭・衛生面など）

子どもの健全育成

町民から信頼される役場職員づくり

健康づくり

障害者福祉

町の財政の安定化・健全化

自然環境の保全

ゴミ減量・リサイクル

地域で助け合う福祉活動

地域活動・住民活動

義務教育

スポーツ・文化活動

効率的・効果的な行政運営

人権尊重・男女共同参画

計画的な土地利用

文化財・伝統文化の保存と活用

産業

子どもの権利保障

省エネ・新エネの活用

行政情報の共有

協働のまちづくり

無回答
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 回答数 構成比 

高齢者福祉 324 39.7% 

子育て支援 287 35.2% 

防犯対策 239 29.3% 

水道・下水道・道路など 203 24.9% 

適切な医療 200 24.5% 

交通安全 197 24.1% 

防災対策 164 20.1% 

良好な住環境（騒音・悪臭・衛生面など） 161 19.7% 

子どもの健全育成 158 19.4% 

町民から信頼される役場職員づくり 131 16.1% 

健康づくり 119 14.6% 

障害者福祉 117 14.3% 

町の財政の安定化・健全化 110 13.5% 

自然環境の保全 98 12.0% 

ゴミ減量・リサイクル 93 11.4% 

地域で助け合う福祉活動 86 10.5% 

地域活動・住民活動 81 9.9% 

義務教育 72 8.8% 

スポーツ・文化活動 71 8.7% 

効率的・効果的な行政運営 70 8.6% 

人権尊重・男女共同参画 64 7.8% 

計画的な土地利用 58 7.1% 

文化財・伝統文化の保存と活用 48 5.9% 

産業 46 5.6% 

子どもの権利保障 25 3.1% 

省エネ・新エネの活用 21 2.6% 

行政情報の共有 14 1.7% 

協働のまちづくり 12 1.5% 

無回答 25 3.1% 
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＜問４１：性別、年齢別でみた重要度上位項目＞ 

 

 
【全体】 【18～29歳】
高齢者福祉 39.7% 子育て支援 51.0%
子育て支援 35.2% 交通安全 42.9%
防犯対策 29.3% 防犯対策 28.6%
水道・下水道・道路など     24.9% 高齢者福祉 26.5%
適切な医療   24.5% 子どもの健全育成 26.5%

【女性】 【30～39歳】
高齢者福祉 39.9% 子育て支援 68.2%
子育て支援 35.9% 子どもの健全育成 34.1%
防犯対策 28.8% 防犯対策 34.1%
水道・下水道・道路など     25.1% 交通安全 31.1%
適切な医療   24.6% 良好な住環境 25.8%

【男性】 【40～49歳】
高齢者福祉 39.5% 子育て支援 46.5%
子育て支援 34.4% 防犯対策 37.3%
防犯対策 30.2% 水道・下水道・道路など     33.1%
水道・下水道・道路など     24.6% 交通安全 28.2%
適切な医療   24.6% 高齢者福祉 28.2%

【50～64歳】
高齢者福祉 46.6%
防犯対策 35.6%
水道・下水道・道路など     27.6%
適切な医療 26.4%
子育て支援 26.4%

【65～74歳】
高齢者福祉 48.8%
子育て支援 26.2%
防犯対策 25.6%
水道・下水道・道路など     25.0%
適切な医療 24.4%

【75歳以上】
高齢者福祉 54.1%
適切な医療 31.4%
交通安全 23.3%
町民から信頼される役場職員づくり 23.3%
健康づくり 20.8%
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8-2 志免町の取り組みに対する認知度 【問 42】 

問 42．あなたは志免町が進めている以下の取組みについて、ご存知ですか。（項目ごとに１つに○印） 

    

項目 

知
っ
て
い
る 

あ
る
程
度
知
っ
て
い
る 

名
前
は
知
っ
て
い
る
が 

内
容
は
知
ら
な
い 

名
前
も
知
ら
な
い 

1．第５次志免町総合計画 １ ２ ３ ４ 

2．子どもの権利条例 １ ２ ３ ４ 

3．志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 １ ２ ３ ４ 

4．健康増進計画「健康しめ２１」 １ ２ ３ ４ 

5．浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域 １ ２ ３ ４ 

6．みんなの参画条例 １ ２ ３ ４ 

7．男女共同参画条例 １ ２ ３ ４ 

8．子ども・子育て支援事業計画  １ ２ ３ ４ 

9．人権教育・啓発基本指針 １ ２ ３ ４ 

10．子ども読書活動推進計画 １ ２ ３ ４ 

11．高齢者保健福祉計画 １ ２ ３ ４ 

12．障害者計画・障害者福祉計画 １ ２ ３ ４ 

13．都市計画マスタープラン １ ２ ３ ４ 

 

