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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６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 

令和７年１月２０日～２月３日 
 

（２）調査対象（サンプリング） 

①町内在住の 18歳以上の男女から 2,000名を無作為抽出 

②志免町公式ホームページ及びＬＩＮＥによる一斉告知 
 

（３）調査方法 

①郵送により調査票を発送し、返信用封筒による郵送回収を基本とした。また、希望者がＷＥＢ

上で回答できるフォーム（グーグルフォームを使用）を調査票に掲載した。 

②志免町公式ホームページ及びＬＩＮＥによる一斉告知は、ＷＥＢ回答フォームを告知し、希望

者が誰でも回答できるようにした。 
 

（４）回収数・回収率 

①郵送配布 2000件、回収票数 558件（うちＷＥＢ回答 150件）、回収率 27.9％ 

（参考）令和５年度調査 郵送配布 2000件 回収票数 609件、回収率 30.4％ 

②志免町公式ホームページ及びＬＩＮＥを経由した回収票数 149件 

本報告書は①郵送配布、②志免町公式ホームページ及びＬＩＮＥの回答を合算した 707件を集計

対象とした。 
 
 

３．利用上の注意  

（１）単数回答の集計については、設問ごとに不詳の項目を設けて、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．報告書の見方  

各設問に対する集計結果については、以下にあげる基本構成により報告している。 

 

（１）全体集計 

各設問の集計結果の全体集計結果をまとめている。 
 

 【表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）回答結果（分析） 

回答結果に対する分析として以下の 2項目より分析結果をまとめている。 
 

１）全体分析 

回答に関する全体的な集計結果からみた傾向について、過去調査との比較を含めまとめている。 
 

２）傾向分析  

クロス分析結果から、特徴的な傾向について、「ポジティブ評価（町民の評価が高い点／これまでよ

り良い評価）」と「ネガティブ評価（町民が課題とする点／これまでより悪い評価）」に分けてまとめ

ている。 
 

【表示例】 
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（３）過去調査との比較 

設問に関する過去の調査結果（該当設問のみ）との比較をグラフに示している。 
 

【表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）関連する属性別クロス集計結果 

回答結果の属性別クロス集計結果に関するデータを表記している。 
 

【表示例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛着を 愛着を
感じる 感じない

81.9% 17.8%

82.0% 17.8%

78.6% 21.4%

78.3% 21.7%

83.9% 16.1%

81.0% 19.0%

84.3% 15.7%

84.6% 12.8%

82.4% 17.2%

89.5% 10.5%

88.0% 12.0%

77.1% 22.9%

84.3% 15.7%

78.8% 21.2%

83.3% 13.9%

36.2%

35.4%

35.7%

26.1%

32.3%

30.2%

43.8%

56.4%

38.0%

36.8%

32.0%

29.2%

44.3%

40.4%

38.9%

45.7%

46.6%

42.9%

52.2%

51.6%

50.8%

40.4%

28.2%

44.4%

52.6%

56.0%

47.9%

40.0%

38.5%

44.4%

14.9%

15.1%

14.3%

15.9%

15.1%

16.7%

14.6%

10.3%

14.4%

5.3%

12.0%

18.8%

12.9%

21.2%

8.3%

3.0%

2.7%

7.1%

5.8%

1.1%

2.4%

1.1%

2.6%

2.8%

5.3%

4.2%

2.9%

5.6%

0.3%

0.2%

2.6%

0.4%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

愛着を感じる やや愛着を感じる あまり愛着を感じない 愛着を感じない 不詳

愛着を 愛着を
感じる 感じない

81.9% 17.8%

82.6% 16.4%

82.4% 16.6%

83.4% 15.1%

78.1% 21.2%

76.0% 22.7%

36.2%

40.0%

38.4%

39.3%

31.9%

28.7%

45.7%

42.5%

44.0%

44.1%

46.1%

47.3%

14.9%

13.8%

13.5%

12.3%

18.0%

18.7%

3.0%

2.6%

3.1%

2.8%

3.2%

4.0%

0.3%

1.0%

1.0%

1.5%

0.7%

1.3%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

愛着を感じる やや愛着を感じる あまり愛着を感じない 愛着を感じない 不詳
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５．回答者属性  

（１）性別 [SA] (N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢 [SA]  (N=707) （令和７年 1 月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）世帯構成 [SA]  (N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

女性 444 62.8%

男性 250 35.4%

回答しない 10 1.4%

不詳 3 0.4%

計 707 100.0%
女性

62.8%

男性

35.4%

回答しない

1.4%

不詳

0.4%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

18～29歳 48 6.8%

30～39歳 97 13.7%

40～49歳 142 20.1%

50～64歳 201 28.4%

65～74歳 141 19.9%

75歳以上 76 10.7%

不詳 2 0.3%

計 707 100.0%

18～29歳

6.8%

30～39歳

13.7%

40～49歳

20.1%

50～64歳

28.4%

65～74歳

19.9%

75歳以上

10.7%

不詳

0.3%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

１人暮らし 70 9.9%

夫婦のみ 202 28.6%

親と子の二世代 354 50.1%

親、子、孫の三世代以上 57 8.1%

兄弟姉妹 4 0.6%

その他 7 1.0%

不詳 13 1.8%

計 707 100.0%

１人暮らし

9.9%

夫婦のみ

28.6%
親と子の

二世代

50.1%

親、子、孫の

三世代以上

8.1%

兄弟姉妹

0.6%

その他

1.0%
不詳

1.8%
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（４）１８歳未満の子どもの数 [SA]  (N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）お住まいの地区 [SA]  (N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）志免町の居住年数 [SA]  (N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

東小学校区 127 18.0%

南小学校区 103 14.6%

中央小学校区 206 29.1%

西小学校区 247 34.9%

不詳 24 3.4%

計 707 100.0%

東小学校区

18.0%

南小学校区

14.6%

中央小学校区

29.1%

西小学校区

34.9%

不詳

3.4%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

３年未満 45 6.4%

３～５年未満 37 5.2%

５～10年未満 88 12.4%

10～20年未満 159 22.5%

20～30年未満 105 14.9%

30年以上 271 38.3%

不詳 2 0.3%

計 707 100.0%

３年未満

6.4%
３～５年未満

5.2%

５～10年未満

12.4%

10～20年未満

22.5%

20～30年未満

14.9%

30年以上

38.3%

不詳

0.3%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

０人 456 64.5%

１人 101 14.3%

２人 98 13.9%

３人 34 4.8%

４人 9 1.3%

５人以上 2 0.3%

不詳 7 1.0%

計 707 100.0%

０人

64.5%

１人

14.3%

２人

13.9%

３人

4.8%

４人

1.3%

５人以上

0.3% 不詳

1.0%
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（７）職業 [SA]  (N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）－1 勤め先・通学先はどちらですか [SA]（n=455) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

学生 18 2.5%

会社員・公務員・団体職員 256 36.2%

パート・アルバイト 134 19.0%

自営業 47 6.6%

無職 126 17.8%

家事専業 103 14.6%

その他 10 1.4%

不詳 13 1.8%

計 707 100.0%

学生

2.5%

会社員・公務員・

団体職員

36.2%

パート・アルバイト

19.0%
自営業

6.6%

無職

17.8%

家事専業

14.6%

その他

1.4%

不詳

1.8%

(ｎ=455)

選択項目 回答数 構成比

町内 127 27.9%

糟屋郡内（志免町除く） 90 19.8%

福岡市 185 40.7%

その他 25 5.5%

不詳 28 6.2%

計 455 100.0%

町内

27.9%

糟屋郡内（志免町除く）

19.8%

福岡市

40.7%

その他

5.5%

不詳

6.2%
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Ⅱ 調査結果の総括 
 

 

１．まちの愛着度・今後の居住意向について 

まちの愛着度と今後の居住意向に対する評価（問１～２） 

 

○志免町に対する愛着についてみると、『愛着を感じる』（「愛着を感じる」＋「やや愛着を感じる」）と回答した

割合は、81.9％となっており、前回調査（82.6％）と比較すると 0.7 ポイント低い。 

○志免町への今後の居住意向についてみると、『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」）と回答した割合は、87.1％となっており、前回調査（85.5％）と比較すると 1.6 ポイント高い。 

○志免町に住み続けたい理由についてみると、「長年住み慣れたまちだから」が 59.3％と最も高く、次いで「福

岡都心(天神・博多駅など)に近いから」が 58.0％の順となっている。 

○志免町に住みたくない理由についてみると、「公共交通機関が充実していないから」が 51.2％と最も高い。 
 

 

 

２．【ひとづくりと地域づくり】に関する設問について 

人権尊重に対する評価（問３～５） 

 

○人権に対する理解について、全ての項目を理解していると回答した割合は、42.3％となっている。 

○人権が守られていると感じるかについて、『感じている』（「感じている」＋「どちらかと言えば感じている」）と回

答した割合は、85.7％となっている。 

○「志免町子どもの権利条例」について、「知らない」と回答した割合が、47.9％と約半数となっている。『内容

を知っている』（「内容をだいたい知っている」+「内容を多少知っている」）と回答した割合は、21.2％となっ

ている。 
 

スポーツ・文化活動に対する評価（問６） 

 

○スポーツ施設・文化施設の利用経験について、スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど）を

『利用したことがある』と回答した割合は、28.4％となっており、文化施設（生涯学習館、町民センター）を

『利用したことがある』と回答した割合は 36.1％となっている。 

○スポーツ施設・文化施設の満足度について、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」）と回答している。 

○スポーツ施設、文化施設への不満点について、「施設設備が古い」が 50.8％で最も高い。 
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地域活動に対する評価（問７） 

 

○地域活動・住民活動への参加について、「特にない」が 54.5％で最も高い。参加者の割合が最も高いもの

は「環境美化活動（地域清掃など）」で 27.3％となっている。 

○地域活動・住民活動に参加している町民の割合は、44.0％となっており、前回調査（46.0％）と比較す

ると 2.0 ポイント下がっている。 

○地域活動・住民活動に参加しない理由について、「仕事が忙しい」が 38.7％で最も高く、次いで「そもそも

興味がない」「活動に関する情報が少ない」となっている。 
 

伝統文化・文化財保護に対する評価（問８） 

 

○文化財、伝統文化の認知度について、「知っている」 と回答した割合は 70.0％となっている。 
 

 

 

３．【子ども】に関する設問について 

子育てしやすいまちに対する評価（問 9～10） 

 

○子どもを育てやすいまちかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は

77.2％となっている。子どもがいる回答者のうち、『そう思う』の回答の割合は 69.7％となっており、前回調

査（66.7％）と比較すると、3.0 ポイント高い。 

○子育てについての町の相談体制の満足度について、「わからない」が 70.4％と最も高く、「わからない」と「不

詳」を除いた『満足している』（「満足している」+「やや満足している」）と回答した割合は 83.2％

（144/173）となっている。 
 

子どもの出産に対する評価（問 11～12） 

 

○18 歳～49 歳の回答者に対して、今後、子どもがほしいかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言

えばそう思う」）と回答した割合は 34.5％となっている。 

○18 歳～49 歳の回答者に対する、将来的に子どもを持つと考えた時の不安について、「経済的負担の増加」

が 68.3％で最も高く、次いで「出産年齢、子どもを持つ年齢」の順となっている。不安が「特にない」と回答し

た割合は 4.9％となっている。 
 

子どもの教育に対する評価（問 13） 

 

○小中学校の教育内容・環境について、「わからない」が 45.5％と最も高く、「わからない」と「不詳」を除いた

『満足している』（「満足している」＋「やや満足している」）と回答した割合は 44.4％（148/333）となっ

ている。 
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４．【健康・福祉】に関する設問について 

健康づくりに対する評価（問 14～20） 

 

○心身がともに健康かについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は

72.6％となり、前回調査（75.4％）から 2.8 ポイント下がっている。 

○家族・親戚以外で相談できる人について、「町外の友人・知人」が 45.1％で最も高く、次いで「町内の友

人・知人」となっている。 

○家族・親戚以外で相談できる人がいる町民（回答者数）の割合は72.3％となり、前回調査（72.9％）

と比較すると 0.6 ポイント低くなっている。 

○健康のために心がけていることについて、「タバコは吸わない」が 52.5％で最も高く、次いで「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」の順となっている。 

○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の割合は 70.3％となっており、前回調査

（68.8％）と比較すると 1.5 ポイント高い。 

○主食・主菜・副菜の食事を１日２回以上するかについて、「ほぼ毎日食べる」が 50.5％と最も高く、次いで

「週に２～３回食べる」となっている。 

○減塩について取り組んでいることについて、「めん類の汁を残すようにしている」が 40.0％と最も高く、次いで

「食べる時に調味料をかけすぎないように気を付けている」となっている。 

○１年以上継続して１回 30 分以上の運動を週２回以上するかについて、「行っている」と回答した割合は

35.1％となっている。 

○過去１年間に健康診断等を受けたことがあるかについて、「ある」と回答した割合は 73.3％となっている。 
 

高齢者福祉・障害者福祉に対する評価（問 21～22） 

 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者が暮らしやすいまちかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと

言えばそう思う」）と回答した割合は 64.5％となっており、前回調査（73.6％）と比較すると 9.1 ポイント

低くなっている。 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者の地域生活での心配なことについて、「買物」が 51.6％で最も高く、

次いで「交通」「健康」の順となっている。 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者の地域生活で心配になることがない高齢者の割合は 8.3％で、前回

調査（13.2％）と比較すると 4.9 ポイント低い。 
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５．【防犯・防災】に関する設問について 

防犯・防災に対する評価（問 23～26） 

 

○日常における防犯対策について、「電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている」が 59.3％で最も

高く、次いで「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」となっている。 

○日常から防犯対策を行っている町民の割合は、85.1％で、前回調査（82.1％）と比較すると 3.0 ポイン

ト高い。 

○日常における防災対策について、「最寄りの避難場所を知っている」が 40.5％で最も高く、次いで「水や食

料を備蓄している」の順となっている。「特に何もしていない」は、26.3％となっている。 

○日常から防災対策・準備をしている町民の割合は 73.7％となっており、前回調査（70.0％）と比較すると

3.7 ポイント高い。 

○土砂災害警戒区域や浸水想定区域の認知度について、『区域を知っている』（「だいたい知っている」＋「多

少知っている」）」と回答した割合は、48.6％となっている。 

○災害時の避難場所の認知度についてみると、「知っている」と回答した割合は、78.2％となっている。 
 

 

 

６．【住環境・自然環境】に関する設問について 

生活環境に対する評価（問 27） 

 

○町の環境衛生に対する不満点について、「ポイ捨て」が 44.4％で最も高くなっており、次いで「特にない」、

「騒音」の順となっている。 

○住んでいる地域が良好な住環境であると感じる（「特にない」と回答した）町民の割合は 36.2％で、前回

調査（33.2％）と比較すると 3.0 ポイント高くなっている。 
 

ごみ処理・リサイクル、自然環境の保全、地球温暖化防止に対する評価（問 28～29） 

 

○ごみの分別収集や資源回収についての理解度をみると、『理解している』（「理解している」＋「だいたい理解

している」）と回答した割合は、分別収集、資源回収ともに 9 割以上と高い割合を占めている。 

○自然を大切にする活動について、「特に何もしていない」が 90.1％を占めている。行っている活動について

は、「その他」以外では、「自然保護団体への募金」が 2.8％と最も高い。 

○自然保護活動を行っている町民の割合は 8.8％となっており、前回調査（9.7％）と比較すると 0.9 ポイン

ト低い。 
 

道路・公園に対する評価（問 30～31） 

 

○自宅周辺の身近な道路の利用しやすさについて、『満足している』（「満足している」＋「やや満足してい

る」）と回答した割合は、58.6％となっており、『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は

39.5％となっている。 

○身近にある公園や広場の利用しやすさについて、『満足している』（「満足している」＋「やや満足している」）

と回答した割合は、73.7％となっており、『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は 22.8％と

なっている。 
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７．【行政】に関する設問について 

行政運営に対する評価（問 32～33） 

 

○町職員の対応・姿勢について、この 1 年間で町職員と「接する機会があった」回答が 49.2％、「接する機

会がなかった」が 48.2％となっている。 

○町職員の対応・姿勢（満足度）について、この 1 年間で町職員と接する機会があった回答者のうち

90.5％が『満足している』（「満足した」＋「やや満足した」）と回答しており、前回調査（90.2％）と比較

して 0.3 ポイント高い。 

○行政サービスの満足度について、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」）

と回答した割合は、75.5％となっており、前回調査（78.7％）と比較すると 3.2 ポイント低い。 
 

オンライン手続きについて（問 34～36） 

 

○行政サービスにおける各種申請や利用申込み等をオンラインで手続きしたいと『思う』（「そう思う」＋「どちらか

と言えばそう思う」）と回答した割合は、71.7％となっており、『思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言え

ばそう思わない」）と回答した割合は、26.4％となっている。『思わない』の回答者の理由は、「窓口で手続

きした方が確実で安心だから」が 59.9％で最も高い。 

○今後オンラインによる手続きを始めてほしいものは「粗大ごみ収集の申込み」が 59.5％と最も高く、次いで

「各種証明書の申請（住民票など）」となっている。 

○今後、役場窓口でキャッシュレス決済を利用したいと『思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」） と

回答した割合は、74.7％となっており、『思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）と

回答した割合は、23.6％となっている。『思わない』の回答者の理由は、「普段から現金しか使わない」が

61.1％ と最も高く、次いで「使い方がよく分からない」となっている。 
 

町民の行政情報の入手（問 37～38） 

 

○町政への意見を伝える方法の認知度について、「知らない」が 54.7％で最も高く、次いで「役場の意見箱を

知っている」となっている。 

○町のお知らせや町政情報の入手についてみると、必要なまちの情報が『入手できていると思う』（「そう思う」

＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は、67.5％となっており、前回調査（67.6％）と比較して

0.1 ポイント低い。 

○町のお知らせや町政情報の入手形態についてみると、「町の広報紙」が 86.4％で最も高く、次いで「町のホ

ームページ」の順となっている。 
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８．まちづくりの重要度・満足度 

まちの取り組みにおける重要度 （問 39） 

 

○まちの「人・地域づくり」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、

「虐待や差別などの人権侵害の対応」で 88.4％となっている。 

○まちの「子ども」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「子ども

の健全育成」で 85.7％となっている。 

○まちの「健康・福祉」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「国

民健康保険・後期高齢者医療の健全運営」で 81.3％となっている。 

○まちの「防犯・防災」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「豪

雨などへの冠水対策」で 89.7％となっている。 

○まちの「住環境・自然環境」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目

は、「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」「安全な水を安定供給」で 89.7％となっている。 

○まちの「行政」に関する取り組みについて、『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「健全な

財政運営」で 85.0％となっている。 
 

まちの取り組みにおける満足度 （問 39） 

 

○まちの「人・地域づくり」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「スポー

ツ活動・文化活動ができる場所の確保」で 33.5％となっている一方、『不満』（「不満」+「やや不満」）も

8.2％と高くなっている。 

○まちの「子ども」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「保育環境の

整備」で 27.7％となっている。同じく、『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「出産や育児にか

かる負担の軽減」で 11.7％となっている。 

○まちの「健康・福祉」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「健康意

識の向上と健康づくり活動の促進」で 28.9％となっている。 

○まちの「防犯・防災」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「危険区

域の周知や災害情報の発信」で 26.6％となっている。同じく、『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項

目は、「交通安全に対する意識の向上」で 13.9％となっている。 

○まちの「住環境・自然環境」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、

「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」で 48.8％となっている。同じく、『不満』（「不満」+「やや不

満」）が高い項目は、「安全で便利な道路環境の整備」で 24.2％となっている。 

○まちの「行政」に関する取り組みについて、『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「健全な財政運

営」で 23.3％となっている。 
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重要度・満足度の総合評価 （問 39） 

 

○全項目における重要度の高い項目は、「安全な水を安定供給」「健全な財政運営」「豪雨などへの冠水対

策」となっている。 

○全項目における重要度の低い項目は、「地域活動・住民活動に参加するきっかけづくり」となっている。 

○全項目における満足度の高い項目は、「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」「安全な水を安定供

給」となっている。 

○全項目における満足度の低い項目は、「美化活動の促進とペットの飼い主へのマナー啓発」「安全で便利

な道路環境の整備」となっている。 

○重要度と満足度との相関分析でみると、特に重点改善すべき分野（「重要度が高く」「満足度が低い」）は

「安全で便利な道路環境の整備」「いじめや不登校への対応」となっている。 
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Ⅲ 集計分析結果 

１．まちの愛着度・今後の居住意向について           

1-1 志免町に対する愛着 【問１】 

 
問１．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） 
 

 

【問１：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 
 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○志免町に対する愛着についてみると、『愛着を感じる』（「愛着を感じる」＋「やや愛着を感じる」）と回答した割

合は、81.9％となっており、前回調査（82.6％）と比較すると 0.7 ポイント低い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『愛着を感じる』は、女性は「75 歳以上」「65～74 歳」、男性は「18～29 歳」「30～

39 歳」で特に高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『愛着を感じない』（「愛着を感じない」＋「あまり愛着を感じない」）は、「男性・40～49

歳」で最も高い。 
 

 

【問１：過去調査との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛着を 愛着を
感じる 感じない

81.9% 17.8%

82.6% 16.4%

82.4% 16.6%

83.4% 15.1%

78.1% 21.2%

76.0% 22.7%

36.2%

40.0%

38.4%

39.3%

31.9%

28.7%

45.7%

42.5%

44.0%

44.1%

46.1%

47.3%

14.9%

13.8%

13.5%

12.3%

18.0%

18.7%

3.0%

2.6%

3.1%

2.8%

3.2%

4.0%

0.3%

1.0%

1.0%

1.5%

0.7%

1.3%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

愛着を感じる やや愛着を感じる あまり愛着を感じない 愛着を感じない 不詳

愛着を感じる

36.2%

やや愛着を感じる

45.7%

あまり愛着を

感じない

14.9%

愛着を感じない

3.0%

不詳

0.3%
(N=707)

選択項目 回答数 構成比

愛着を感じる 256 36.2%

やや愛着を感じる 323 45.7%

あまり愛着を感じない 105 14.9%

愛着を感じない 21 3.0%

不詳 2 0.3%

計 707 100.0%
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【問１：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛着を 愛着を
感じる 感じない

81.9% 17.8%

82.0% 17.8%

78.6% 21.4%

78.3% 21.7%

83.9% 16.1%

81.0% 19.0%

84.3% 15.7%

84.6% 12.8%

82.4% 17.2%

89.5% 10.5%

88.0% 12.0%

77.1% 22.9%

84.3% 15.7%

78.8% 21.2%

83.3% 13.9%

36.2%

35.4%

35.7%

26.1%

32.3%

30.2%

43.8%

56.4%

38.0%

36.8%

32.0%

29.2%

44.3%

40.4%

38.9%

45.7%

46.6%

42.9%

52.2%

51.6%

50.8%

40.4%

28.2%

44.4%

52.6%

56.0%

47.9%

40.0%

38.5%

44.4%

14.9%

15.1%

14.3%

15.9%

15.1%

16.7%

14.6%

10.3%

14.4%

5.3%

12.0%

18.8%

12.9%

21.2%

8.3%

3.0%

2.7%

7.1%

5.8%

1.1%

2.4%

1.1%

2.6%

2.8%

5.3%

4.2%

2.9%

5.6%

0.3%

0.2%

2.6%

0.4%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

愛着を感じる やや愛着を感じる あまり愛着を感じない 愛着を感じない 不詳

愛着を 愛着を
感じる 感じない

81.9% 17.8%

85.0% 15.0%

81.6% 18.4%

86.9% 12.1%

80.2% 19.8%

36.2%

40.2%

35.9%

42.2%

32.0%

45.7%

44.9%

45.6%

44.7%

48.2%

14.9%

14.2%

14.6%

9.2%

18.2%

3.0%

0.8%

3.9%

2.9%

1.6%

0.3%

1.0%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

愛着を感じる やや愛着を感じる あまり愛着を感じない 愛着を感じない 不詳
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1-2 志免町への今後の居住意向 【問２】 

 
問２．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） 
 

【問 2：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○志免町への今後の居住意向についてみると、『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」）と回答した割合は、87.1％となっており、前回調査（85.5％）と比較すると 1.6 ポイント高い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『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」）は、「男性・30～

39 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『住みたくない』（「住みたくない」＋「どちらかと言えば住みたくない」）は、「男性・18～29

歳」で最も高い。 
 

 

【問２：過去調査との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

住み続けたい 309 43.7%

どちらかと言えば住み続けたい 307 43.4%

どちらかと言えば住みたくない 78 11.0%

住みたくない 8 1.1%

不詳 5 0.7%

計 707 100.0%

住み続けたい

43.7%

どちらかと言えば

住み続けたい

43.4%

どちらかと言えば

住みたくない

11.0%

住みたくない

1.1%

不詳

0.7%

住み続け 住みたく
たい ない

87.1% 12.2%

85.5% 12.6%

87.4% 12.4%

87.5% 11.0%

85.9% 12.1%

86.4% 12.6%

43.7%

44.3%

44.4%

44.0%

39.3%

38.7%

43.4%

41.2%

43.0%

43.5%

46.6%

47.7%

11.0%

11.3%

10.8%

9.5%

10.8%

10.7%

1.1%

1.3%

1.6%

1.5%

1.3%

1.9%

0.7%

1.8%

0.3%

1.6%

2.0%

1.0%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

住み続けたい どちらかと言えば住み続けたい どちらかと言えば住みたくない 住みたくない 不詳
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【問２：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み続け 住みたく
たい ない

87.1% 12.2%

86.5% 13.1%

85.7% 14.3%

81.2% 18.8%

86.0% 14.0%

85.7% 13.5%

91.0% 9.0%

89.7% 7.7%

89.2% 9.6%

73.7% 26.3%

96.0% 4.0%

89.6% 8.3%

94.3% 5.7%

86.5% 11.5%

86.1% 11.1%

43.7%

42.1%

32.1%

34.8%

40.9%

40.5%

48.3%

56.4%

47.2%

42.1%

60.0%

37.5%

48.6%

46.2%

52.8%

43.4%

44.4%

53.6%

46.4%

45.2%

45.2%

42.7%

33.3%

42.0%

31.6%

36.0%

52.1%

45.7%

40.4%

33.3%

11.0%

12.4%

10.7%

17.4%

14.0%

13.5%

7.9%

7.7%

8.0%

26.3%

8.3%

4.3%

11.5%

5.6%

1.1%

0.7%

3.6%

1.4%

1.1%

1.6%

4.0%

1.4%

5.6%

0.7%

0.5%

0.8%

2.6%

1.2%

2.1%

1.9%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

住み続けたい どちらかと言えば住み続けたい どちらかと言えば住みたくない 住みたくない 不詳

住み続け 住みたく
たい ない

87.1% 12.2%

88.2% 11.8%

82.5% 17.5%

89.3% 9.7%

89.1% 10.5%

43.7%

49.6%

37.9%

48.5%

41.3%

43.4%

38.6%

44.7%

40.8%

47.8%

11.0%

11.0%

15.5%

8.7%

9.7%

1.1%

0.8%

1.9%

1.0%

0.8%

0.7%

1.0%

0.4%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

住み続けたい どちらかと言えば住み続けたい どちらかと言えば住みたくない 住みたくない 不詳
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1-2-1 志免町に住み続けたい理由 【問２ SQ2】 

 
 
ＳＱ2．問２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） 
 

 

【問 2 SQ2：全体集計】（ＭA、n=616) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○志免町に住み続けたい理由についてみると、「長年住み慣れたまちだから」が 59.3％と最も高く、次いで「福岡

都心(天神・博多駅など)に近いから」が 58.0％の順となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「長年住み慣れたまちだから」は、高齢層で高い。また、「福岡都心(天神・博多駅など)に

近いから」は、「男性・30～39 歳・40～49 歳」で高い。 

○居住地域別でみると、「長年住み慣れたまちだから」は、「南小学校区」で最も高く、「福岡都心(天神・博多駅

など)に近いから」は、「西小学校区」で最も高く、地域差がみられる結果となっている。 
 

 

  

選択肢 票数

長年住み慣れたまちだから 365 59.3%

福岡都心(天神・博多駅など)に近いから 357 58.0%

日常生活に必要なお店が多いから 260 42.2%

親戚・友人・知人がいるから 160 26.0%

災害や犯罪が少ないから 68 11.0%

公共交通機関が充実しているから 61 9.9%

医療機関が多いから 57 9.3%

人情が厚く地域の連帯があるから 35 5.7%

親と子と同居もしくは別居したいから 24 3.9%

魅力的な自然環境や地域資源があるから 18 2.9%

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っているから 16 2.6%

子育て支援サービスが充実しているから 10 1.6%

教育環境に恵まれているから 9 1.5%

高齢者支援サービスが充実しているから 5 0.8%

その他 29 4.7%

不詳 4 0.6%

総数(616)  ※問２で「１．住み続けたい」「２．どちらかと言えば住み続けたい」と答えた場合

構成比
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【問 2 SQ2：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

日

常

生

活

に

必

要

な

お

店

が

多

い

か

ら

福

岡

都

心

(

天

神

・

博

多

駅

な

ど

)

に

近

い

か

ら

公

共

交

通

機

関

が

充

実

し

て

い

る

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

多

い

か

ら

高

齢

者

支

援

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

子

育

て

支

援

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

る

か

ら

そ

の

他

不

詳

総数 616 365 35 160 24 260 357 61 16 57 5 10 9 68 18 29 4

100.0% 59.3% 5.7% 26.0% 3.9% 42.2% 58.0% 9.9% 2.6% 9.3% 0.8% 1.6% 1.5% 11.0% 2.9% 4.7% 0.6%

年齢 総数 384 218 20 108 16 174 216 42 8 33 3 5 6 37 8 16 3

女性  100.0% 56.8% 5.2% 28.1% 4.2% 45.3% 56.3% 10.9% 2.1% 8.6% 0.8% 1.3% 1.6% 9.6% 2.1% 4.2% 0.8%

18～29歳 24 15 8 1 7 15 4 1 1 1

 100.0% 62.5% 33.3% 4.2% 29.2% 62.5% 16.7% 4.2% 4.2% 4.2%

30～39歳 56 18 2 13 5 33 30 4 1 3 3 3 4

 100.0% 32.1% 3.6% 23.2% 8.9% 58.9% 53.6% 7.1% 1.8% 5.4% 5.4% 5.4% 7.1%

40～49歳 80 36 3 27 4 36 45 6 2 3 1 2 7 3 7

 100.0% 45.0% 3.8% 33.8% 5.0% 45.0% 56.3% 7.5% 2.5% 3.8% 1.3% 2.5% 8.8% 3.8% 8.8%

50～64歳 108 61 7 27 2 50 72 14 1 7 6 1 3 1

 100.0% 56.5% 6.5% 25.0% 1.9% 46.3% 66.7% 13.0% 0.9% 6.5% 5.6% 0.9% 2.8% 0.9%

65～74歳 81 64 3 24 3 35 41 8 3 17 1 1 10 1 2

 100.0% 79.0% 3.7% 29.6% 3.7% 43.2% 50.6% 9.9% 3.7% 21.0% 1.2% 1.2% 12.3% 1.2% 2.5%

75歳以上 35 24 5 9 1 13 13 6 2 5 2 10 2 2

 100.0% 68.6% 14.3% 25.7% 2.9% 37.1% 37.1% 17.1% 5.7% 14.3% 5.7% 28.6% 5.7% 5.7%

年齢 総数 223 142 15 50 7 83 138 18 8 21 2 5 3 30 10 13 1

男性  100.0% 63.7% 6.7% 22.4% 3.1% 37.2% 61.9% 8.1% 3.6% 9.4% 0.9% 2.2% 1.3% 13.5% 4.5% 5.8% 0.4%

18～29歳 14 10 2 2 2 9 1 1 2

 100.0% 71.4% 14.3% 14.3% 14.3% 64.3% 7.1% 7.1% 14.3%

30～39歳 24 7 1 3 10 19 3 1 1 1 1 5 1 1

 100.0% 29.2% 4.2% 12.5% 41.7% 79.2% 12.5% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 20.8% 4.2% 4.2%

40～49歳 43 23 2 7 2 18 30 4 3 3 1 5 3 2

 100.0% 53.5% 4.7% 16.3% 4.7% 41.9% 69.8% 9.3% 7.0% 7.0% 2.3% 11.6% 7.0% 4.7%

50～64歳 66 47 6 16 4 25 37 7 2 6 2 1 1 7 1 5 1

 100.0% 71.2% 9.1% 24.2% 6.1% 37.9% 56.1% 10.6% 3.0% 9.1% 3.0% 1.5% 1.5% 10.6% 1.5% 7.6% 1.5%

65～74歳 45 32 2 13 1 12 28 2 8 6 2 3

 100.0% 71.1% 4.4% 28.9% 2.2% 26.7% 62.2% 4.4% 17.8% 13.3% 4.4% 6.7%

75歳以上 31 23 2 9 16 15 1 2 5 7 1 2

 100.0% 74.2% 6.5% 29.0% 51.6% 48.4% 3.2% 6.5% 16.1% 22.6% 3.2% 6.5%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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【問２ SQ2：クロス集計（居住地域別／居住年数別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

日

常

生

活

に

必

要

な

お

店

が

多

い

か

ら

福

岡

都

心

(

天

神

・

博

多

駅

な

ど

)

に

近

い

か

ら

公

共

交

通

機

関

が

充

実

し

て

い

る

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

多

い

か

ら

高

齢

者

支

援

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

子

育

て

支

援

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

る

か

ら

そ

の

他

不

詳

総数 616 365 35 160 24 260 357 61 16 57 5 10 9 68 18 29 4

100.0% 59.3% 5.7% 26.0% 3.9% 42.2% 58.0% 9.9% 2.6% 9.3% 0.8% 1.6% 1.5% 11.0% 2.9% 4.7% 0.6%

居住 東小学校区 112 71 5 29 6 52 47 10 10 2 1 15 2 6 2

地域  100.0% 63.4% 4.5% 25.9% 5.4% 46.4% 42.0% 8.9% 8.9% 1.8% 0.9% 13.4% 1.8% 5.4% 1.8%

南小学校区 85 63 12 21 3 16 47 7 2 11 1 2 3 14 5 2 1

 100.0% 74.1% 14.1% 24.7% 3.5% 18.8% 55.3% 8.2% 2.4% 12.9% 1.2% 2.4% 3.5% 16.5% 5.9% 2.4% 1.2%

中央小学校区 184 111 12 57 7 80 98 13 10 15 1 5 3 20 6 14

 100.0% 60.3% 6.5% 31.0% 3.8% 43.5% 53.3% 7.1% 5.4% 8.2% 0.5% 2.7% 1.6% 10.9% 3.3% 7.6%

西小学校区 220 118 6 52 8 104 158 29 4 19 1 3 2 19 5 5

 100.0% 53.6% 2.7% 23.6% 3.6% 47.3% 71.8% 13.2% 1.8% 8.6% 0.5% 1.4% 0.9% 8.6% 2.3% 2.3%

居住 ３年未満 32 5 19 22 5 2 6 1 2 1

年数  100.0% 15.6% 59.4% 68.8% 15.6% 6.3% 18.8% 3.1% 6.3% 3.1%

３～５年未満 34 4 2 6 2 16 23 3 3 1 2 3 2 1 1

 100.0% 11.8% 5.9% 17.6% 5.9% 47.1% 67.6% 8.8% 8.8% 2.9% 5.9% 8.8% 5.9% 2.9% 2.9%

５～10年未満 76 14 5 14 4 45 47 7 3 3 4 1 10 3 6

 100.0% 18.4% 6.6% 18.4% 5.3% 59.2% 61.8% 9.2% 3.9% 3.9% 5.3% 1.3% 13.2% 3.9% 7.9%

10～20年未満 134 60 5 30 6 58 92 20 3 8 1 2 2 12 5 9

 100.0% 44.8% 3.7% 22.4% 4.5% 43.3% 68.7% 14.9% 2.2% 6.0% 0.7% 1.5% 1.5% 9.0% 3.7% 6.7%

20～30年未満 92 69 5 21 1 41 57 9 1 7 1 13 2 3 2

 100.0% 75.0% 5.4% 22.8% 1.1% 44.6% 62.0% 9.8% 1.1% 7.6% 1.1% 14.1% 2.2% 3.3% 2.2%

30年以上 247 217 18 84 11 81 116 17 4 32 4 2 1 31 7 8 1

 100.0% 87.9% 7.3% 34.0% 4.5% 32.8% 47.0% 6.9% 1.6% 13.0% 1.6% 0.8% 0.4% 12.6% 2.8% 3.2% 0.4%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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1-2-2 志免町に住みたくない理由  【問２ SQ3】 

 
ＳＱ3．問２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○印） 
 

 

【問２ SQ3：全体集計】（ＭA、n=86) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○志免町に住みたくない理由についてみると、「公共交通機関が充実していないから」が 51.2％で最も高い。 
 

 

 

  

選択肢 票数

公共交通機関が充実していないから 44 51.2%

子育て支援サービスが充実していないから 23 26.7%

魅力的な自然環境や地域資源がないから 18 20.9%

高齢者サービスが充実していないから 13 15.1%

教育環境に不満があるから 13 15.1%

文化・スポーツ等を楽しむ環境が整っていないから 12 14.0%

人付き合いがわずらわしいから 11 12.8%

日常生活に必要なお店が少ないから 11 12.8%

福岡都心(天神・博多駅など)に遠いから 11 12.8%

医療機関が少ないから 10 11.6%

災害や犯罪が多いから 8 9.3%

親と子と同居もしくは別居したいから 4 4.7%

その他 27 31.4%

不詳 1 1.2%

総数(86)  ※問２で「３．どちらかと言えば住みたくない」「４．住みたくない」と答えた場合

構成比
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２．【ひとづくりと地域づくり】に関する設問について            

2-1 人権に対する理解 【問３】 

 
問３．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） 
 

 

【問３：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○人権に対する理解について、全ての項目を理解していると回答した割合は、42.3％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、全ての項目で「男性・18～29 歳」が高い傾向となっている。 

 □ ネガティブ評価  

○女性・男性ともに高齢層ほど回答している（理解している）項目数が少ない傾向となっている。 
 

 

  

選択肢 票数

いじめ 502 71.0%

男女差別 494 69.9%

児童虐待 488 69.0%

ＤＶ（配偶者等からの暴力） 484 68.5%

セクハラ 464 65.6%

パワハラ 449 63.5%

高齢者・障害者虐待 440 62.2%

ストーカー 407 57.6%

プライバシー侵害 393 55.6%

不詳 79 11.2%

総数(707)  　

構成比

選択肢 票数 構成比 前回
いじめ 502 71.0% 67.8%
男女差別 494 69.9% 67.3%

児童虐待 488 69.0% 68.0%
ＤＶ（配偶者等からの暴力） 484 68.5% 66.8%

セクハラ 464 65.6% 64.7%
パワハラ 449 63.5% 64.2%

高齢者・障害者虐待 440 62.2% 57.0%
ストーカー 407 57.6% 57.5%

プライバシー侵害 393 55.6% 51.7%
不詳 79 11.2% 16.7%

総数 707

選択項目数 回答数 構成比
全部（9項目）選択 299 42.3%

8項目以上 335 47.4%

7項目以上 369 52.2%

6項目以上 419 59.3%

5項目以上 455 64.4%
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【問３：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数
男女差

別

ＤＶ（配

偶者等

からの

暴力）

高齢

者・障

害者虐

待

児童虐

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
不詳

総数 707 494 484 440 488 464 449 502 393 407 79

100.0% 69.9% 68.5% 62.2% 69.0% 65.6% 63.5% 71.0% 55.6% 57.6% 11.2%

年齢 総数 444 302 303 269 307 281 267 312 235 234 56

女性  100.0% 68.0% 68.2% 60.6% 69.1% 63.3% 60.1% 70.3% 52.9% 52.7% 12.6%

18～29歳 28 22 24 17 21 22 20 26 18 20

 100.0% 78.6% 85.7% 60.7% 75.0% 78.6% 71.4% 92.9% 64.3% 71.4%

30～39歳 69 46 47 41 52 49 46 52 40 37 10

 100.0% 66.7% 68.1% 59.4% 75.4% 71.0% 66.7% 75.4% 58.0% 53.6% 14.5%

40～49歳 93 63 65 57 68 66 61 64 54 53 14

 100.0% 67.7% 69.9% 61.3% 73.1% 71.0% 65.6% 68.8% 58.1% 57.0% 15.1%

50～64歳 126 87 86 81 87 77 76 88 64 69 16

 100.0% 69.0% 68.3% 64.3% 69.0% 61.1% 60.3% 69.8% 50.8% 54.8% 12.7%

65～74歳 89 60 59 52 56 48 46 58 42 38 10

 100.0% 67.4% 66.3% 58.4% 62.9% 53.9% 51.7% 65.2% 47.2% 42.7% 11.2%

75歳以上 39 24 22 21 23 19 18 24 17 17 6

 100.0% 61.5% 56.4% 53.8% 59.0% 48.7% 46.2% 61.5% 43.6% 43.6% 15.4%

年齢 総数 250 183 172 163 172 174 174 181 151 165 22

男性  100.0% 73.2% 68.8% 65.2% 68.8% 69.6% 69.6% 72.4% 60.4% 66.0% 8.8%

18～29歳 19 18 17 17 18 17 16 17 16 17

 100.0% 94.7% 89.5% 89.5% 94.7% 89.5% 84.2% 89.5% 84.2% 89.5%

30～39歳 25 20 21 19 19 19 19 20 17 19 3

 100.0% 80.0% 84.0% 76.0% 76.0% 76.0% 76.0% 80.0% 68.0% 76.0% 12.0%

40～49歳 48 36 33 28 31 32 33 35 30 32 5

 100.0% 75.0% 68.8% 58.3% 64.6% 66.7% 68.8% 72.9% 62.5% 66.7% 10.4%

50～64歳 70 51 49 44 50 56 54 54 44 51 4

 100.0% 72.9% 70.0% 62.9% 71.4% 80.0% 77.1% 77.1% 62.9% 72.9% 5.7%

65～74歳 52 37 35 33 34 34 35 36 27 30 5

 100.0% 71.2% 67.3% 63.5% 65.4% 65.4% 67.3% 69.2% 51.9% 57.7% 9.6%

75歳以上 36 21 17 22 20 16 17 19 17 16 5

 100.0% 58.3% 47.2% 61.1% 55.6% 44.4% 47.2% 52.8% 47.2% 44.4% 13.9%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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2-2 人権が守られていると感じるか 【問４】 