【回答結果】 

  

 

 

●志免町の進めている取り組みについて、認知度（「知っている」＋「ある程度知っている」）の最も高い取り組み

は「健康増進計画「健康しめ２１」」（19.7％）、次いで「子どもの権利条例」（18.3％）、「子ども・子育

て支援事業計画」（17.0％）、「浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域」（16.5％）となっています。 

●一方、認知度の低い取り組みは、「志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略」（5.4％）、「都市

計画マスタープラン」（6.8％）となっています。 

●全体的に、性別でみると女性層、年齢別でみると 65 歳以上の高齢層の認知度が高い傾向となっています。 
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＜全体＞（ＳA、n=816)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■第５次志免町総合計画 

 回答数 構成比 

知っている 32 3.9% 

ある程度知っている 76 9.3% 

名前は知っているが内容は知らない 165 20.2% 

名前も知らない 469 57.5% 

無回答 74 9.1% 

 計 816 100.0% 

 
■志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 

 回答数 構成比 

知っている 9 1.1% 

ある程度知っている 35 4.3% 

名前は知っているが内容は知らない 121 14.8% 

名前も知らない 570 69.9% 

無回答 81 9.9% 

 計 816 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 

知っている

3.9%

1.1%

6.0%

6.1%

3.6%

1.6%

3.4%

3.8%

2.5%

2.3%

2.6%

1.6%

1.3%

ある程度

知っている

9.3%

4.3%

12.3%

13.6%

12.9%

6.1%

10.8%

13.2%

11.0%

10.2%

11.6%

7.7%

5.5%

名前は知っているが

内容は知らない

20.2%

14.8%

24.3%

22.2%

22.2%

19.0%

26.7%

31.1%

27.3%

21.7%

26.3%

24.5%

16.5%

名前も知らない

57.5%

69.9%

47.8%

48.4%

51.6%

63.0%

48.9%

42.5%

49.3%

55.9%

50.2%

57.0%

66.7%

無回答

9.1%

9.9%

9.7%

9.7%

9.8%

10.3%

10.2%

9.3%

9.9%

9.9%

9.2%

9.2%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

凡例

第５次志免町総合計画

志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略

子どもの権利条例

健康増進計画「健康しめ２１」

浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域

みんなの参画条例

男女共同参画条例

子ども・子育て支援事業計画

人権教育・啓発基本指針

子ども読書活動推進計画

高齢者保健福祉計画

障がい者プラン・障がい福祉計画

都市計画マスタープラン
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■子どもの権利条例 

 回答数 構成比 

知っている 49 6.0% 

ある程度知っている 100 12.3% 

名前は知っているが内容は知らない 198 24.3% 

名前も知らない 390 47.8% 

無回答 79 9.7% 

 計 816 100% 

 
■健康増進計画「健康しめ２１」 

 回答数 構成比 

知っている 50 6.1% 

ある程度知っている 111 13.6% 

名前は知っているが内容は知らない 181 22.2% 

名前も知らない 395 48.4% 

無回答 79 9.7% 

 計 816 100% 

 
■浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域 

 回答数 構成比 

知っている 29 3.6% 

ある程度知っている 105 12.9% 

名前は知っているが内容は知らない 181 22.2% 

名前も知らない 421 51.6% 

無回答 80 9.8% 

 計 816 100% 

 
■みんなの参画条例 

 回答数 構成比 

知っている 13 1.6% 

ある程度知っている 50 6.1% 

名前は知っているが内容は知らない 155 19.0% 

名前も知らない 514 63.0% 

無回答 84 10.3% 

 計 816 100% 

 
■男女共同参画条例 

 回答数 構成比 

知っている 28 3.4% 

ある程度知っている 88 10.8% 

名前は知っているが内容は知らない 218 26.7% 

名前も知らない 399 48.9% 

無回答 83 10.2% 

 計 816 100% 
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■子ども・子育て支援事業計画 

 回答数 構成比 

知っている 31 3.8% 

ある程度知っている 108 13.2% 

名前は知っているが内容は知らない 254 31.1% 

名前も知らない 347 42.5% 