 
問４．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） 
 

 

【問４：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○人権が守られていると感じるかについて、『感じている』（「感じている」＋「どちらかと言えば感じている」）と回答し

た割合は、85.7％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『感じている』は、「女性・18～29 歳」「男性・18～29 歳」「男性・40～49 歳」で特に

高くなっている。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

感じている 209 29.6%

どちらかと言えば感じている 397 56.2%

どちらかと言えば感じていない 65 9.2%

感じていない 21 3.0%

不詳 15 2.1%

計 707 100.0%

感じている

29.6%

どちらかと言えば

感じている

56.2%

どちらかと言えば

感じていない

9.2%

感じていない

3.0%

不詳

2.1%
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【問４：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問４：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

  

85.7% 12.2%

86.0% 11.5%

96.4% 3.6%

88.4% 10.1%

86.0% 11.8%

84.1% 15.1%

87.6% 9.0%

76.9% 12.8%

85.2% 13.6%

94.7% 5.3%

84.0% 16.0%

93.8% 6.3%

84.3% 14.3%

82.7% 15.4%

75.0% 22.2%

感じて
いる

感じて
いない

29.6%

29.3%

53.6%

39.1%

26.9%

20.6%

25.8%

35.9%

30.4%

47.4%

40.0%

29.2%

25.7%

28.8%

27.8%

56.2%

56.8%

42.9%

49.3%

59.1%

63.5%

61.8%

41.0%

54.8%

47.4%

44.0%

64.6%

58.6%

53.8%

47.2%

9.2%

9.0%

3.6%

5.8%

10.8%

11.9%

6.7%

10.3%

9.6%

5.3%

8.0%

4.2%

12.9%

9.6%

13.9%

3.0%

2.5%

4.3%

1.1%

3.2%

2.2%

2.6%

4.0%

8.0%

2.1%

1.4%

5.8%

8.3%

2.1%

2.5%

1.4%

2.2%

0.8%

3.4%

10.3%

1.2%

1.4%

1.9%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

感じている どちらかと言えば感じている どちらかと言えば感じていない 感じていない 不詳

85.7% 12.2%

84.3% 12.6%

83.5% 15.5%

87.9% 11.2%

87.4% 10.5%

感じて
いる

感じて
いない

29.6%

29.1%

21.4%

32.0%

32.0%

56.2%

55.1%

62.1%

55.8%

55.5%

9.2%

7.9%

11.7%

10.2%

7.3%

3.0%

4.7%

3.9%

1.0%

3.2%

2.1%

3.1%

1.0%

1.0%

2.0%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

感じている どちらかと言えば感じている どちらかと言えば感じていない 感じていない 不詳
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2-3 「志免町子どもの権利条例」の認知度 【問５】 

 
問５．あなたは、「志免町子どもの権利条例」を知っていますか（１つに○印） 
 

 

【問５：全体集計】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○「志免町子どもの権利条例」について、「知らない」と回答した割合が、47.9％と約半数となっている。『内容を

知っている』（「内容をだいたい知っている」+「内容を多少知っている」）と回答した割合は、21.2％となってい

る。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『内容を知っている』は、「女性・40～49 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知らない」は、「男性・65～74 歳」で最も高い。 
 

 

 

  

内容をだいたい

知っている

6.8%

内容を多少

知っている

14.4%

内容は知らないが

名前は知っている

29.4%

知らない

47.9%

不詳

1.4%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

内容をだいたい知っている 48 6.8%

内容を多少知っている 102 14.4%

内容は知らないが名前は知っている 208 29.4%

知らない 339 47.9%

不詳 10 1.4%

計 707 100.0%



 

27 

【問５：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

  

21.2% 77.4%

22.5% 75.9%

10.7% 89.3%

26.1% 73.9%

31.2% 68.8%

24.6% 74.6%

18.0% 80.9%

7.7% 79.5%

19.2% 80.0%

21.1% 78.9%

28.0% 72.0%

22.9% 77.1%

11.4% 88.6%

19.2% 78.8%

22.2% 75.0%

内容を
知って
いる

内容を
知らない

6.8%

7.7%

3.6%

7.2%

9.7%

7.9%

9.0%

2.6%

5.2%

5.3%

8.0%

8.3%

1.4%

5.8%

5.6%

14.4%

14.9%

7.1%

18.8%

21.5%

16.7%

9.0%

5.1%

14.0%

15.8%

20.0%

14.6%

10.0%

13.5%

16.7%

29.4%

32.7%

32.1%

20.3%

36.6%

34.1%

38.2%

28.2%

23.2%

36.8%

20.0%

20.8%

31.4%

15.4%

16.7%

47.9%

43.2%

57.1%

53.6%

32.3%

40.5%

42.7%

51.3%

56.8%

42.1%

52.0%

56.3%

57.1%

63.5%

58.3%

1.4%

1.6%

0.8%

1.1%

12.8%

0.8%

1.9%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

内容をだいたい知っている 内容を多少知っている 内容は知らないが名前は知っている 知らない 不詳
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2-4 スポーツ施設・文化施設の利用経験  【問６】 

 
問６．あなたは、この 1 年間で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、町民図書館）を利用したことがありますか 

（項目ごとに１つに○印） 
 

 

【問６：全体集計】（ＳA、N=707) 

■スポーツ施設（町民体育館、総合グラウンドなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■文化施設（生涯学習館、町民センター、町民図書館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○スポーツ施設・文化施設の利用経験について、スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど）を『利

用したことがある』と回答した割合は、28.4％となっており、文化施設（生涯学習館、町民センター、町民図

書館）を『利用したことがある』と回答した割合は 36.1％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、スポーツ施設を『利用したことがある』は、「男性・18～29 歳」「男性・30～39 歳」で高

くなっている。また、文化施設を『利用したことがある』は、「女性・40～49 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「利用したことがない」は、スポーツ施設、文化施設それぞれで「男性・65～74 歳」で高く

なっている。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

週に1回以上利用した 17 2.4%

月に数回利用した 46 6.5%

年に数回利用した 192 27.2%

利用したことがない 403 57.0%

不詳 49 6.9%

計 707 100.0%

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

週に1回以上利用した 20 2.8%

月に数回利用した 36 5.1%

年に数回利用した 145 20.5%

利用したことがない 481 68.0%

不詳 25 3.5%

計 707 100.0%

週に1回以上利用した

2.8%

月に数回利用した

5.1%

年に数回利用した

20.5%
利用したこと

がない

68.0%

不詳

3.5%

週に1回以上利用した

2.4%

月に数回利用した

6.5%

年に数回利用した

27.2%利用したこと

がない

57.0%

不詳

6.9%
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■スポーツ施設（町民体育館、総合公園グラウンドなど） 

【問６：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問６：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.4%

27.5%

32.1%

33.3%

44.1%

21.4%

21.3%

7.7%

30.4%

57.9%

52.0%

37.5%

24.3%

17.3%

22.2%

利用した

2.8%

3.2%

9.7%

3.2%

1.1%

2.0%

4.0%

4.2%

2.9%

5.1%

4.3%

3.6%

4.3%

6.5%

4.0%

4.5%

6.4%

15.8%

8.0%

6.3%

7.1%

1.9%

5.6%

20.5%

20.0%

28.6%

29.0%

28.0%

14.3%

15.7%

7.7%

22.0%

42.1%

40.0%

27.1%

14.3%

15.4%

16.7%

68.0%

68.2%

67.9%

66.7%

55.9%

73.8%

71.9%

74.4%

67.2%

42.1%

48.0%

62.5%

74.3%

80.8%

66.7%

3.5%

4.3%

4.8%

6.7%

17.9%

2.4%

1.4%

1.9%

11.1%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

週に1回以上利用した 月に数回利用した 年に数回利用した 利用したことがない 不詳

28.4%

26.0%

26.2%

34.0%

26.7%

利用した

2.8%

2.4%

1.0%

3.4%

3.2%

5.1%

0.8%

6.8%

7.3%

5.3%

20.5%

22.8%

18.4%

23.3%

18.2%

68.0%

69.3%

70.9%

61.2%

71.3%

3.5%

4.7%

2.9%

4.9%

2.0%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

週に1回以上利用した 月に数回利用した 年に数回利用した 利用したことがない 不詳
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■文化施設（生涯学習館、町民センター、町民図書館） 

【問６：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問６：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

  

36.1%

38.1%

32.1%

43.5%

55.9%

28.6%

36.0%

25.6%

32.8%

42.1%

52.0%

43.8%

28.6%

19.2%

27.8%

利用した

2.4%

3.2%

2.9%

5.4%

0.8%

5.6%

2.6%

0.8%

4.2%

6.5%

5.6%

3.6%

4.3%

6.5%

4.8%

7.9%

5.1%

8.0%

21.1%

4.0%

10.4%

7.1%

1.9%

11.1%

27.2%

29.3%

28.6%

36.2%

44.1%

23.0%

22.5%

17.9%

24.0%

21.1%

48.0%

29.2%

21.4%

17.3%

16.7%

57.0%

55.2%

64.3%

49.3%

39.8%

66.7%

58.4%

51.3%

60.0%

57.9%

44.0%

50.0%

62.9%

75.0%

58.3%

6.9%

6.8%

3.6%

7.2%

4.3%

4.8%

5.6%

23.1%

7.2%

4.0%

6.3%

8.6%

5.8%

13.9%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

週に1回以上利用した 月に数回利用した 年に数回利用した 利用したことがない 不詳

36.1%

33.1%

39.8%

44.2%

31.6%

利用した

2.4%

3.1%

1.0%

3.9%

1.2%

6.5%

4.7%

9.7%

7.3%

6.1%

27.2%

25.2%

29.1%

33.0%

24.3%

57.0%

62.2%

50.5%

50.0%

60.3%

6.9%

4.7%

9.7%

5.8%

8.1%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

週に1回以上利用した 月に数回利用した 年に数回利用した 利用したことがない 不詳
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2-4-1 スポーツ施設・文化施設の満足度  【問６ SQ4】 

 
ＳＱ4 問６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） 
 

 

【問 6 SQ4：全体集計】（ＳA、スポーツ施設 n =201、文化施設 n =255) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○スポーツ施設・文化施設の満足度について、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」）と回答している。 
 

 

  

満足 不満

率 率

80.1% 18.4%

81.6% 16.9%

23.9%

23.5%

56.2%

58.0%

15.4%

13.3%

3.0%

3.5%

1.5%

1.6%

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

スポーツ施設

(n=201)

文化施設(n=255)

満足した やや満足した やや不満だった 不満だった 不詳
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2-4-2 スポーツ施設・文化施設への不満点  【問６ SQ5】 

 
ＳＱ５．ＳＱ４で、「３．やや不満だった」「４．不満だった」と答えた方におたずねします。施設

利用で不満や不便に思う点は何ですか（あてはまるもの全てに○印） 
 

 

【SQ4 SQ5：全体集計】（MA、n =65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○スポーツ施設、文化施設への不満点について、「施設設備が古い」が 50.8％で最も高い。 
 

 

  

選択肢 票数

施設設備が古い 33 50.8%

必要な設備がない 21 32.3%

施設への交通の便が悪い 10 15.4%

予約が取れない 8 12.3%

利用できる時間が少ない 6 9.2%

職員の対応が悪い 6 9.2%

窓口予約しかできない 5 7.7%

利用料金が高い 4 6.2%

その他 19 29.2%

不詳 5 7.7%

総数(65)  ※問６で、いずれかの施設を利用したことがある（選択肢１～３）と答えた場合）かつ ※ＳＱ４で「３．やや不満だった」「４．不満だった」と答えた場合

構成比
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2-5 地域活動・住民活動への参加  【問 7】 

 
問７．あなたは、この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） 
 

 

【問７：全体集計】（MA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○地域活動・住民活動への参加について、「特にない」が 54.5％で最も高い。参加者の割合が最も高いものは

「環境美化活動（地域清掃など）」で 27.3％となっている。 

○地域活動・住民活動に参加している町民の割合は、44.0％となっており、前回調査（46.0％）と比較すると

2.0 ポイント下がっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、地域活動・住民活動への参加は「特にない」を除くと、「女性・40～49 歳」で「子ども会育

成会」や「学校活動への協力・PTA 活動」の回答が高くなっている。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「特にない」の回答は、女性・男性ともに「18～29 歳」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

環境美化活動（地域清掃など） 193 27.3%

その他の自治会活動 102 14.4%

スポーツ行事（町民運動会や各種スポーツ大会など） 44 6.2%

学校活動への協力・ＰＴＡ活動 43 6.1%

子ども会育成会 41 5.8%

敬老会・シニアクラブ活動 35 5.0%

サークル活動 32 4.5%

地域での防犯活動や交通安全活動など 31 4.4%

文化祭 27 3.8%

健康推進活動 17 2.4%

福祉活動 17 2.4%

特にない 385 54.5%

不詳 14 2.0%

総数(707)  　

構成比
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【問７：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７：クロス集計（性・年齢別／居住地別）】 

 

 

 

 

  

44.0%

46.0%

46.9%

35.3%

35.6%

46.4%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数

サーク

ル活動

スポー

ツ行事

（町民

運動会

や各種

スポー

ツ大会

など）

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・シ

ニアクラ

ブ活動

子ども

会育成

会

学校活

動への

協力・Ｐ

ＴＡ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

不詳

総数 707 32 44 17 17 193 27 35 41 43 31 102 385 14

100.0% 4.5% 6.2% 2.4% 2.4% 27.3% 3.8% 5.0% 5.8% 6.1% 4.4% 14.4% 54.5% 2.0%

居住 東小学校区 127 1 4 3 5 39 5 5 13 13 10 13 68 8

地域  100.0% 0.8% 3.1% 2.4% 3.9% 30.7% 3.9% 3.9% 10.2% 10.2% 7.9% 10.2% 53.5% 6.3%

南小学校区 103 9 5 3 2 36 7 7 4 3 4 23 44 1

 100.0% 8.7% 4.9% 2.9% 1.9% 35.0% 6.8% 6.8% 3.9% 2.9% 3.9% 22.3% 42.7% 1.0%

中央小学校区 206 12 19 4 4 62 7 6 12 7 9 27 116 3

 100.0% 5.8% 9.2% 1.9% 1.9% 30.1% 3.4% 2.9% 5.8% 3.4% 4.4% 13.1% 56.3% 1.5%

西小学校区 247 10 15 7 6 55 8 17 12 20 8 38 136 2

 100.0% 4.0% 6.1% 2.8% 2.4% 22.3% 3.2% 6.9% 4.9% 8.1% 3.2% 15.4% 55.1% 0.8%

年齢 総数 444 26 33 16 10 118 22 23 33 30 21 62 234 11

女性  100.0% 5.9% 7.4% 3.6% 2.3% 26.6% 5.0% 5.2% 7.4% 6.8% 4.7% 14.0% 52.7% 2.5%

18～29歳 28 1 4 3 2 2 21

 100.0% 3.6% 14.3% 10.7% 7.1% 7.1% 75.0%

30～39歳 69 2 5 2 1 9 2 8 4 2 3 47 1

 100.0% 2.9% 7.2% 2.9% 1.4% 13.0% 2.9% 11.6% 5.8% 2.9% 4.3% 68.1% 1.4%

40～49歳 93 5 12 3 26 6 1 16 15 6 9 45 1

 100.0% 5.4% 12.9% 3.2% 28.0% 6.5% 1.1% 17.2% 16.1% 6.5% 9.7% 48.4% 1.1%

50～64歳 126 7 8 3 6 30 2 7 6 6 6 27 68

 100.0% 5.6% 6.3% 2.4% 4.8% 23.8% 1.6% 5.6% 4.8% 4.8% 4.8% 21.4% 54.0%

65～74歳 89 10 3 6 3 41 9 6 1 4 5 15 37 2

 100.0% 11.2% 3.4% 6.7% 3.4% 46.1% 10.1% 6.7% 1.1% 4.5% 5.6% 16.9% 41.6% 2.2%

75歳以上 39 1 1 2 9 1 9 1 2 8 16 7

 100.0% 2.6% 2.6% 5.1% 23.1% 2.6% 23.1% 2.6% 5.1% 20.5% 41.0% 17.9%

年齢 総数 250 6 10 1 7 73 5 12 7 13 10 39 143 3

男性  100.0% 2.4% 4.0% 0.4% 2.8% 29.2% 2.0% 4.8% 2.8% 5.2% 4.0% 15.6% 57.2% 1.2%

18～29歳 19 2 1 1 1 1 1 15

 100.0% 10.5% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 78.9%

30～39歳 25 7 3 1 2 15

 100.0% 28.0% 12.0% 4.0% 8.0% 60.0%

40～49歳 48 1 1 14 3 4 1 10 28

 100.0% 2.1% 2.1% 29.2% 6.3% 8.3% 2.1% 20.8% 58.3%

50～64歳 70 5 1 24 1 1 2 1 11 38 1

 100.0% 7.1% 1.4% 34.3% 1.4% 1.4% 2.9% 1.4% 15.7% 54.3% 1.4%

65～74歳 52 3 15 3 1 3 2 9 29

 100.0% 5.8% 28.8% 5.8% 1.9% 5.8% 3.8% 17.3% 55.8%

75歳以上 36 3 3 1 3 12 1 8 1 4 5 6 18 2

 100.0% 8.3% 8.3% 2.8% 8.3% 33.3% 2.8% 22.2% 2.8% 11.1% 13.9% 16.7% 50.0% 5.6%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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2-5-1 地域活動・住民活動に参加しない理由  【問７ SQ6】 

 
ＳＱ６．問７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） 
 

 

【問７ SQ6：全体集計】（MA、n =385) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○地域活動・住民活動に参加しない理由について、「仕事が忙しい」が 38.7％で最も高く、次いで「そもそも興味

がない」「活動に関する情報が少ない」となっている。 
 

 

  

選択肢 票数

仕事が忙しい 149 38.7%

そもそも興味がない 107 27.8%

活動に関する情報が少ない 79 20.5%

地域の活動における人間関係がわずらわしい 68 17.7%

参加したい(できる)活動がない 56 14.5%

育児・介護をしている 55 14.3%

身体的・精神的な負担が大きい 51 13.2%

活動することのメリットが感じられない 42 10.9%

趣味など他の活動等が忙しい 41 10.6%

その他 34 8.8%

不詳 12 3.1%

総数(385)  ※問７で「12．特にない」と答えた場合

構成比
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2-6 文化財、伝統文化の認知度  【問 8】 

 
問８．あなたは、竪坑櫓や石投げ相撲などの志免町の文化財・伝統文化を知っていますか 

（１つに○印） 
 

 

【問 8：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○文化財、伝統文化の認知度について、「知っている」 と回答した割合は 70.0％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知っている」は、「男性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知らない」は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

知っている 495 70.0%

知らない 207 29.3%

不詳 5 0.7%

計 707 100.0%

知っている

70.0%

知らない

29.3%

不詳

0.7%
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【問 8：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 8：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

  

70.0%

68.9%

57.1%

46.4%

69.9%

73.8%

79.8%

74.4%

71.2%

57.9%

64.0%

68.8%

75.7%

61.5%

91.7%

29.3%

30.2%

42.9%

52.2%

30.1%

26.2%

19.1%

20.5%

28.4%

42.1%

32.0%

31.3%

24.3%

38.5%

8.3%

0.7%

0.9%

1.4%

1.1%

5.1%

0.4%

4.0%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

知っている 知らない 不詳

70.0%

81.1%

81.6%

76.7%

58.7%

29.3%

18.9%

18.4%

22.3%

40.1%

0.7%

1.0%

1.2%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

知っている 知らない 不詳
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３．【子ども】に関する設問について  

3-1 子どもを育てやすいまちか 【問 9】 

 
問９．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） 
 

 

【問 9：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○子どもを育てやすいまちかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は

77.2％となっている。 

○子どもがいる回答者のうち、『そう思う』の回答の割合は 69.7％となっており、前回調査（66.7％）と比較する

と、3.0 ポイント高い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『そう思う』は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『そう思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）は、「男性・30～

39 歳」で高くなっている。 
 

  

(ｎ=707)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 101 14.3%

どちらかと言えばそう思う 445 62.9%

どちらかと言えばそう思わない 93 13.2%

そう思わない 38 5.4%

不詳 30 4.2%

計 707 100.0%

そう思う

14.3%

どちらかと言えば

そう思う

62.9%

どちらかと言えば

そう思わない

13.2%

そう思わない

5.4%

不詳

4.2%
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【問９：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９：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.7%

66.7%

75.2%

74.2%

65.3%

69.5%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

そう そう
思う 思わない

77.2% 18.5%

77.3% 18.5%

85.7% 14.3%

68.1% 29.0%

73.1% 25.8%

73.8% 20.6%

86.5% 7.9%

87.2% 2.6%

78.0% 18.4%

84.2% 10.5%

68.0% 32.0%

70.8% 27.1%

81.4% 15.7%

76.9% 19.2%

86.1% 5.6%

14.3%

13.7%

32.1%

7.2%

8.6%

8.7%

16.9%

33.3%

14.8%

5.3%

12.0%

12.5%

17.1%

11.5%

25.0%

62.9%

63.5%

53.6%

60.9%

64.5%

65.1%

69.7%

53.8%

63.2%

78.9%

56.0%

58.3%

64.3%

65.4%

61.1%

13.2%

13.3%

7.1%

20.3%

16.1%

15.9%

7.9%

2.6%

13.2%

5.3%

24.0%

22.9%

8.6%

13.5%

5.6%

5.4%

5.2%

7.1%

8.7%

9.7%

4.8%

5.2%

5.3%

8.0%

4.2%

7.1%

5.8%

4.2%

4.3%

2.9%

1.1%

5.6%

5.6%

10.3%

3.6%

5.3%

2.1%

2.9%

3.8%

8.3%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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3-1-1 子どもを育てにくい理由 【問９ SQ7】 

 
ＳＱ７．問９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のような理由でしょうか（具体的にご記入ください） 
 

 

【回答結果】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類テーマ 主な意見

教育・保育 ・ 子育て環境、教育環境は整っていないと思う。

(43件) ・ 小学校の児童数があまりにも違いすぎる。校区再編等努力すべきだ。

・ 教育費(学校の給食費や諸経費)が高い。

・ 待機児童、土日保育、病児保育がない。

・ 保育園も少なくいまだに待機児童の数が多い。学校、保育園ともに増やした方
が良いと思う。

・ 保育園の対応が悪い。役所から子育て世代へのアプローチ、支援が非積極的。

・ 不登校対策が不十分。

・ 文化的環境に乏しい。

・ 学力低下が危惧される。

子育て支援 ・ 金銭的支援がない。

(28件) ・ 福岡市のような補助があるといい。

・ 母子家庭世帯に対しての支援や対応が他の地域に比べてあまりよくない。

遊び場 ・ 公園、児童学習施設等、子供の施設が少ない

(22件) ・ 公園がきれいに整備されていない。動物のふんがたくさん落ちている。

安全 ・ 通学路が狭く、車がよく通り、危ない。

（治安・通学・歩道） ・ 歩道が整備されていなかったり、雑草だらけで通れない。

(17件) ・ 治安があまり良いとは思えない。

不便（通学） ・ 小学校、中学校の通学が遠すぎる。

(13件) ・ 中学校がバス通学で不便。

医療 ・ 小児科が少ない。小児科の入院施設がない。

(12件) ・ 高校生の医療補助がない。

その他
(11件)

・ 子育てするうえで、教育活動も大事だと思うが、人との交流の上で、人と人と
のおつき合いが深い町だと思わないから。

・ 色々な情報が入りにくいように感じる。

わからない(15件) ・ 子供いないのでわからない。
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3-2 子育てについての町の相談体制の満足度 【問 10】 

 
問 10．あなたは、子育てについての情報を知りたいときや相談したいとき、志免町の相談体制【子

育て支援センター（にじいろポケット・はなまるポケット）、子育て世代包括支援センター（さ

くらの木）、こども発達相談（しめっこ相談）など】に満足していますか（１つに○印） 
 

 

【問 10：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○子育てについての町の相談体制の満足度について、「わからない」が 70.4％と最も高く、「わからない」と「不詳」

を除いた『満足している』（「満足している」+「やや満足している」）と回答した割合は 83.2％（144/173）

となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別にみると、『満足している』は、女性・男性ともに子育て年代である「30～39 歳」「40～49 歳」で高

くなっている。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

満足している 52 7.4%

やや満足している 92 13.0%

やや不満である 16 2.3%

不満である 13 1.8%

わからない 498 70.4%

不詳 36 5.1%

計 707 100.0%

満足している

7.4%

やや満足している

13.0%

やや不満である

2.3%

不満である

1.8%

わからない

70.4%

不詳

5.1%
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【問 10：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

20.4% 4.1%

20.9% 4.1%

32.1% 0.0%

40.6% 8.7%

33.3% 6.5%

9.5% 4.0%

11.2% 1.1%

7.7% 0.0%

19.2% 3.6%

10.5% 0.0%

28.0% 0.0%

37.5% 10.4%

12.9% 1.4%

15.4% 3.8%

11.1% 2.8%

7.4%

7.9%

14.3%

21.7%

10.8%

0.8%

3.4%

5.1%

6.4%

5.3%

12.0%

12.5%

1.4%

7.7%

2.8%

13.0%

13.1%

17.9%

18.8%

22.6%

8.7%

7.9%

2.6%

12.8%

5.3%

16.0%

25.0%

11.4%

7.7%

8.3%

2.3%

2.0%

4.3%

3.2%

1.6%

1.1%

2.0%

6.3%

1.4%

1.9%

1.8%

2.0%

4.3%

3.2%

2.4%

1.6%

4.2%

1.9%

2.8%

70.4%

69.8%

67.9%

50.7%

58.1%

83.3%

80.9%

64.1%

72.8%

89.5%

68.0%

52.1%

82.9%

78.8%

66.7%

5.1%

5.2%

2.2%

3.2%

6.7%

28.2%

4.4%

4.0%

2.9%

1.9%

19.4%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

満足している やや満足している やや不満である 不満である わからない 不詳
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3-2-1 子育てについての町の相談体制に満足していない理由 【問 10 SQ８】 

 
ＳＱ８．問 10 で「３．やや不満である」「４．不満である」と答えた方におたずねします。満足し

ていないのはどのような理由でしょうか（具体的にご記入ください） 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類テーマ 主な意見

相談しにくい ・ 職員の対応がよくない。

(20件) ・ 的確なサポートが少ない。

情報不足 ・ ホームページが見にくい。

(5件) ・ 情報が少ない。

その他 ・ 不登校などの支援が特にないように感じ。

(4件) ・ 昔の方が頑張っていた。
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3-3 今後、子どもがほしいか 【問 11】 

 
(次の質問は、18 歳～49 歳の方にお伺いします) 

問 11．あなたは、今後子どもを欲しいと思いますか（１つに○印） 
 

 

【問 11：全体集計】（ＳA、n=287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○18 歳～49 歳の回答者に対して、今後、子どもがほしいかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えば

そう思う」）と回答した割合は 34.5％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別にみると、『そう思う』は、女性・男性ともに子育て年代である「18～29 歳」で高くなっている。 
 

 

 

【問 11：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

  

そう思う

18.1%

どちらかと言

えばそう思う

16.4%

どちらかと言えば

そう思わない

15.3%

そう思わない

47.0%

不詳

3.1%(n=287)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 52 18.1%

どちらかと言えばそう思う 47 16.4%

どちらかと言えばそう思わない 44 15.3%

そう思わない 135 47.0%

不詳 9 3.1%

計 287 100.0%

34.5% 62.4%

29.5% 66.8%

67.9% 32.1%

39.1% 58.0%

10.8% 83.9%

43.5% 54.3%

84.2% 15.8%

44.0% 52.0%

27.1% 70.8%

そう思う
そう思わ
ない

18.1%

14.7%

39.3%

23.2%

1.1%

25.0%

57.9%

28.0%

10.4%

16.4%

14.7%

28.6%

15.9%

9.7%

18.5%

26.3%

16.0%

16.7%

15.3%

15.3%

17.9%

17.4%

12.9%

16.3%

5.3%

24.0%

16.7%

47.0%

51.6%

14.3%

40.6%

71.0%

38.0%

10.5%

28.0%

54.2%

3.1%

3.7%

2.9%

5.4%

2.2%

4.0%

2.1%

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

全体(n=287)

女性(n=190)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

男性(n=92)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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3-4 将来的に子どもを持つと考えた時の不安 【問 12】 

 
(次の質問は、18 歳～49 歳の方にお伺いします) 

問 12．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くだ

さい（あてはまるもの全てに○印） 
 

 

【問 12：全体集計】（ＭA、n=287) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○18 歳～49 歳の方に対する、将来的に子どもを持つと考えた時の不安について、「経済的負担の増加」が

68.3％で最も高く、次いで「出産年齢、子どもを持つ年齢」の順となっています。不安が「特にない」と回答した割

合は 4.9％となっている。 

○性・年齢別でみると、「経済的負担の増加」は、女性・男性ともに「30～39 歳」で高くなっている。 
 

 

  

選択肢 票数

経済的負担の増加 196 68.3%

出産年齢、子どもを持つ年齢 159 55.4%

仕事と生活・育児の両立 157 54.7%

自分又は配偶者の出産・育児に伴う心身の負担 107 37.3%

自分自身の健康 106 36.9%

保育所などの保育サービスの不足 79 27.5%

自分や夫婦の生活の自由度の低下 63 22.0%

放課後の児童預かりサービスの不足 50 17.4%

不安定な雇用、就業関係 44 15.3%

不妊の可能性 40 13.9%

住宅事情 36 12.5%

産科医、小児科医の減少 29 10.1%

子どもの成長にふさわしくない社会環境 28 9.8%

配偶者が家事・育児に非協力的 27 9.4%

子育てについての知識がない 24 8.4%

結婚の機会 22 7.7%

配偶者が望まない 11 3.8%

その他 8 2.8%

特にない 14 4.9%

不詳 8 2.8%

総数(287)  ※Ｆ２で「１．18～29歳」「２．30～39歳」「３．40～49歳」と答えた場合

構成比
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【問 12：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数 出

産

年

齢

、
子

ど

も

を

持

つ

年

齢

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

不

詳

総数 287 159 106 107 40 157 63 27 11 196 44 79 50 29 24 36 28 22 8 14 8

100.0% 55.4% 36.9% 37.3% 13.9% 54.7% 22.0% 9.4% 3.8% 68.3% 15.3% 27.5% 17.4% 10.1% 8.4% 12.5% 9.8% 7.7% 2.8% 4.9% 2.8%

年齢 総数 190 116 73 71 27 107 45 25 4 131 27 50 28 18 12 21 17 12 6 9 6

女性  100.0% 61.1% 38.4% 37.4% 14.2% 56.3% 23.7% 13.2% 2.1% 68.9% 14.2% 26.3% 14.7% 9.5% 6.3% 11.1% 8.9% 6.3% 3.2% 4.7% 3.2%

18～29歳 28 8 7 10 6 16 6 8 1 18 4 10 2 3 5 4 1 1

 100.0% 28.6% 25.0% 35.7% 21.4% 57.1% 21.4% 28.6% 3.6% 64.3% 14.3% 35.7% 7.1% 10.7% 17.9% 14.3% 3.6% 3.6%

30～39歳 69 39 26 27 13 46 20 6 2 55 9 25 16 10 7 12 7 4 1 4 1

 100.0% 56.5% 37.7% 39.1% 18.8% 66.7% 29.0% 8.7% 2.9% 79.7% 13.0% 36.2% 23.2% 14.5% 10.1% 17.4% 10.1% 5.8% 1.4% 5.8% 1.4%

40～49歳 93 69 40 34 8 45 19 11 1 58 14 15 10 8 2 9 5 4 4 4 5

 100.0% 74.2% 43.0% 36.6% 8.6% 48.4% 20.4% 11.8% 1.1% 62.4% 15.1% 16.1% 10.8% 8.6% 2.2% 9.7% 5.4% 4.3% 4.3% 4.3% 5.4%

年齢 総数 92 42 30 33 11 47 17 1 6 61 15 26 20 10 11 13 11 8 2 5 2

男性  100.0% 45.7% 32.6% 35.9% 12.0% 51.1% 18.5% 1.1% 6.5% 66.3% 16.3% 28.3% 21.7% 10.9% 12.0% 14.1% 12.0% 8.7% 2.2% 5.4% 2.2%

18～29歳 19 7 5 5 2 11 4 1 8 4 7 7 2 6 6 3 3 1 1

 100.0% 36.8% 26.3% 26.3% 10.5% 57.9% 21.1% 5.3% 42.1% 21.1% 36.8% 36.8% 10.5% 31.6% 31.6% 15.8% 15.8% 5.3% 5.3%

30～39歳 25 7 4 9 4 14 5 1 20 5 9 6 3 2 3 3 1 1

 100.0% 28.0% 16.0% 36.0% 16.0% 56.0% 20.0% 4.0% 80.0% 20.0% 36.0% 24.0% 12.0% 8.0% 12.0% 12.0% 4.0% 4.0%

40～49歳 48 28 21 19 5 22 8 1 4 33 6 10 7 5 3 4 5 5 1 3 1

 100.0% 58.3% 43.8% 39.6% 10.4% 45.8% 16.7% 2.1% 8.3% 68.8% 12.5% 20.8% 14.6% 10.4% 6.3% 8.3% 10.4% 10.4% 2.1% 6.3% 2.1%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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3-5 小中学校の教育内容と環境の満足度 【問 13】 

 
問 13．あなたは、小中学校の教育内容と環境に満足していますか（１つに○印） 
 

 

【問 13：全体集計】（ＳA、N =707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○小中学校の教育内容・環境について、「わからない」が 45.5％と最も高く、「わからない」と「不詳」を除いた『満

足している』（「満足している」＋「やや満足している」）と回答した割合は 44.4％（148/333）となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別にみると、『満足している』（「満足している」＋「やや満足している」）は、女性・男性ともに「18～

29 歳」で割合が高くなっている。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別にみると、『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は、女性・男性ともに「40～49 歳」

で割合が高くなっている。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

満足している 58 8.2%

やや満足している 90 12.7%

どちらともいえない 107 15.1%

やや不満である 46 6.5%

不満である 32 4.5%

わからない 322 45.5%

不詳 52 7.4%

計 707 100.0%

満足している

8.2%

やや満足している

12.7%

どちらともいえない

15.1%

やや不満である

6.5%
不満である

4.5%

わからない

45.5%

不詳

7.4%
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【問 13：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 13：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

20.9% 11.0%

19.8% 11.7%

60.7% 0.0%

14.5% 8.7%

26.9% 22.6%

15.1% 15.9%

15.7% 5.6%

7.7% 0.0%

23.2% 10.0%

42.1% 5.3%

16.0% 8.0%

25.0% 22.9%

27.1% 10.0%

15.4% 7.7%

19.4% 0.0%

8.2%

8.8%

32.1%

5.8%

14.0%

4.8%

5.6%

5.1%

7.2%

5.3%

4.0%

8.3%

7.1%

7.7%

8.3%

12.7%

11.0%

28.6%

8.7%

12.9%

10.3%

10.1%

2.6%

16.0%

36.8%

12.0%

16.7%

20.0%

7.7%

11.1%

15.1%

16.0%

10.7%

20.3%

24.7%

15.9%

10.1%

5.1%

13.6%

10.5%

24.0%

18.8%

12.9%

9.6%

8.3%

6.5%

7.2%

5.8%

16.1%

7.9%

3.4%

5.6%

5.3%

8.0%

12.5%

4.3%

3.8%

4.5%

4.5%

2.9%

6.5%

7.9%

2.2%

4.4%

10.4%

5.7%

3.8%

45.5%

44.1%

28.6%

55.1%

25.8%

46.8%

52.8%

51.3%

48.0%

42.1%

52.0%

33.3%

45.7%

61.5%

52.8%

7.4%

8.3%

1.4%

6.3%

15.7%

35.9%

5.2%

4.3%

5.8%

19.4%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

満足している やや満足している どちらともいえない やや不満である 不満である わからない 不詳

満足 不満
率 率

20.9% 11.0%

21.3% 12.6%

18.4% 8.7%

24.8% 10.7%

19.4% 11.7%

8.2%

7.9%

10.7%

9.7%

6.5%

12.7%

13.4%

7.8%

15.0%

13.0%

15.1%

13.4%

15.5%

14.1%

17.8%

6.5%

10.2%

3.9%

6.8%

6.1%

4.5%

2.4%

4.9%

3.9%

5.7%

45.5%

43.3%

44.7%

47.1%

44.1%

7.4%

9.4%

12.6%

3.4%

6.9%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

満足している やや満足している どちらともいえない やや不満である 不満である わからない 不詳
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3-5-1 小中学校の教育内容と環境に満足していない理由 【問 13 SQ9】 

 
ＳＱ９．問 13 で「４．やや不満である」「５．不満である」と答えた方におたずねします。 

満足していないのはどのような理由でしょうか。（具体的にご記入ください） 
 

 

【回答結果】 

   

 

 

  

分類テーマ 主な意見

教育の内容・質 ・ 学力を伸ばす工夫が足りない。

(29件) ・ 他都市との学力の差が大きい。

・ 塾なしではやっていけない。

・ もっと授業を増やすべきだ（英語、道徳、体育、平和学習、経済等）

・ 教育の質を向上してほしい。

学校の規模・設備 ・ 学校の規模に差があり、環境に差があると感じる。

・ 生徒の人数が多すぎて先生の手が行き届いていないと感じる。

(15件) ・ 校舎が老朽化している。

多様化する児童課題への対応 ・ いじめの対応が悪い。

(8件) ・ 多様化する生徒の課題に対する配慮が感じられない。

学校が遠い ・ 学校が遠い。

(6件) ・ 中学校はバス通学をしなくてはいけない。

通学路 ・ 通学路が危ない。

(4件) ・ 集団登下校してほしい。

PTA・保護者との関係 ・ PTAの活動や役員の決めるに不満がある。小学校毎に仕組みが違う。

(3件) ・ 学校側の立場が弱く非協力的な保護者が気になる。

教員不足（2件） ・ 先生の不足。先生の職場環境が悪いからやめる人が多い。

学校行事（2件） ・ 参観日などで見ていて、もっと改善できる点があるのではないかと思う。

その他 ・ 地域との親密化が不十分。

(9件) ・ 学力、福岡市との休日違い。

わからない（1件） ・ 知らないから。
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４．【健康・福祉】に関する設問について  

4-1 自身の健康 【問 14】 

 
問 14．あなたは、心身がともに健康だと思いますか（１つに○印） 
 

 

【問 14：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○心身がともに健康かについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は72.6％

となり、前回調査（75.4％）から 2.8 ポイント下がっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『そう思う』は、男女ともに「18～29 歳」「30～39 歳」で高くなっている。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『そう思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）は、「男性・65～

74 歳」で高くなっている。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 166 23.5%

どちらかと言えばそう思う 347 49.1%

どちらかと言えばそう思わない 119 16.8%

そう思わない 65 9.2%

不詳 10 1.4%

計 707 100.0%

そう思う

23.5%

どちらかと言えば

そう思う

49.1%

どちらかと言えば

そう思わない

16.8%

そう思わない

9.2%

不詳

1.4%
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【問 14：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 14：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

  