無回答 76 9.3% 

 計 816 100% 
 

■人権教育・啓発基本指針 

 回答数 構成比 

知っている 20 2.5% 

ある程度知っている 90 11.0% 

名前は知っているが内容は知らない 223 27.3% 

名前も知らない 402 49.3% 

無回答 81 9.9% 

 計 816 100% 
 

■子ども読書活動推進計画 

 回答数 構成比 

知っている 19 2.3% 

ある程度知っている 83 10.2% 

名前は知っているが内容は知らない 177 21.7% 

名前も知らない 456 55.9% 

無回答 81 9.9% 

 計 816 100% 
 

■高齢者保健福祉計画 

 回答数 構成比 

知っている 21 2.6% 

ある程度知っている 95 11.6% 

名前は知っているが内容は知らない 215 26.3% 

名前も知らない 410 50.2% 

無回答 75 9.2% 

 計 816 100% 
 

■障がい者プラン・障がい福祉計画 

 回答数 構成比 

知っている 13 1.6% 

ある程度知っている 63 7.7% 

名前は知っているが内容は知らない 200 24.5% 

名前も知らない 465 57.0% 

無回答 75 9.2% 

 計 816 100% 
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■都市計画マスタープラン 

 回答数 構成比 

知っている 11 1.3% 

ある程度知っている 45 5.5% 

名前は知っているが内容は知らない 135 16.5% 
名前も知らない 544 66.7% 
無回答 81 9.9% 

 計 816 100% 

 

 

＜問４２：性別、年齢別でみた認知度（知っている＋ある程度知っている）＞ 

 ■ 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2%

5.4%

18.3%

19.7%

16.4%

7.7%

14.2%

17.0%

13.5%

12.5%

14.2%

9.3%

6.9%

12.7%

5.2%

21.1%

21.9%

14.6%

7.5%

14.8%

18.6%

14.0%

14.8%

15.2%

9.8%

5.2%

14.1%

5.7%

14.4%

16.8%

19.2%

8.1%

13.5%

15.0%

12.9%

9.3%

12.9%

8.7%

9.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

第５次志免町総合計画

志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略

子どもの権利条例

健康増進計画「健康しめ２１」

浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域

みんなの参画条例

男女共同参画条例

子ども・子育て支援事業計画

人権教育・啓発基本指針

子ども読書活動推進計画

高齢者保健福祉計画

障がい者プラン・障がい福祉計画

都市計画マスタープラン

全体

女性

男性
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■ 年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2%

5.4%

18.3%

19.7%

16.4%

7.7%

14.2%

17.0%

13.5%

12.5%

14.2%

9.3%

6.9%

8.2%

6.1%

16.3%

8.2%

10.2%

6.1%

16.3%

8.2%

8.2%

10.2%

10.2%

10.2%

6.1%

11.4%

6.1%

19.7%

10.6%

17.4%

9.1%

11.4%

18.9%

10.6%

10.6%

7.6%

5.3%

9.1%

7.0%

2.8%

22.5%

14.1%

20.4%

7.7%

12.7%

23.9%

12.0%

14.1%

9.2%

7.7%

4.2%

9.2%

2.5%

20.9%

18.4%

13.5%

6.1%

15.3%

16.6%

14.7%

15.3%

14.1%

8.0%

3.1%

18.5%

6.5%

13.7%

27.4%

17.9%

5.4%

15.5%

16.7%

17.9%

14.3%

20.2%

10.7%

8.9%

20.8%

8.8%

16.4%

29.6%

15.7%

11.3%

15.1%

13.2%

13.2%

8.8%

19.5%

13.8%

9.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

第５次志免町総合計画

志免町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略

子どもの権利条例

健康増進計画「健康しめ２１」

浸水想定地域、土砂災害(特別)警戒区域

みんなの参画条例

男女共同参画条例

子ども・子育て支援事業計画

人権教育・啓発基本指針

子ども読書活動推進計画

高齢者保健福祉計画

障がい者プラン・障がい福祉計画

都市計画マスタープラン

全体

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上
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Ⅲ 参考資料 
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