72.6%

75.4%

73.7%

70.6%

70.5%

68.7%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

そう そう
思う 思わない

72.6% 26.0%

74.1% 24.5%

85.7% 14.3%

81.2% 18.8%

74.2% 25.8%

70.6% 28.6%

70.8% 25.8%

71.8% 23.1%

70.0% 28.4%

94.7% 5.3%

76.0% 24.0%

68.8% 29.2%

68.6% 31.4%

63.5% 32.7%

66.7% 30.6%

23.5%

22.3%

42.9%

31.9%

20.4%

16.7%

20.2%

17.9%

25.6%

68.4%

32.0%

25.0%

21.4%

19.2%

16.7%

49.1%

51.8%

42.9%

49.3%

53.8%

54.0%

50.6%

53.8%

44.4%

26.3%

44.0%

43.8%

47.1%

44.2%

50.0%

16.8%

15.8%

14.3%

11.6%

20.4%

15.1%

16.9%

12.8%

18.8%

5.3%

24.0%

20.8%

17.1%

19.2%

22.2%

9.2%

8.8%

7.2%

5.4%

13.5%

9.0%

10.3%

9.6%

8.3%

14.3%

13.5%

8.3%

1.4%

1.4%

0.8%

3.4%

5.1%

1.6%

2.1%

3.8%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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4-2 家族・親戚以外で相談できる人  【問 15】 

 
問 15．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） 
 

 

【問 15：全体集計】（MA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○家族・親戚以外で相談できる人について、「町外の友人・知人」が 45.1％で最も高く、次いで「町内の友人・知

人」となっている。 

○家族・親戚以外で相談できる人がいる町民（回答者数）の割合は 72.3％となり、前回調査（72.9％）と

比較すると 0.6 ポイント低くなっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「町外の友人・知人」は、「女性・18～29歳」、「職場の人」は、「男性・30～39歳、40

～49 歳」「女性・40～49 歳」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

町外の友人・知人 319 45.1%

町内の友人・知人 226 32.0%

職場の人 199 28.1%

その他 28 4.0%

町内会の役員 20 2.8%

民生委員 13 1.8%

社会福祉協議会 9 1.3%

特にいない 190 26.9%

不詳 10 1.4%

総数(707)  　

構成比
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【問 15：過去調査との比較（家族・親戚以外で相談できる人がいる町民の割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 15：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

  

72.3%

72.9%

70.0%

73.3%

73.1%

74.7%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

特にいな

い
不詳

総数 707 226 319 199 13 9 20 28 190 10

100.0% 32.0% 45.1% 28.1% 1.8% 1.3% 2.8% 4.0% 26.9% 1.4%

年齢 総数 444 153 229 117 7 5 10 15 110 7

女性  100.0% 34.5% 51.6% 26.4% 1.6% 1.1% 2.3% 3.4% 24.8% 1.6%

18～29歳 28 14 19 5 1 1 1 4

 100.0% 50.0% 67.9% 17.9% 3.6% 3.6% 3.6% 14.3%

30～39歳 69 15 37 23 3 20

 100.0% 21.7% 53.6% 33.3% 4.3% 29.0%

40～49歳 93 37 49 45 1 3 16 1

 100.0% 39.8% 52.7% 48.4% 1.1% 3.2% 17.2% 1.1%

50～64歳 126 42 73 33 2 1 4 4 30

 100.0% 33.3% 57.9% 26.2% 1.6% 0.8% 3.2% 3.2% 23.8%

65～74歳 89 30 37 9 4 3 4 2 30 2

 100.0% 33.7% 41.6% 10.1% 4.5% 3.4% 4.5% 2.2% 33.7% 2.2%

75歳以上 39 15 14 2 1 2 10 4

 100.0% 38.5% 35.9% 5.1% 2.6% 5.1% 25.6% 10.3%

年齢 総数 250 68 83 79 6 3 9 12 79 3

男性  100.0% 27.2% 33.2% 31.6% 2.4% 1.2% 3.6% 4.8% 31.6% 1.2%

18～29歳 19 10 11 6 3

 100.0% 52.6% 57.9% 31.6% 15.8%

30～39歳 25 5 9 17 1 5

 100.0% 20.0% 36.0% 68.0% 4.0% 20.0%

40～49歳 48 6 19 23 3 11

 100.0% 12.5% 39.6% 47.9% 6.3% 22.9%

50～64歳 70 20 23 24 1 3 4 22 1

 100.0% 28.6% 32.9% 34.3% 1.4% 4.3% 5.7% 31.4% 1.4%

65～74歳 52 12 17 7 1 1 1 3 22 1

 100.0% 23.1% 32.7% 13.5% 1.9% 1.9% 1.9% 5.8% 42.3% 1.9%

75歳以上 36 15 4 2 4 2 5 1 16 1

 100.0% 41.7% 11.1% 5.6% 11.1% 5.6% 13.9% 2.8% 44.4% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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4-3 健康のために心がけていること 【問 16】 

 
問 16．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） 
 

 

【問 16：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○健康のために心がけていることについて、「タバコは吸わない」が 52.5％と最も高く、次いで「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」の順となっている。 

○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の割合は 70.3％となっており、前回調査

（68.8％）と比較すると 1.5 ポイント高い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「定期的に健康診断を受けている」は、「女性・65～74 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、健康のための取り組み全般について、女性・男性ともに「18～29 歳」「30～39 歳」で取

り組みに対する回答が少ない傾向となっている。 
 

  

選択肢 票数

タバコは吸わない 371 52.5%

歯磨き（入歯の手入れも含む）に気を配っている 365 51.6%

睡眠・休養を充分取るようにしている 365 51.6%

定期的に健康診断を受けている 312 44.1%

ウォーキングや体操など適度な運動を心掛けている 248 35.1%

考え込まないようにしている 210 29.7%

塩分の取り方に気を配っている 200 28.3%

油ものや甘いものの取り過ぎに気を配っている 195 27.6%

腹八分目を心がけるなど食事の量に気を配っている 185 26.2%

お酒を飲むときは適量を心がけている 173 24.5%

自分なりのストレス解消法を持っている 160 22.6%

その他 13 1.8%

特にない 51 7.2%

不詳 8 1.1%

総数(707)  　

構成比
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【問 16：過去調査との比較（日頃、健康のために取り組み（3 項目以上）を行っている町民の割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 16：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

  

70.3%

68.8%

68.1%

69.6%

63.3%

68.3%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

不

詳

総数 707 185 195 200 365 365 210 160 248 312 173 371 13 51 8

100.0% 26.2% 27.6% 28.3% 51.6% 51.6% 29.7% 22.6% 35.1% 44.1% 24.5% 52.5% 1.8% 7.2% 1.1%

年齢 総数 444 115 135 124 238 232 135 106 142 194 89 243 7 31 5

女性  100.0% 25.9% 30.4% 27.9% 53.6% 52.3% 30.4% 23.9% 32.0% 43.7% 20.0% 54.7% 1.6% 7.0% 1.1%

18～29歳 28 6 5 2 10 15 9 10 3 6 8 15 3

 100.0% 21.4% 17.9% 7.1% 35.7% 53.6% 32.1% 35.7% 10.7% 21.4% 28.6% 53.6% 10.7%

30～39歳 69 13 16 11 34 41 15 17 8 14 16 38 1 9

 100.0% 18.8% 23.2% 15.9% 49.3% 59.4% 21.7% 24.6% 11.6% 20.3% 23.2% 55.1% 1.4% 13.0%

40～49歳 93 15 23 21 39 53 25 17 26 37 17 50 1 4 1

 100.0% 16.1% 24.7% 22.6% 41.9% 57.0% 26.9% 18.3% 28.0% 39.8% 18.3% 53.8% 1.1% 4.3% 1.1%

50～64歳 126 35 38 33 69 55 42 28 40 65 26 60 1 11 2

 100.0% 27.8% 30.2% 26.2% 54.8% 43.7% 33.3% 22.2% 31.7% 51.6% 20.6% 47.6% 0.8% 8.7% 1.6%

65～74歳 89 33 39 41 60 44 30 25 46 54 14 55 4 4 1

 100.0% 37.1% 43.8% 46.1% 67.4% 49.4% 33.7% 28.1% 51.7% 60.7% 15.7% 61.8% 4.5% 4.5% 1.1%

75歳以上 39 13 14 16 26 24 14 9 19 18 8 25 1

 100.0% 33.3% 35.9% 41.0% 66.7% 61.5% 35.9% 23.1% 48.7% 46.2% 20.5% 64.1% 2.6%

年齢 総数 250 66 57 74 124 127 69 51 100 115 80 120 6 18 3

男性  100.0% 26.4% 22.8% 29.6% 49.6% 50.8% 27.6% 20.4% 40.0% 46.0% 32.0% 48.0% 2.4% 7.2% 1.2%

18～29歳 19 4 3 1 9 8 7 3 5 2 4 6 1 3

 100.0% 21.1% 15.8% 5.3% 47.4% 42.1% 36.8% 15.8% 26.3% 10.5% 21.1% 31.6% 5.3% 15.8%

30～39歳 25 4 3 4 14 17 6 7 10 4 6 7 3 1

 100.0% 16.0% 12.0% 16.0% 56.0% 68.0% 24.0% 28.0% 40.0% 16.0% 24.0% 28.0% 12.0% 4.0%

40～49歳 48 11 9 12 21 25 14 10 19 27 13 23 1 2

 100.0% 22.9% 18.8% 25.0% 43.8% 52.1% 29.2% 20.8% 39.6% 56.3% 27.1% 47.9% 2.1% 4.2%

50～64歳 70 19 14 22 33 29 22 14 27 35 21 36 1 6

 100.0% 27.1% 20.0% 31.4% 47.1% 41.4% 31.4% 20.0% 38.6% 50.0% 30.0% 51.4% 1.4% 8.6%

65～74歳 52 18 17 21 29 24 14 8 21 27 22 29 1 4 1

 100.0% 34.6% 32.7% 40.4% 55.8% 46.2% 26.9% 15.4% 40.4% 51.9% 42.3% 55.8% 1.9% 7.7% 1.9%

75歳以上 36 10 11 14 18 24 6 9 18 20 14 19 2 1

 100.0% 27.8% 30.6% 38.9% 50.0% 66.7% 16.7% 25.0% 50.0% 55.6% 38.9% 52.8% 5.6% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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問 17．あなたは、主食・主菜・副菜を３つそろえて１日２回以上食べることが週に何日ありますか 

（１つに○印） 
 

 

【問 17：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○主食・主菜・副菜の食事を１日２回以上するかについて、「ほぼ毎日食べる」が 50.5％と最も高く、次いで「週

に２～３回食べる」となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「ほぼ毎日食べる」は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「ほとんど食べない」は、「女性・18～29 歳」で最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

ほぼ毎日食べる 357 50.5%

週に４～５回食べる 117 16.5%

週に２～３回食べる 125 17.7%

週に１回程度食べる 43 6.1%

ほとんど食べない 61 8.6%

不詳 4 0.6%

計 707 100.0%

ほぼ毎日食べる

50.5%

週に４～５回食べる

16.5%

週に２～３回食べる

17.7%

週に１回程度食べる

6.1%

ほとんど食べない

8.6%

不詳

0.6%
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【問 17：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.5%

50.5%

46.4%

40.6%

41.9%

46.8%

65.2%

69.2%

48.8%

42.1%

40.0%

41.7%

47.1%

55.8%

61.1%

16.5%

17.1%

21.4%

20.3%

16.1%

15.1%

15.7%

20.5%

16.0%

21.1%

32.0%

18.8%

11.4%

17.3%

5.6%

17.7%

17.6%

14.3%

24.6%

17.2%

22.2%

11.2%

7.7%

18.8%

21.1%

24.0%

18.8%

21.4%

13.5%

16.7%

6.1%

5.2%

3.6%

8.7%

10.8%

3.2%

2.2%

8.0%

10.5%

12.5%

8.6%

3.8%

11.1%

8.6%

9.2%

14.3%

5.8%

14.0%

11.9%

4.5%

2.6%

7.6%

5.3%

4.0%

8.3%

11.4%

7.7%

2.8%

0.6%

7.1%

1.1%

2.6%

10.5%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

ほぼ毎日食べる 週に４～５回食べる 週に２～３回食べる 週に１回程度食べる ほとんど食べない 不詳
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問 18．あなたは、減塩について取り組んでいることはありますか（あてはまるもの全てに○印） 
 

 

【問 18：全体集計】（MA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○減塩について取り組んでいることについて、「めん類の汁を残すようにしている」が 40.0％と最も高く、次いで「食

べる時に調味料をかけすぎないように気を付けている」となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「めん類の汁を残すようにしている」は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「特に取り組んでいない」は、「男性・30～39 歳」で最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢 票数

めん類の汁を残すようにしている 283 40.0%

食べる時に調味料をかけすぎないように気を付けている 271 38.3%

特に取り組んでいない 236 33.4%

減塩食品や調味料を使用している 168 23.8%

ダシ、香辛料、柑橘果汁を多用するなど味付けを工夫している 151 21.4%

調味料をきちんと計量して料理している 57 8.1%

興味はあるがどうしていいかわからない 30 4.2%

その他 9 1.3%

不詳 7 1.0%

総数(707)  　

構成比
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【問 18：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

減塩食品や

調味料を使

用している

めん類の汁

を残すよう に

している

食べる時に

調味料をか

けすぎないよ

う に気を付け

ている

ダシ、香辛

料、柑橘果汁

を多用するな

ど味付けを工

夫している

調味料をきち

んと計量して

料理している

興味はあるが

どう していい

かわからない

特に取り組ん

でいない

その他 不詳

総数 707 168 283 271 151 57 30 236 9 7

100.0% 23.8% 40.0% 38.3% 21.4% 8.1% 4.2% 33.4% 1.3% 1.0%

年齢 総数 444 111 200 182 121 43 20 129 6 6

女性  100.0% 25.0% 45.0% 41.0% 27.3% 9.7% 4.5% 29.1% 1.4% 1.4%

18～29歳 28 3 11 7 2 1 13

 100.0% 10.7% 39.3% 25.0% 7.1% 3.6% 46.4%

30～39歳 69 18 39 24 12 9 3 18 1 1

 100.0% 26.1% 56.5% 34.8% 17.4% 13.0% 4.3% 26.1% 1.4% 1.4%

40～49歳 93 17 31 31 18 6 9 31

 100.0% 18.3% 33.3% 33.3% 19.4% 6.5% 9.7% 33.3%

50～64歳 126 30 51 49 38 15 6 37 3 3

 100.0% 23.8% 40.5% 38.9% 30.2% 11.9% 4.8% 29.4% 2.4% 2.4%

65～74歳 89 31 49 54 37 9 1 14 2 1

 100.0% 34.8% 55.1% 60.7% 41.6% 10.1% 1.1% 15.7% 2.2% 1.1%

75歳以上 39 12 19 17 14 3 1 16 1

 100.0% 30.8% 48.7% 43.6% 35.9% 7.7% 2.6% 41.0% 2.6%

年齢 総数 250 54 78 83 27 13 10 102 3 1

男性  100.0% 21.6% 31.2% 33.2% 10.8% 5.2% 4.0% 40.8% 1.2% 0.4%

18～29歳 19 6 3 1 1 11

 100.0% 31.6% 15.8% 5.3% 5.3% 57.9%

30～39歳 25 2 6 5 2 2 15 1

 100.0% 8.0% 24.0% 20.0% 8.0% 8.0% 60.0% 4.0%

40～49歳 48 4 13 13 7 7 2 19 1

 100.0% 8.3% 27.1% 27.1% 14.6% 14.6% 4.2% 39.6% 2.1%

50～64歳 70 23 18 27 5 1 1 29

 100.0% 32.9% 25.7% 38.6% 7.1% 1.4% 1.4% 41.4%

65～74歳 52 11 17 20 7 1 2 20 1

 100.0% 21.2% 32.7% 38.5% 13.5% 1.9% 3.8% 38.5% 1.9%

75歳以上 36 14 18 15 6 3 2 8 1

 100.0% 38.9% 50.0% 41.7% 16.7% 8.3% 5.6% 22.2% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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問 19．あなたは、１年以上継続して、１回 30 分以上の運動を週２日以上行っていますか（１つに

○印） 
 

 

【問 19：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○１年以上継続して１回 30 分以上の運動を週２回以上するかについて、「行っている」と回答した割合は

35.1％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「行っている」は、「男性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「行っていない」は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

行っている 248 35.1%

行っていない 453 64.1%

不詳 6 0.8%

計 707 100.0%

行っている

35.1%

行っていない

64.1%

不詳

0.8%
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【問 19：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう そう
思う 思わない

99.2% 0.8%

98.9% 1.1%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

98.4% 1.6%

98.9% 1.1%

94.9% 5.1%

99.6% 0.4%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

97.2% 2.8%

35.1%

30.0%

17.9%

17.4%

25.8%

32.5%

43.8%

30.8%

43.6%

47.4%

32.0%

41.7%

47.1%

38.5%

52.8%

64.1%

68.9%

82.1%

82.6%

74.2%

65.9%

55.1%

64.1%

56.0%

52.6%

68.0%

58.3%

52.9%

61.5%

44.4%

0.8%

1.1%

1.6%

1.1%

5.1%

0.4%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

行っている 行っていない 不詳
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問 20．あなたは、過去１年間に、職場や町で行われる健康診断や人間ドックを受けたことがありま

すか。 
 

 

 【問 20：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○過去１年間に健康診断等を受けたことがあるかについて、「ある」と回答した割合は 73.3％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「ある」は、「女性・40～49 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「ない」は、「女性・18～29 歳」で最も高い。 

 

 

 

 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

ある 518 73.3%

ない 184 26.0%

不詳 5 0.7%

計 707 100.0%

ある

73.3%

ない

26.0%

不詳

0.7%
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問 20：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう そう
思う 思わない

99.3% 0.7%

99.3% 0.7%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

99.2% 0.8%

98.9% 1.1%

97.4% 2.6%

99.2% 0.8%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

94.4% 5.6%

73.3%

72.7%

50.0%

58.0%

80.6%

78.6%

79.8%

61.5%

73.6%

68.4%

80.0%

77.1%

77.1%

71.2%

63.9%

26.0%

26.6%

50.0%

42.0%

19.4%

20.6%

19.1%

35.9%

25.6%

31.6%

20.0%

22.9%

22.9%

28.8%

30.6%

0.7%

0.7%

0.8%

1.1%

2.6%

0.8%

5.6%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

ある ない 不詳
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4-4 高齢者が暮らしやすいまちか 【問 21】 

 
(次の質問は、65 歳以上の方にお伺いします) 

問 21．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） 
 

 

【問 21：全体集計】（ＳA、n=217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者が暮らしやすいまちかについて、『そう思う』（「そう思う」＋「どちらかと言え

ばそう思う」）と回答した割合は 64.5％となっており、前回調査（73.6％）と比較すると 9.1 ポイント低くなっ

ている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『そう思う』は、「女性・65～74 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○居住地域別でみると、『そう思わない』（「そう思わない」+「どちらかと言えばそう思わない」）は、「南小学校区」

で最も高い。 
 

  

そう思う

14.7%

どちらかと言えば

そう思う

49.8%

どちらかと

言えばそう

思わない

25.8%

そう思わない

7.4%

不詳

2.3%
(n=217)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 32 14.7%

どちらかと言えばそう思う 108 49.8%

どちらかと言えばそう思わない 56 25.8%

そう思わない 16 7.4%

不詳 5 2.3%

計 217 100.0%
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【問 21：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 21：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 21：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

  

64.5%

73.6%

69.6%

69.1%

68.2%

58.7%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

そう そう

思う 思わない

64.5% 33.2%

64.1% 32.8%

66.3% 33.7%

59.0% 30.8%

64.8% 34.1%

65.4% 32.7%

63.9% 36.1%

14.7%

15.6%

12.4%

23.1%

12.5%

11.5%

13.9%

49.8%

48.4%

53.9%

35.9%

52.3%

53.8%

50.0%

25.8%

28.9%

28.1%

30.8%

21.6%

19.2%

25.0%

7.4%

3.9%

5.6%

12.5%

13.5%

11.1%

2.3%

3.1%

10.3%

1.1%

1.9%

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

全体(n=217)

女性(n=128)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=88)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳

そう そう
思う 思わない

64.5% 33.2%

65.2% 30.4%

42.6% 53.2%

71.7% 28.3%

75.0% 23.3%

14.7%

17.4%

4.3%

23.3%

13.3%

49.8%

47.8%

38.3%

48.3%

61.7%

25.8%

23.9%

46.8%

20.0%

18.3%

7.4%

6.5%

6.4%

8.3%

5.0%

2.3%

4.3%

4.3%

1.7%

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

全体(n=217)

東小学校区(n=46)

南小学校区(n=47)

中央小学校区(n=60)

西小学校区(n=60)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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4-5 高齢者の地域生活での心配なこと 【問 22】 

 
次の質問は、65 歳以上の方にお伺いします) 

問 22．あなたのお住まいの地域で高齢者が生活する時に、心配になることは何ですか 
 

 

【問 22：全体集計】（MA、n=217)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者の地域生活での心配なことについて、「買物」が 51.6％で最も高く、次い

で「交通」「健康」の順となっている。 

○65 歳以上の回答者に対して、高齢者の地域生活で心配になることがない高齢者の割合は 8.3％で、前回調

査（13.2％）と比較すると 4.9 ポイント低い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ネガティブ評価  

○居住地域別でみると、「買物」「交通」については、「南小学校区」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

買物 112 51.6%

交通 110 50.7%

健康 102 47.0%

防犯 97 44.7%

防災 77 35.5%

近所づきあい 46 21.2%

趣味・就労・ボランティア 14 6.5%

特にない 18 8.3%

不詳 3 1.4%

総数(217)  ※Ｆ２で「５．65～74歳」「６．75歳以上」と答えた場合

構成比
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【問 22：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 22：クロス集計（性・年齢別／居住地別）】 

 

 

 

  

8.3%

13.2%

13.8%

16.3%

16.1%

12.9%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数 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 不詳

総数 217 102 112 110 97 77 14 46 18 3

100.0% 47.0% 51.6% 50.7% 44.7% 35.5% 6.5% 21.2% 8.3% 1.4%

居住 東小学校区 46 25 27 20 18 15 3 15 5 1

地域  100.0% 54.3% 58.7% 43.5% 39.1% 32.6% 6.5% 32.6% 10.9% 2.2%

南小学校区 47 16 37 33 18 12 1 9 1 1

 100.0% 34.0% 78.7% 70.2% 38.3% 25.5% 2.1% 19.1% 2.1% 2.1%

中央小学校区 60 25 29 23 32 21 4 11 7

 100.0% 41.7% 48.3% 38.3% 53.3% 35.0% 6.7% 18.3% 11.7%

西小学校区 60 34 18 32 28 28 6 11 5 1

 100.0% 56.7% 30.0% 53.3% 46.7% 46.7% 10.0% 18.3% 8.3% 1.7%

年齢 総数 128 61 66 69 56 47 6 28 8 2

女性  100.0% 47.7% 51.6% 53.9% 43.8% 36.7% 4.7% 21.9% 6.3% 1.6%

65～74歳 89 37 46 51 44 37 6 20 6

 100.0% 41.6% 51.7% 57.3% 49.4% 41.6% 6.7% 22.5% 6.7%

75歳以上 39 24 20 18 12 10 8 2 2

 100.0% 61.5% 51.3% 46.2% 30.8% 25.6% 20.5% 5.1% 5.1%

年齢 総数 88 41 46 41 41 30 8 18 9 1

男性  100.0% 46.6% 52.3% 46.6% 46.6% 34.1% 9.1% 20.5% 10.2% 1.1%

65～74歳 52 29 28 28 22 17 4 10 5 1

 100.0% 55.8% 53.8% 53.8% 42.3% 32.7% 7.7% 19.2% 9.6% 1.9%

75歳以上 36 12 18 13 19 13 4 8 4

 100.0% 33.3% 50.0% 36.1% 52.8% 36.1% 11.1% 22.2% 11.1%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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５．【防犯・防災】に関する設問について  

5-1 日常における防犯対策 【問 23】 

 
問 23．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 
 

 

【問 23：全体集計】（ＭA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○日常における防犯対策について、「電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている」が 59.3％で最も高

く、次いで「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」となっている。 

○日常から防犯対策を行っている町民の割合は、85.1％で、前回調査（82.1％）と比較すると 3.0 ポイント高

い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別にみると、「電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている」は、「男性・75 歳以上」「女性・

65～74 歳」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

電話による勧誘、訪問販売、街頭勧誘は断っている 419 59.3%

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 363 51.3%

ドアや窓の鍵を２重にしている 211 29.8%

自宅や車庫などにセンサーライトを設置している 172 24.3%

防犯カメラを設置している 66 9.3%

警備会社と契約している 29 4.1%

外出時にご近所に声をかけている 14 2.0%

自転車のかごに、ひったくり防止用の網をかけている 12 1.7%

地域で防犯パトロールをしている 12 1.7%

防犯ブザーを携帯している 10 1.4%

その他 13 1.8%

特に何もしていない 109 15.4%

不詳 4 0.6%

総数(707)  　

構成比
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【問 23：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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 23：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85.1%

82.1%

80.9%

82.8%

85.7%

86.9%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

防犯カメ

ラを設置

している

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

不詳

総数 707 211 172 66 29 419 10 363 12 14 12 13 109 4

100.0% 29.8% 24.3% 9.3% 4.1% 59.3% 1.4% 51.3% 1.7% 2.0% 1.7% 1.8% 15.4% 0.6%

年齢 総数 444 128 104 38 16 271 8 229 8 8 8 10 61 3

女性  100.0% 28.8% 23.4% 8.6% 3.6% 61.0% 1.8% 51.6% 1.8% 1.8% 1.8% 2.3% 13.7% 0.7%

18～29歳 28 11 6 13 13 1 3

 100.0% 39.3% 21.4% 46.4% 46.4% 3.6% 10.7%

30～39歳 69 15 10 5 2 39 5 41 1 1 12

 100.0% 21.7% 14.5% 7.2% 2.9% 56.5% 7.2% 59.4% 1.4% 1.4% 17.4%

40～49歳 93 26 12 13 6 47 1 47 2 1 3 3 15 1

 100.0% 28.0% 12.9% 14.0% 6.5% 50.5% 1.1% 50.5% 2.2% 1.1% 3.2% 3.2% 16.1% 1.1%

50～64歳 126 38 33 12 5 82 1 69 3 1 2 3 15

 100.0% 30.2% 26.2% 9.5% 4.0% 65.1% 0.8% 54.8% 2.4% 0.8% 1.6% 2.4% 11.9%

65～74歳 89 31 32 4 2 64 1 42 1 4 2 2 11

 100.0% 34.8% 36.0% 4.5% 2.2% 71.9% 1.1% 47.2% 1.1% 4.5% 2.2% 2.2% 12.4%

75歳以上 39 7 11 4 1 26 17 2 1 1 5 2

 100.0% 17.9% 28.2% 10.3% 2.6% 66.7% 43.6% 5.1% 2.6% 2.6% 12.8% 5.1%

年齢 総数 250 76 63 28 13 142 2 130 4 6 4 3 45 1

男性  100.0% 30.4% 25.2% 11.2% 5.2% 56.8% 0.8% 52.0% 1.6% 2.4% 1.6% 1.2% 18.0% 0.4%

18～29歳 19 4 2 2 2 11 1 12 1 1 2

 100.0% 21.1% 10.5% 10.5% 10.5% 57.9% 5.3% 63.2% 5.3% 5.3% 10.5%

30～39歳 25 8 5 1 1 11 12 1 7

 100.0% 32.0% 20.0% 4.0% 4.0% 44.0% 48.0% 4.0% 28.0%

40～49歳 48 11 8 7 4 23 26 2 7

 100.0% 22.9% 16.7% 14.6% 8.3% 47.9% 54.2% 4.2% 14.6%

50～64歳 70 27 20 13 4 39 41 1 2 1 1 13

 100.0% 38.6% 28.6% 18.6% 5.7% 55.7% 58.6% 1.4% 2.9% 1.4% 1.4% 18.6%

65～74歳 52 16 13 4 2 30 23 1 2 11 1

 100.0% 30.8% 25.0% 7.7% 3.8% 57.7% 44.2% 1.9% 3.8% 21.2% 1.9%

75歳以上 36 10 15 1 28 1 16 1 3 5

 100.0% 27.8% 41.7% 2.8% 77.8% 2.8% 44.4% 2.8% 8.3% 13.9%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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5-2 日常における防災対策 【問 24】 

 
問 24．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） 
 

 

【問 24：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○日常における防災対策について、「最寄りの避難場所を知っている」が 40.5％で最も高く、次いで「水や食料を

備蓄している」の順となっている。「特に何もしていない」は、26.3％となっている。 

○日常から防災対策・準備をしている町民の割合は 73.7％となっており、前回調査（70.0％）と比較すると

3.7 ポイント高い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「最寄りの避難場所を知っている」は、「女性・65～74 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「最寄りの避難場所を知っている」は、「男性・30～39 歳」で最も低い。 
 

  

選択肢 票数

最寄りの避難場所を知っている 286 40.5%

水や食料を備蓄している 285 40.3%

住宅用火災警報器を設置している 220 31.1%

非常袋を用意している 153 21.6%

消火器を設置している 136 19.2%

災害に関する情報収集を行っている 69 9.8%

家族の役割を決めている 24 3.4%

地域で行う防災訓練に参加している 19 2.7%

その他 6 0.8%

特に何もしていない 186 26.3%

不詳 9 1.3%

総数(707)  　

構成比
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【問 24：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 24：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.7%

70.0%

71.7%

73.2%

76.4%

68.1%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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

不詳

総数 707 153 285 286 220 136 69 19 24 6 186 9

100.0% 21.6% 40.3% 40.5% 31.1% 19.2% 9.8% 2.7% 3.4% 0.8% 26.3% 1.3%

年齢 総数 444 103 194 188 138 90 38 11 14 5 113 6

女性  100.0% 23.2% 43.7% 42.3% 31.1% 20.3% 8.6% 2.5% 3.2% 1.1% 25.5% 1.4%

18～29歳 28 5 11 9 4 9

 100.0% 17.9% 39.3% 32.1% 14.3% 32.1%

30～39歳 69 21 33 32 18 10 9 1 2 1 18

 100.0% 30.4% 47.8% 46.4% 26.1% 14.5% 13.0% 1.4% 2.9% 1.4% 26.1%

40～49歳 93 26 42 41 31 19 9 1 1 1 24 3

 100.0% 28.0% 45.2% 44.1% 33.3% 20.4% 9.7% 1.1% 1.1% 1.1% 25.8% 3.2%

50～64歳 126 23 55 47 37 21 9 3 5 1 40

 100.0% 18.3% 43.7% 37.3% 29.4% 16.7% 7.1% 2.4% 4.0% 0.8% 31.7%

65～74歳 89 21 42 44 36 28 9 5 5 2 13 1

 100.0% 23.6% 47.2% 49.4% 40.4% 31.5% 10.1% 5.6% 5.6% 2.2% 14.6% 1.1%

75歳以上 39 7 11 15 12 12 2 1 1 9 2

 100.0% 17.9% 28.2% 38.5% 30.8% 30.8% 5.1% 2.6% 2.6% 23.1% 5.1%

年齢 総数 250 47 86 93 78 44 30 8 10 1 69 3

男性  100.0% 18.8% 34.4% 37.2% 31.2% 17.6% 12.0% 3.2% 4.0% 0.4% 27.6% 1.2%

18～29歳 19 6 7 9 4 1 2 2 7

 100.0% 31.6% 36.8% 47.4% 21.1% 5.3% 10.5% 10.5% 36.8%

30～39歳 25 4 10 7 5 4 3 2 2 1 8

 100.0% 16.0% 40.0% 28.0% 20.0% 16.0% 12.0% 8.0% 8.0% 4.0% 32.0%

40～49歳 48 9 25 18 12 7 7 1 2 11 1

 100.0% 18.8% 52.1% 37.5% 25.0% 14.6% 14.6% 2.1% 4.2% 22.9% 2.1%

50～64歳 70 13 20 28 24 11 12 1 16

 100.0% 18.6% 28.6% 40.0% 34.3% 15.7% 17.1% 1.4% 22.9%

65～74歳 52 9 17 17 18 11 4 1 2 17 1

 100.0% 17.3% 32.7% 32.7% 34.6% 21.2% 7.7% 1.9% 3.8% 32.7% 1.9%

75歳以上 36 6 7 14 15 10 2 4 1 10 1

 100.0% 16.7% 19.4% 38.9% 41.7% 27.8% 5.6% 11.1% 2.8% 27.8% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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5-3 土砂災害警戒区域や浸水想定区域の認知度 【問 25】 

 
問 25．あなたは、土砂災害警戒区域や浸水想定区域を知っていますか（１つに○印） 
 

 

【問 25：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○土砂災害警戒区域や浸水想定区域の認知度について、『区域を知っている』（「だいたい知っている」＋「多少

知っている」）」と回答した割合は、48.6％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『区域を知っている』は、「男性・40～49 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知らない」の回答は、「男性・18～29 歳」で高くなっている。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

区域をだいたい知っている 127 18.0%

区域を多少知っている 216 30.6%

区域は知らないが名前は知っている 142 20.1%

知らない 217 30.7%

不詳 5 0.7%

計 707 100.0%

区域をだいたい

知っている

18.0%

区域を多少知っている

30.6%
区域は知らないが

名前は知っている

20.1%

知らない

30.7%

不詳

0.7%
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【問 25：クロス集計（性・年齢別）】 
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35.4%
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17.3%
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30.6%

33.6%

17.9%

42.0%

37.6%

34.9%

31.5%

20.5%

25.2%

21.1%

4.0%

22.9%

35.7%

25.0%

25.0%

20.1%

21.8%

42.9%

13.0%

16.1%

27.0%

21.3%

20.5%

17.6%

26.3%

20.0%

8.3%

15.7%

21.2%

22.2%

30.7%

30.0%

32.1%

30.4%

28.0%

27.8%

32.6%

33.3%

32.4%

42.1%

32.0%

33.3%

27.1%

36.5%

30.6%

0.7%

0.7%

0.8%

1.1%

2.6%

0.8%

1.4%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

区域をだいたい知っている 区域を多少知っている 区域は知らないが名前は知っている 知らない 不詳
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5-4 災害時の避難場所の認知度 【問 26】 

 
問 26．あなたは、災害時の避難場所を知っていますか（１つに○印） 
 

 

【問 26：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○災害時の避難場所の認知度についてみると、「知っている」と回答した割合は、78.2％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知っている」は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知らない」は「男性・40～49 歳」で最も高い。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

知っている 553 78.2%

知らない 152 21.5%

不詳 2 0.3%

計 707 100.0%

知っている

78.2%

知らない

21.5%

不詳

0.3%
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【問 26：クロス集計（性・年齢別）】 
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80.6%

67.9%

78.3%
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80.2%

82.0%
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80.0%

64.6%
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21.5%

18.9%

32.1%

21.7%

17.2%

19.8%

16.9%

10.3%
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20.0%

35.4%
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34.6%

22.2%

0.3%

0.5%
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全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

知っている 知らない 不詳
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６．【住環境・自然環境】に関する設問について  

6-1 町の環境衛生に対する不満点 【問 27】 

 
問 27．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） 
 

 

【問 27：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町の環境衛生に対する不満点について、「ポイ捨て」が 44.4％で最も高くなっており、次いで「特にない」、「騒

音」の順となっている。 

○住んでいる地域が良好な住環境であると感じる（「特にない」と回答した）町民の割合は 36.2％で、前回調

査（33.2％）と比較すると 3.0 ポイント高くなっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「ポイ捨て」は、「女性・75 歳以上」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

ポイ捨て 314 44.4%

騒音 172 24.3%

悪臭 74 10.5%

振動 30 4.2%

その他 99 14.0%

特にない 256 36.2%

不詳 14 2.0%

総数(707)  　

構成比
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【問 27：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（「特にない」と回答した）町民の割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 27：クロス集計（性・年齢別）】 
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R6 R5 R4 R3 R2 R1

数値（上段：件数，下段：％）

総数 ポイ捨て 騒音 振動 悪臭 その他 特にない 不詳

総数 707 314 172 30 74 99 256 14

100.0% 44.4% 24.3% 4.2% 10.5% 14.0% 36.2% 2.0%

居住 東小学校区 127 54 34 7 17 17 41 2

地域  100.0% 42.5% 26.8% 5.5% 13.4% 13.4% 32.3% 1.6%

南小学校区 103 39 23 2 13 15 43 3

 100.0% 37.9% 22.3% 1.9% 12.6% 14.6% 41.7% 2.9%

中央小学校区 206 93 43 7 19 35 77 3

 100.0% 45.1% 20.9% 3.4% 9.2% 17.0% 37.4% 1.5%

西小学校区 247 118 67 14 24 31 86 5

 100.0% 47.8% 27.1% 5.7% 9.7% 12.6% 34.8% 2.0%

年齢 総数 444 197 109 16 45 62 167 8

女性  100.0% 44.4% 24.5% 3.6% 10.1% 14.0% 37.6% 1.8%

18～29歳 28 14 12 1 2 7

 100.0% 50.0% 42.9% 3.6% 7.1% 25.0%

30～39歳 69 32 19 1 8 12 24

 100.0% 46.4% 27.5% 1.4% 11.6% 17.4% 34.8%

40～49歳 93 41 23 3 15 16 36 2

 100.0% 44.1% 24.7% 3.2% 16.1% 17.2% 38.7% 2.2%

50～64歳 126 48 30 2 10 19 46 1

 100.0% 38.1% 23.8% 1.6% 7.9% 15.1% 36.5% 0.8%

65～74歳 89 41 20 10 8 11 40 3

 100.0% 46.1% 22.5% 11.2% 9.0% 12.4% 44.9% 3.4%

75歳以上 39 21 5 3 2 14 2

 100.0% 53.8% 12.8% 7.7% 5.1% 35.9% 5.1%

年齢 総数 250 110 59 13 27 36 85 5

男性  100.0% 44.0% 23.6% 5.2% 10.8% 14.4% 34.0% 2.0%

18～29歳 19 10 5 3 2 7

 100.0% 52.6% 26.3% 15.8% 10.5% 36.8%

30～39歳 25 9 9 3 3 4 11

 100.0% 36.0% 36.0% 12.0% 12.0% 16.0% 44.0%

40～49歳 48 19 17 3 5 7 13 2

 100.0% 39.6% 35.4% 6.3% 10.4% 14.6% 27.1% 4.2%

50～64歳 70 34 12 3 13 8 22 1

 100.0% 48.6% 17.1% 4.3% 18.6% 11.4% 31.4% 1.4%

65～74歳 52 21 12 3 3 10 19 1

 100.0% 40.4% 23.1% 5.8% 5.8% 19.2% 36.5% 1.9%

75歳以上 36 17 4 1 5 13 1

 100.0% 47.2% 11.1% 2.8% 13.9% 36.1% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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6-2 ごみ分別収集や資源回収についての理解度 【問 28】 

 
問 28．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） 
 

 

【問 28：全体集計】（ＳA、N=707） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○ごみの分別収集や資源回収についての理解度をみると、『理解している』（「理解している」＋「だいたい理解して

いる」）と回答した割合は、分別収集、資源回収ともに 9 割以上と高い割合を占めている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『理解している』は、分別収集は「女性・65～74 歳」「女性・75 歳以上」「男性・65～

74 歳」で 100％となっている。 
 

  

理解して 理解して

いる いない

96.2% 3.3%

91.9% 6.9%

67.8%

69.2%

28.4%

22.8%

2.3%

5.1%

1.0%

1.8%

0.6%

1.1%

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

分別するゴミの種類・回収日

(n=707)

資源回収の場所・方法

(n=707)

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 不詳
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【問 28：クロス集計（性・年齢別）】 

① 分別するごみの種類・回収日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

理解して 理解して
いる いない

96.2% 3.3%

96.4% 3.2%

75.0% 25.0%

95.7% 4.3%

96.8% 1.1%

97.6% 2.4%

100.0% 0.0%

100.0% 0.0%

96.0% 3.6%

84.2% 15.8%

96.0% 4.0%

97.9% 2.1%

94.3% 4.3%

100.0% 0.0%

97.2% 2.8%

67.8%

70.3%

46.4%

60.9%

63.4%

73.0%

78.7%

92.3%

63.6%

63.2%

48.0%

62.5%

54.3%

67.3%

88.9%

28.4%

26.1%

28.6%

34.8%

33.3%

24.6%

21.3%

7.7%

32.4%

21.1%

48.0%

35.4%

40.0%

32.7%

8.3%

2.3%

2.3%

17.9%

2.9%

1.1%

1.6%

2.4%

15.8%

2.9%

2.8%

1.0%

0.9%

7.1%

1.4%

0.8%

1.2%

4.0%

2.1%

1.4%

0.6%

0.5%

2.2%

0.4%

1.4%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

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 不詳
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② 資源回収の回収場所・回収方法 

 

 

 

 

 

 

  

理解して 理解して
いる いない

91.9% 6.9%

92.1% 7.0%

82.1% 14.3%

88.4% 11.6%

89.2% 10.8%

95.2% 4.0%

94.4% 4.5%

97.4% 0.0%

91.6% 7.2%

84.2% 15.8%

84.0% 12.0%

93.8% 6.3%

91.4% 7.1%

92.3% 5.8%

97.2% 2.8%

69.2%

71.4%

64.3%

55.1%

63.4%

77.0%

82.0%

82.1%

65.2%

47.4%

48.0%

62.5%

55.7%

78.8%

88.9%

22.8%

20.7%

17.9%

33.3%

25.8%

18.3%

12.4%

15.4%

26.4%

36.8%

36.0%

31.3%

35.7%

13.5%

8.3%

5.1%

4.7%

7.1%

5.8%

8.6%

3.2%

3.4%

6.0%

15.8%

8.0%

4.2%

5.7%

5.8%

2.8%

1.8%

2.3%

7.1%

5.8%

2.2%

0.8%

1.1%

1.2%

4.0%

2.1%

1.4%

1.1%

0.9%

3.6%

0.8%

1.1%

2.6%

1.2%

4.0%

1.4%

1.9%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

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 不詳
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6-3 自然を大切にする活動 【問 29】 

 
問 29．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） 
 

 

【問 29：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○自然を大切にする活動について、「特に何もしていない」が 90.1％を占めている。行っている活動については、

「その他」以外では、「自然保護団体への募金」が 2.8％と最も高い。 

○自然保護活動を行っている町民の割合は 8.8％となっており、前回調査（9.7％）と比較すると 0.9 ポイント

低い。 
 

 

 

 

【問 29：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）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 票数

自然保護団体への募金 20 2.8%

海・川・山の清掃 17 2.4%

植樹ボランティアの参加 8 1.1%

その他 22 3.1%

特に何もしていない 637 90.1%

不詳 9 1.3%

総数(707)  　

構成比

8.8%

9.7%

7.7%

9.3%

8.1%

10.4%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1
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6-4 町内の道路の安全・便利さ 【問 30】 

 
問 30．あなたは、自宅周辺の身近な道路の利用しやすさに満足していますか（１つに○印） 
 

 

【問 30：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○自宅周辺の身近な道路の利用しやすさについて、『満足している』（「満足している」＋「やや満足している」）と

回答した割合は、58.6％となっており、『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は 39.5％となっ

ている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『満足している』は、「男性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると『不満である』は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

満足している 84 11.9%

やや満足している 330 46.7%

やや不満である 173 24.5%

不満である 106 15.0%

不詳 14 2.0%

計 707 100.0%

満足している

11.9%

やや満足している

46.7%

やや不満で

ある

24.5%

不満である

15.0%

不詳

2.0%
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【問 30：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 30：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

58.6% 39.3%

54.7% 42.8%

71.4% 28.6%

44.9% 55.1%

47.3% 51.6%

52.4% 46.8%

60.7% 34.8%

71.8% 15.4%

65.2% 33.6%

68.4% 31.6%

52.0% 48.0%

45.8% 52.1%

67.1% 32.9%

73.1% 25.0%

83.3% 13.9%

11.9%

11.3%

25.0%

8.7%

7.5%

9.5%

14.6%

12.8%

12.0%

15.8%

8.0%

8.3%

8.6%

17.3%

16.7%

46.7%

43.5%

46.4%

36.2%

39.8%

42.9%

46.1%

59.0%

53.2%

52.6%

44.0%

37.5%

58.6%

55.8%

66.7%

24.5%

28.6%

21.4%

33.3%

38.7%

31.0%

20.2%

12.8%

17.2%

15.8%

20.0%

29.2%

17.1%

15.4%

2.8%

14.9%

14.2%

7.1%

21.7%

12.9%

15.9%

14.6%

2.6%

16.4%

15.8%

28.0%

22.9%

15.7%

9.6%

11.1%

2.0%

2.5%

1.1%

0.8%

4.5%

12.8%

0.8%

2.1%

1.9%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不詳

満足 不満
率 率

58.6% 39.3%

59.8% 35.4%

65.0% 34.0%

58.7% 39.3%

55.1% 43.3%

11.9%

11.8%

13.6%

13.1%

10.1%

46.7%

48.0%

51.5%

45.6%

44.9%

24.5%

26.8%

15.5%

22.8%

27.9%

14.9%

8.7%

18.4%

16.5%

15.4%

2.0%

3.9%

1.0%

1.9%

1.6%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不詳
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6-4-1 町内の道路の安全・便利さに満足していない理由 【問 30 SQ10】 

 
ＳＱ10．問 30 で「３．やや不満である」「４．不満である」と答えた方におたずねします。 

満足していないのはどのような理由でしょうか（具体的にご記入ください） 
 

 

【回答結果】 

   

 

 

 

 

  

分類テーマ 主な意見

道路の構造 ・ 道幅が狭い。

・歩道の整備 ・ 歩道が狭い。

(122件) ・ 路側帯が無い。

・ 段差がある。

・ 見通しが悪い細い道が多い。

・ 通学路が狭くて危険。

交通量・渋滞 ・ 道路の渋滞がひどい（県道68号等）。

(54件) ・ 通学路の交通量が多く、危険。

・ 抜け道に使われていて、交通量が多くなるところがある。

道路の管理 ・ 歩道がデコボコしていて、通行しにくい。

(38件) ・ 道路に段差や亀裂がある。

・ 水たまりが多い。

・ 道路の白線やオレンジの線が消えかけている。

・ 道路の草刈りが不十分で、見通しが悪い。

道路の設備 ・ 信号が短い、信号が少ない。

・標識・信号 ・ カーブミラーが必要。カーブミラーが見えにくい。

(34件) ・ 横断歩道や歩道橋が少ない。

・ 街灯が少なく、暗い。

交通違反・マナー ・ 住宅地内でスピードを出す車が多い。

(31件) ・ 犬猫の糞が放置されている。

・ 路上駐車が通行の妨げになっている。

・ 交通マナーが悪い人が多い。

公共交通機関 ・ バスの運行が少ない。

(7件) ・ 近くにバスが通っていない。

広域利便性 ・ 交通の便が悪い。

(3件) ・ 空港へのアクセスが良くない。

その他 ・ 交通規制が不要と思われる箇所がある。

(9件) ・ 道路が分かりにくい。
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6-5 公園・広場の状況 【問 31】 

 
問 31．あなたは、身近にある公園や広場の利用しやすさに満足していますか（１つに○印） 
 

 

【問 31：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○身近にある公園や広場の利用しやすさについて、『満足している』（「満足している」＋「やや満足している」）と

回答した割合は、73.7％となっており、『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は 22.8％となっ

ている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『満足している』は、「男性・50～64 歳」で最も高い。 

○居住地域別でみると、『満足している』は、「中央小学校区」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『不満である』は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 

○居住地域別でみると、『不満である』は、「南小学校区」で最も高い。 
 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

満足している 112 15.8%

やや満足している 409 57.9%

やや不満である 116 16.4%

不満である 45 6.4%

不詳 25 3.5%

計 707 100.0%

満足している

15.8%

やや満足している

57.9%

やや不満である

16.4%

不満である

6.4%

不詳

3.5%
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【問 31：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 31：クロス集計（居住地域別）】 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

73.7% 22.8%

73.9% 22.3%

78.6% 17.9%

62.3% 36.2%

73.1% 26.9%

79.4% 17.5%

71.9% 21.3%

79.5% 7.7%

73.6% 24.0%

78.9% 21.1%

72.0% 28.0%

64.6% 33.3%

81.4% 17.1%

76.9% 17.3%

63.9% 33.3%

15.8%

14.9%

32.1%

17.4%

18.3%

10.3%

11.2%

12.8%

17.2%

15.8%

20.0%

14.6%

17.1%

13.5%

25.0%

57.9%

59.0%

46.4%

44.9%

54.8%

69.0%

60.7%

66.7%

56.4%

63.2%

52.0%

50.0%

64.3%

63.5%

38.9%

16.4%

16.0%

14.3%

26.1%

23.7%

11.1%

13.5%

2.6%

17.2%

15.8%

24.0%

20.8%

14.3%

7.7%

27.8%

6.4%

6.3%

3.6%

10.1%

3.2%

6.3%

7.9%

5.1%

6.8%

5.3%

4.0%

12.5%

2.9%

9.6%

5.6%

3.5%

3.8%

3.6%

1.4%

3.2%

6.7%

12.8%

2.4%

2.1%

1.4%

5.8%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不詳

満足 不満
率 率

73.7% 22.8%

74.0% 18.9%

74.8% 25.2%

75.7% 22.3%

72.5% 24.7%

15.8%

16.5%

12.6%

22.3%

11.7%

57.9%

57.5%

62.1%

53.4%

60.7%

16.4%

13.4%

17.5%

18.0%

17.0%

6.4%

5.5%

7.8%

4.4%

7.7%

3.5%

7.1%

1.9%

2.8%

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

全体(N=707)

東小学校区(n=127)

南小学校区(n=103)

中央小学校区(n=206)

西小学校区(n=247)

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不詳
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6-5-1 身近にある公園や広場の利用しやすさに満足していない理由 【問 31 SQ11】 

 
ＳＱ11．問 31 で「３．やや不満である」「４．不満である」と答えた方におたずねします。 

満足していないのはどのような理由でしょうか（具体的にご記入ください） 
 

 

【回答結果】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

分類テーマ 主な意見

子ども向け設備 ・ 子供達が遊ぶ遊具やベンチが無い。

・遊具・広場がない
（47件）

・ ボール遊びダメとひとくくりに禁止ではなくて具体的に決めて子供たちが遊べ
るようにしてほしい。

・ 夏に子供が花火(手持ち)をしてよい場所が欲しい。

・ スケボーパークのように流行りや広い世代が利用できるものが欲しい

・ 遊具が古くなり修理してもらえない

公園、広場 ・ 近くに公園や広場がない。

が少ない、ない ・ 遊具の老朽化、子供の人数に対して公園が少ない。

(35件) ・ 公園が少なすぎで子供が遊べる場を増やしたらもっと育てやすいのでは。

適切な管理が必要 ・ ゴミや雑草が多い。

(27件) ・ 猫の糞があり汚い。

・ トイレが汚い。

暗い・雰囲気が悪い ・ 全体的にうすぐらいところが多い。

改善が必要（19件） ・ 町内に公園があるが、まわりが暗くて蚊や蜂も多くて安心して子供を遊びに行
かせられない。

利用者のマナーが悪い ・ 音がうるさい。

(7件) ・ 犬の糞を放置したり、ゴミを散らかす人がいる。

公園・広場の緑・日陰 ・ 公園の木が伐採され、殺風景になった。

(6件) ・ 日陰、緑、椅子がない。

駐車場が利用できない ・ 駐車場がない。

(5件) ・ 駐車場に鍵がかけられ、平日は利用できない。

高齢者の憩いの場 ・ 高齢者の憩いの場になっていない。設備を充実すべきである。

(2件)

公園を利用しない ・ 利用する機会があまりない。

(10件)

その他 ・ 何をするにも中途半端の大きさ設備。

(10件) ・ 公園の数が少ないので集団利用と被る時がある。
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７．【行政】に関する設問について  

7-1 町職員の対応・姿勢 【問 32】 

 
問 32．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） 
 

 

【問 32：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町職員の対応・姿勢について、この 1 年間で町職員と「接する機会があった」回答が 49.2％、「接する機会が

なかった」が 48.2％となっている。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

接する機会があった 348 49.2%

接する機会がなかった 341 48.2%

不詳 18 2.5%

計 707 100.0% 接する機会が

あった

49.2%

接する機会が

なかった

48.2%

不詳

2.5%
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【問 32：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.2%

50.0%

39.3%

58.0%

50.5%

43.7%

52.8%

56.4%

47.6%

52.6%

48.0%

52.1%

37.1%

44.2%

63.9%

48.2%

47.7%

60.7%

39.1%

46.2%

54.0%

46.1%

41.0%

49.6%

36.8%

52.0%

45.8%

61.4%

51.9%

33.3%

2.5%

2.3%

2.9%

3.2%

2.4%

1.1%

2.6%

2.8%

10.5%

2.1%

1.4%

3.8%

2.8%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

接する機会があった 接する機会がなかった 不詳
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7-1-1 町職員の対応・姿勢（満足度） 【問 32 SQ12】 

 
ＳＱ12．問 32 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に満足しましたか（１つに○印） 
 

 

【問 32 SQ12：全体集計】（ＳA、n=348) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町職員の対応・姿勢（満足度）について、この 1 年間で町職員と接する機会があった回答者のうち 90.5％が

『満足している』（「満足した」＋「やや満足した」）と回答しており、前回調査（90.2％）と比較して 0.3 ポイ

ント高い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『満足している』は、「男性・50～64 歳」で最も高い。 
 

 

【問 32 SQ12：全体集計】：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）】 

 

 

 

 

 

 

  

(n=348)

選択項目 回答数 構成比

満足した 158 45.4%

やや満足した 157 45.1%

やや不満だった 19 5.5%

不満だった 11 3.2%

不詳 3 0.9%

計 348 100.0%
満足した

45.4%
やや満足した

45.1%

やや不満

だった

5.5%

不満だった

3.2%

不詳

0.9%

90.5%

90.2%

86.9%

87.0%

90.7%

87.7%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1
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【問 32 SQ12：全体集計】：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

90.5% 8.6%

91.4% 7.7%

90.9% 9.1%

85.0% 12.5%

91.5% 8.5%

98.2% 1.8%

89.4% 10.6%

90.9% 4.5%

89.9% 9.2%

90.0% 10.0%

83.3% 16.7%

84.0% 16.0%

100.0% 0.0%

95.7% 4.3%

82.6% 13.0%

45.4%

45.9%

63.6%

42.5%

48.9%

40.0%

46.8%

50.0%

45.4%

40.0%

41.7%

40.0%

46.2%

52.2%

47.8%

45.1%

45.5%

27.3%

42.5%

42.6%

58.2%

42.6%

40.9%

44.5%

50.0%

41.7%

44.0%

53.8%

43.5%

34.8%

5.5%

4.5%

9.1%

10.0%

1.8%

8.5%

5.9%

10.0%

8.3%

12.0%

4.3%

4.3%

3.2%

3.2%

2.5%

8.5%

2.1%

4.5%

3.4%

8.3%

4.0%

8.7%

0.9%

0.9%

2.5%

4.5%

0.8%

4.3%

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

全体(n=348)

女性(n=222)

18～29歳

(n=11)

30～39歳

(n=40)

40～49歳

(n=47)

50～64歳

(n=55)

65～74歳

(n=47)

75歳以上

(n=22)

男性(n=119)

18～29歳

(n=10)

30～39歳

(n=12)

40～49歳

(n=25)

50～64歳

(n=26)

65～74歳

(n=23)

75歳以上

(n=23)

満足した やや満足した やや不満だった 不満だった 不詳
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7-2 行政サービスの満足度 【問 33】 

 
問 33．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） 
 

 

【問 33：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○行政サービスの満足度について、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」）と回

答した割合は、75.5％となっており、前回調査（78.7％）と比較すると 3.2 ポイント低い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、行政サービスに『満足している』は、「女性・18～29 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、行政サービスに『不満である』（「不満である」＋「やや不満である」）は、「男性・30～39

歳」で最も高い。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

満足している 141 19.9%

やや満足している 393 55.6%

やや不満である 111 15.7%

不満である 39 5.5%

不詳 23 3.3%

計 707 100.0%

満足している

19.9%

やや満足している

55.6%

やや不満である

15.7%

不満である

5.5%

不詳

3.3%
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【問 33：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 33：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

75.5% 21.2%

76.6% 20.0%

89.3% 10.7%

75.4% 24.6%

69.9% 26.9%

80.2% 17.5%

75.3% 19.1%

76.9% 12.8%

74.4% 22.4%

73.7% 26.3%

56.0% 40.0%

81.3% 16.7%

81.4% 18.6%

73.1% 19.2%

66.7% 27.8%

19.9%

20.3%

35.7%

18.8%

19.4%

15.9%

18.0%

33.3%

20.0%

15.8%

32.0%

12.5%

17.1%

26.9%

19.4%

55.6%

56.3%

53.6%

56.5%

50.5%

64.3%

57.3%

43.6%

54.4%

57.9%

24.0%

68.8%

64.3%

46.2%

47.2%

15.7%

15.1%

7.1%

18.8%

20.4%

12.7%

16.9%

5.1%

15.6%

10.5%

24.0%

14.6%

12.9%

15.4%

19.4%

5.5%

5.0%

3.6%

5.8%

6.5%

4.8%

2.2%

7.7%

6.8%

15.8%

16.0%

2.1%

5.7%

3.8%

8.3%

3.3%

3.4%

3.2%

2.4%

5.6%

10.3%

3.2%

4.0%

2.1%

7.7%

5.6%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

満足している やや満足している やや不満である 不満である 不詳

75.5%

78.7%

79.8%

76.0%

74.9%

69.3%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1
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7-3 行政サービスのオンライン手続きに対する利用意向 【問 34】 

 
問 34．あなたは、今後機会があれば、各種申請や施設の利用申込み等をオンラインで手続きしたい

と思いますか（１つに○印） 
 

 

【問 34：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○行政サービスにおける各種申請や利用申込み等をオンラインで手続きしたいと『思う』（「そう思う」＋「どちらかと

言えばそう思う」）と回答した割合は、71.7％となっており、『思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそ

う思わない」）と回答した割合は、26.4％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、行政サービスにおける各種申請や利用申込み等をオンラインで手続きしたいと『思う』（「そ

う思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）は、「女性・30～39 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、行政サービスにおける各種申請や利用申込み等をオンラインで手続きしたいと『思わない』

（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 
 

 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 285 40.3%

どちらかと言えばそう思う 222 31.4%

どちらかと言えばそう思わない 112 15.8%

そう思わない 75 10.6%

不詳 13 1.8%

計 707 100.0%

そう思う

40.3%

どちらかと言えばそう思う

31.4%

どちらかと言えば

そう思わない

15.8%

そう思わない

10.6%

不詳

1.8%
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【問 34：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう そう思わ
思う ない

71.7% 26.4%

71.2% 27.3%

89.3% 10.7%

89.9% 10.1%

88.2% 11.8%

73.8% 25.4%

47.2% 51.7%

30.8% 56.4%

72.8% 25.2%

89.5% 10.5%

88.0% 12.0%

81.3% 18.8%

80.0% 18.6%

61.5% 36.5%

44.4% 47.2%

40.3%

37.8%

57.1%

63.8%

53.8%

31.7%

15.7%

10.3%

45.2%

73.7%

76.0%

52.1%

42.9%

28.8%

27.8%

31.4%

33.3%

32.1%

26.1%

34.4%

42.1%

31.5%

20.5%

27.6%

15.8%

12.0%

29.2%

37.1%

32.7%

16.7%

15.8%

16.7%

3.6%

7.2%

10.8%

15.9%

31.5%

25.6%

14.8%

10.5%

8.0%

12.5%

12.9%

19.2%

22.2%

10.6%

10.6%

7.1%

2.9%

1.1%

9.5%

20.2%

30.8%

10.4%

4.0%

6.3%

5.7%

17.3%

25.0%

1.8%

1.6%

0.8%

1.1%

12.8%

2.0%

1.4%

1.9%

8.3%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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7-3-1 オンライン手続きを利用したいと思わない理由 【問 34ＳＱ13】 

 
ＳＱ13．問 34 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。その理由を教えてください（あてはまるもの全てに○印） 
 

 

【問 34ＳＱ13：全体集計】（ＭA、n=187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○オンライン手続きを利用したいと思わない回答者のその理由は、「窓口で手続きした方が確実で安心だから」が

59.9％で最も高く、次いで「使い方がよくわからない」の順となっている。 
 

 

  

選択肢 票数

窓口で手続きした方が確実で安心だから 112 59.9%

使い方がよく分からない 97 51.9%

オンラインの手続きが面倒だから 54 28.9%

その他 10 5.3%

不詳 3 1.6%

総数(187)  ※問34で「３．どちらかと言えばそう思わない」「４．そう思わない」と答えた場合

構成比
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【問 34ＳＱ13：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

使い方がよ

く分からな

い

オンライン

の手続きが

面倒だから

窓口で手

続きした方

が確実で

安心だから

その他 不詳

総数 187 97 54 112 10 3

100.0% 51.9% 28.9% 59.9% 5.3% 1.6%

年齢 総数 121 69 35 75 7 2

女性  100.0% 57.0% 28.9% 62.0% 5.8% 1.7%

18～29歳 3 2 1 2

 100.0% 66.7% 33.3% 66.7%

30～39歳 7 2 3 4

 100.0% 28.6% 42.9% 57.1%

40～49歳 11 4 2 10 1

 100.0% 36.4% 18.2% 90.9% 9.1%

50～64歳 32 12 11 20 3 2

 100.0% 37.5% 34.4% 62.5% 9.4% 6.3%

65～74歳 46 32 16 27 3

 100.0% 69.6% 34.8% 58.7% 6.5%

75歳以上 22 17 2 12

 100.0% 77.3% 9.1% 54.5%

年齢 総数 63 27 18 36 3 1

男性  100.0% 42.9% 28.6% 57.1% 4.8% 1.6%

18～29歳 2 1 1

 100.0% 50.0% 50.0%

30～39歳 3 2 1 2

 100.0% 66.7% 33.3% 66.7%

40～49歳 9 3 4 3 1

 100.0% 33.3% 44.4% 33.3% 11.1%

50～64歳 13 4 6 9

 100.0% 30.8% 46.2% 69.2%

65～74歳 19 10 4 11 2

 100.0% 52.6% 21.1% 57.9% 10.5%

75歳以上 17 7 2 11 1

 100.0% 41.2% 11.8% 64.7% 5.9%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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7-4 オンライン手続きを始めてほしいもの 【問 35】 

 
問 35．あなたは、今後オンラインによる手続きを始めてほしいものはありますか（あてはまるもの

全てに○印） 
 

 

【問 35：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○今後オンラインによる手続きを始めてほしいものは「粗大ごみ収集の申込み」が 59.5％と最も高く、次いで「各種

証明書の申請（住民票など）」となっている。 
 

 

  

選択肢 票数

粗大ごみ収集の申込み 421 59.5%

各種証明書の申請（住民票など） 345 48.8%

各種給付金の申請 327 46.3%

犬の登録申請 67 9.5%

その他 19 2.7%

特にない 196 27.7%

不詳 18 2.5%

総数(707)  　

構成比
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【問 35：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数
各種給付

金の申請

各種証明

書の申請

（住民票な

ど）

粗大ごみ

収集の申

込み

犬の登録

申請
その他 特にない 不詳

総数 707 327 345 421 67 19 196 18

100.0% 46.3% 48.8% 59.5% 9.5% 2.7% 27.7% 2.5%

年齢 総数 444 191 206 272 41 12 119 15

女性  100.0% 43.0% 46.4% 61.3% 9.2% 2.7% 26.8% 3.4%

18～29歳 28 18 18 16 7 5 1

 100.0% 64.3% 64.3% 57.1% 25.0% 17.9% 3.6%

30～39歳 69 45 51 55 10 2 6

 100.0% 65.2% 73.9% 79.7% 14.5% 2.9% 8.7%

40～49歳 93 57 55 80 12 3 9

 100.0% 61.3% 59.1% 86.0% 12.9% 3.2% 9.7%

50～64歳 126 53 56 87 9 5 29 2

 100.0% 42.1% 44.4% 69.0% 7.1% 4.0% 23.0% 1.6%

65～74歳 89 15 22 27 3 1 45 7

 100.0% 16.9% 24.7% 30.3% 3.4% 1.1% 50.6% 7.9%

75歳以上 39 3 4 7 1 25 5

 100.0% 7.7% 10.3% 17.9% 2.6% 64.1% 12.8%

年齢 総数 250 132 135 142 26 7 72 3

男性  100.0% 52.8% 54.0% 56.8% 10.4% 2.8% 28.8% 1.2%

18～29歳 19 13 13 12 4 2 4

 100.0% 68.4% 68.4% 63.2% 21.1% 10.5% 21.1%

30～39歳 25 16 17 22 4 1 3

 100.0% 64.0% 68.0% 88.0% 16.0% 4.0% 12.0%

40～49歳 48 28 27 37 6 1 8

 100.0% 58.3% 56.3% 77.1% 12.5% 2.1% 16.7%

50～64歳 70 42 45 40 11 2 16 1

 100.0% 60.0% 64.3% 57.1% 15.7% 2.9% 22.9% 1.4%

65～74歳 52 23 24 22 1 1 19 1

 100.0% 44.2% 46.2% 42.3% 1.9% 1.9% 36.5% 1.9%

75歳以上 36 10 9 9 22 1

 100.0% 27.8% 25.0% 25.0% 61.1% 2.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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7-5 役場窓口でのキャッシュレス決済の利用意向 【問 36】 

 
問 36．あなたは、今後機会があれば、役場窓口でキャッシュレス決済を利用したいと思いますか

（１つに○印） 
 

 

【問 36：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○今後、役場窓口でキャッシュレス決済を利用したいと『思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう思う」）と回答し

た割合は、74.7％となっており、『思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）と回答した割

合は、23.6％となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、役場窓口でキャッシュレス決済を利用したいと『思う』（「そう思う」＋「どちらかと言えばそう

思う」）は、「女性・40～49 歳」「男性・18～29 歳」で高くなっている。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、役場窓口でキャッシュレス決済を利用したいと『思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言

えばそう思わない」）は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 351 49.6%

どちらかと言えばそう思う 177 25.0%

どちらかと言えばそう思わない 80 11.3%

そう思わない 87 12.3%

不詳 12 1.7%

計 707 100.0%

そう思う

49.6%

どちらかと言えばそう思う

25.0%

どちらかと言えば

そう思わない

11.3%

そう思わない

12.3%

不詳

1.7%
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【問 36：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう そう思わ
思う ない

74.7% 23.6%

74.3% 23.9%

89.3% 10.7%

89.9% 8.7%

90.3% 9.7%

76.2% 23.0%

56.2% 40.4%

33.3% 59.0%

76.0% 22.8%

89.5% 10.5%

88.0% 12.0%

85.4% 14.6%

81.4% 18.6%

69.2% 30.8%

47.2% 44.4%

49.6%

49.1%

57.1%

72.5%

66.7%

45.2%

29.2%

17.9%

51.2%

73.7%

72.0%

60.4%

48.6%

42.3%

30.6%

25.0%

25.2%

32.1%

17.4%

23.7%

31.0%

27.0%

15.4%

24.8%

15.8%

16.0%

25.0%

32.9%

26.9%

16.7%

11.3%

11.9%

3.6%

1.4%

5.4%

15.9%

15.7%

30.8%

10.4%

5.3%

4.0%

8.3%

10.0%

17.3%

11.1%

12.3%

11.9%

7.1%

7.2%

4.3%

7.1%

24.7%

28.2%

12.4%

5.3%

8.0%

6.3%

8.6%

13.5%

33.3%

1.7%

1.8%

1.4%

0.8%

3.4%

7.7%

1.2%

8.3%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない 不詳
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7-5-1 キャッシュレス決済を利用したいと思わない理由 【問 36ＳＱ14】 

 
ＳＱ14．問 36 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。その理由を教えてください（あてはまるもの全てに○印） 
 

 

【問 36ＳＱ14：全体集計】（ＭA、n=167) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○キャッシュレス決済を利用したいと思わない回答者のその理由は「普段から現金しか使わない」が 61.1％と最も

高く、次いで「使い方がよく分からない」となっている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択肢 票数

普段から現金しか使わない 102 61.1%

使い方がよく分からない 65 38.9%

利用するのが面倒だから 43 25.7%

その他 10 6.0%

不詳 1 0.6%

総数(167)  ※問36で「３．どちらかと言えばそう思わない」「４．そう思わない」と答えた場合

構成比
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【問 36ＳＱ14：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

使い方がよ

く分からな

い

利用する

のが面倒

だから

普段から現

金しか使わ

ない

その他 不詳

総数 167 65 43 102 10 1

100.0% 38.9% 25.7% 61.1% 6.0% 0.6%

年齢 総数 106 49 31 61 6 1

女性  100.0% 46.2% 29.2% 57.5% 5.7% 0.9%

18～29歳 3 2 1 2

 100.0% 66.7% 33.3% 66.7%

30～39歳 6 1 6

 100.0% 16.7% 100.0%

40～49歳 9 5 3 4

 100.0% 55.6% 33.3% 44.4%

50～64歳 29 10 9 16 1 1

 100.0% 34.5% 31.0% 55.2% 3.4% 3.4%

65～74歳 36 20 12 17 4

 100.0% 55.6% 33.3% 47.2% 11.1%

75歳以上 23 11 6 16 1

 100.0% 47.8% 26.1% 69.6% 4.3%

年齢 総数 57 14 11 39 4

男性  100.0% 24.6% 19.3% 68.4% 7.0%

18～29歳 2 2 1

 100.0% 100.0% 50.0%

30～39歳 3 1 2

 100.0% 33.3% 66.7%

40～49歳 7 2 2 4 1

 100.0% 28.6% 28.6% 57.1% 14.3%

50～64歳 13 4 8 1

 100.0% 30.8% 61.5% 7.7%

65～74歳 16 5 2 13 2

 100.0% 31.3% 12.5% 81.3% 12.5%

75歳以上 16 6 1 11

 100.0% 37.5% 6.3% 68.8%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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7-6 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） 
 

 

【問 37：全体集計】（ＭA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町政への意見を伝える方法の認知度について、「知らない」が 54.7％で最も高く、次いで「役場の意見箱を知っ

ている」となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「役場の意見箱を知っている」は、「女性・75 歳以上」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、「知らない」は、「女性・18～29 歳」で最も高い。 
 

 

  

選択肢 票数

役場の意見箱を知っている 206 29.1%

ホームページから伝えられることを知っている 109 15.4%

公共施設（役場以外）の意見箱を知っている 41 5.8%

電話で意見を伝えている 40 5.7%

役場の窓口で意見を伝えている 28 4.0%

知らない 387 54.7%

不詳 7 1.0%

総数(707)  　

構成比
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【問 37：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数

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 不詳

総数 707 206 41 28 40 109 387 7

100.0% 29.1% 5.8% 4.0% 5.7% 15.4% 54.7% 1.0%

年齢 総数 444 137 27 13 18 72 242 3

女性  100.0% 30.9% 6.1% 2.9% 4.1% 16.2% 54.5% 0.7%

18～29歳 28 3 1 1 6 20

 100.0% 10.7% 3.6% 3.6% 21.4% 71.4%

30～39歳 69 20 1 13 40

 100.0% 29.0% 1.4% 18.8% 58.0%

40～49歳 93 23 7 4 5 18 58

 100.0% 24.7% 7.5% 4.3% 5.4% 19.4% 62.4%

50～64歳 126 39 7 3 2 25 66 1

 100.0% 31.0% 5.6% 2.4% 1.6% 19.8% 52.4% 0.8%

65～74歳 89 34 8 3 5 10 43

 100.0% 38.2% 9.0% 3.4% 5.6% 11.2% 48.3%

75歳以上 39 18 3 2 6 15 2

 100.0% 46.2% 7.7% 5.1% 15.4% 38.5% 5.1%

年齢 総数 250 68 14 15 22 33 138 3

男性  100.0% 27.2% 5.6% 6.0% 8.8% 13.2% 55.2% 1.2%

18～29歳 19 4 1 1 1 3 12

 100.0% 21.1% 5.3% 5.3% 5.3% 15.8% 63.2%

30～39歳 25 6 3 4 15

 100.0% 24.0% 12.0% 16.0% 60.0%

40～49歳 48 12 5 1 9 30

 100.0% 25.0% 10.4% 2.1% 18.8% 62.5%

50～64歳 70 23 1 2 4 13 38

 100.0% 32.9% 1.4% 2.9% 5.7% 18.6% 54.3%

65～74歳 52 15 7 9 7 3 27

 100.0% 28.8% 13.5% 17.3% 13.5% 5.8% 51.9%

75歳以上 36 8 3 6 1 16 3

 100.0% 22.2% 8.3% 16.7% 2.8% 44.4% 8.3%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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7-8 町のお知らせや町政情報の入手 【問 38】 

 
問 38．あなたは、志免町からのお知らせや町政の情報など、あなたが必要とする町の情報を入手で

きていると思いますか（１つに○印） 
 

 

【問 38：全体集計】（ＳA、N=707) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町のお知らせや町政情報の入手についてみると、必要なまちの情報が『入手できていると思う』（「そう思う」＋

「どちらかと言えばそう思う」）と回答した割合は、67.5％となっており、前回調査（67.6％）と比較して 0.1 ポ

イント低い。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、『入手できていると思う』は、「女性・40～49 歳」で最も高い。 

 □ ネガティブ評価  

○性・年齢別でみると、『入手できていると思わない』（「そう思わない」＋「どちらかと言えばそう思わない」）は、

「男性・40～49 歳」で最も高い。 
 

 

  

(N=707)

選択項目 回答数 構成比

そう思う 115 16.3%

どちらかと言えばそう思う 362 51.2%

どちらかと言えばそう思わない 88 12.4%

そう思わない 41 5.8%

わからない 93 13.2%

不詳 8 1.1%

計 707 100.0%

そう思う

16.3%

どちらかと言えば

そう思う

51.2%

どちらかと言えば

そう思わない

12.4%

そう思わない

5.8%

わからない

13.2%

不詳

1.1%
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【問 38：過去調査との比較（必要とするまちの情報が入手できていると思う町民の割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 38：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.5%

67.6%

69.6%

69.6%

63.7%

64.0%

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

R6

R5

R4

R3

R2

R1

R6 R5 R4 R3 R2 R1

そう そう思わ
思う ない

67.5% 18.2%

70.0% 15.1%

39.3% 10.7%

62.3% 20.3%

78.5% 14.0%

71.4% 17.5%

77.5% 12.4%

64.1% 10.3%

63.6% 22.8%

63.2% 26.3%

64.0% 24.0%

56.3% 31.3%

68.6% 20.0%

61.5% 25.0%

66.7% 11.1%

16.3%

16.0%

14.3%

14.5%

11.8%

15.1%

20.2%

23.1%

16.8%

31.6%

16.0%

12.5%

12.9%

11.5%

30.6%

51.2%

54.1%

25.0%

47.8%

66.7%

56.3%

57.3%

41.0%

46.8%

31.6%

48.0%

43.8%

55.7%

50.0%

36.1%

12.4%

10.1%

7.1%

14.5%

8.6%

12.7%

7.9%

5.1%

15.6%

21.1%

16.0%

18.8%

15.7%

15.4%

8.3%

5.8%

5.0%

3.6%

5.8%

5.4%

4.8%

4.5%

5.1%

7.2%

5.3%

8.0%

12.5%

4.3%

9.6%

2.8%

13.2%

13.7%

46.4%

17.4%

7.5%

10.3%

10.1%

17.9%

12.8%

10.5%

12.0%

12.5%

11.4%

13.5%

16.7%

1.1%

1.1%

3.6%

0.8%

7.7%

0.8%

5.6%

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

全体(N=707)

女性(n=444)

18～29歳

(n=28)

30～39歳

(n=69)

40～49歳

(n=93)

50～64歳

(n=126)

65～74歳

(n=89)

75歳以上

(n=39)

男性(n=250)

18～29歳

(n=19)

30～39歳

(n=25)

40～49歳

(n=48)

50～64歳

(n=70)

65～74歳

(n=52)

75歳以上

(n=36)

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらかと言えばそう思わない そう思わない わからない 不詳
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7-8-1 町のお知らせや町政情報の入手形態 【問 38 SQ15】 

 
ＳＱ15．問 38 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） 
 

 

【問 38 SQ15：全体集計】（ＭA、n=477)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○町のお知らせや町政情報の入手形態についてみると、「町の広報紙」が 86.4％で最も高く、次いで「町のホーム

ページ」の順となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○性・年齢別でみると、「町の広報誌」は、女性・男性ともに「65～74 歳」で高くなっている。「町の公式 LINE」に

ついては「女性・30～39 歳」「男性・40～49 歳」で高くなっている。 
 

  

選択肢 票数

町の広報紙 412 86.4%

町のホームページ 189 39.6%

町の公式ＬＩＮＥ（ライン） 165 34.6%

役場に直接問い合わせしている 71 14.9%

町内会や隣近所の方から聞いている 59 12.4%

ｄボタン（デジタルデータ放送） 29 6.1%

その他 9 1.9%

不詳 9 1.9%

総数(477)  ※問38で「１．そう思う」「２．どちらかと言えばそう思う」と答えた場合

構成比
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【問 38 SQ15：クロス集計（性・年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

数値（上段：件数，下段：％）

総数
町の広報

紙

町のホー

ムページ

ｄボタン

（デジタル

データ放

送）

町の公式Ｌ

ＩＮＥ（ライ

ン）

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 不詳

総数 477 412 189 29 165 71 59 9 9

100.0% 86.4% 39.6% 6.1% 34.6% 14.9% 12.4% 1.9% 1.9%

年齢 総数 311 270 131 17 112 47 42 6 5

女性  100.0% 86.8% 42.1% 5.5% 36.0% 15.1% 13.5% 1.9% 1.6%

18～29歳 11 9 5 1 1 2

 100.0% 81.8% 45.5% 9.1% 9.1% 18.2%

30～39歳 43 37 20 1 21 6 4 1 1

 100.0% 86.0% 46.5% 2.3% 48.8% 14.0% 9.3% 2.3% 2.3%

40～49歳 73 64 34 3 30 6 5 2 2

 100.0% 87.7% 46.6% 4.1% 41.1% 8.2% 6.8% 2.7% 2.7%

50～64歳 90 75 47 6 36 16 18 1 2

 100.0% 83.3% 52.2% 6.7% 40.0% 17.8% 20.0% 1.1% 2.2%

65～74歳 69 65 22 3 20 15 7 2

 100.0% 94.2% 31.9% 4.3% 29.0% 21.7% 10.1% 2.9%

75歳以上 25 20 3 3 4 4 6

 100.0% 80.0% 12.0% 12.0% 16.0% 16.0% 24.0%

年齢 総数 159 135 54 11 47 23 15 2 4

男性  100.0% 84.9% 34.0% 6.9% 29.6% 14.5% 9.4% 1.3% 2.5%

18～29歳 12 10 6 1 2 1

 100.0% 83.3% 50.0% 8.3% 16.7% 8.3%

30～39歳 16 13 8 1 6 3 1 1

 100.0% 81.3% 50.0% 6.3% 37.5% 18.8% 6.3% 6.3%

40～49歳 27 22 8 1 13 1

 100.0% 81.5% 29.6% 3.7% 48.1% 3.7%

50～64歳 48 38 16 5 15 5 6 2 2

 100.0% 79.2% 33.3% 10.4% 31.3% 10.4% 12.5% 4.2% 4.2%

65～74歳 32 30 10 3 7 7 3

 100.0% 93.8% 31.3% 9.4% 21.9% 21.9% 9.4%

75歳以上 24 22 6 4 7 4 1

 100.0% 91.7% 25.0% 16.7% 29.2% 16.7% 4.2%

※■は全体よりも10％以上高い項目、■は全体よりも10％以上低い項目（無回答、その他についてはのぞく）

上段：票数

下段：構成比
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８．まちづくりの重要度・満足度  

8-1 【まちの「人・地域づくり」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「人・地域づくり」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

 

【回答結果】 

＜全体分析＞ 

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「虐待や差別などの人権侵害の対応」で 88.4％とな

っている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保」で 33.5％

となっている。 
 

 

＜傾向分析＞ 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保」で 8.2％と

なっている。 
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【まちの「人・地域づくり」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では

である ない

83.7% 6.8%

88.4% 3.5%

73.7% 15.4%

84.9% 5.5%

70.6% 19.4%

75.7% 14.7%

77.9% 12.4%

76.9% 11.6%

66.3% 22.6%

72.0% 18.7%

72.8% 16.3%

69.3% 17.5%

76.8% 12.4%

346

(48.9%)

439

(62.1%)

266

(37.6%)

380

(53.7%)

183

(25.9%)

209

(29.6%)

225

(31.8%)

251

(35.5%)

162

(22.9%)

215

(30.4%)

199

(28.1%)

186

(26.3%)

286

(40.5%)

246

(34.8%)

186

(26.3%)

255

(36.1%)

220

(31.1%)

316

(44.7%)

326

(46.1%)

326

(46.1%)

293

(41.4%)

307

(43.4%)

294

(41.6%)

316

(44.7%)

304

(43.0%)

257

(36.4%)

42

(5.9%)

20

(2.8%)

83

(11.7%)

31

(4.4%)

118

(16.7%)

88

(12.4%)

79

(11.2%)

72

(10.2%)

133

(18.8%)

117

(16.5%)

101

(14.3%)

106

(15.0%)

73

(10.3%)

6

(0.8%)

5

(0.7%)

26

(3.7%)

8

(1.1%)

19

(2.7%)

16

(2.3%)

9

(1.3%)

10

(1.4%)

27

(3.8%)

15

(2.1%)

14

(2.0%)

18

(2.5%)

15

(2.1%)

32

(4.5%)

27

(3.8%)

50

(7.1%)

38

(5.4%)

41

(5.8%)

40

(5.7%)

39

(5.5%)

49

(6.9%)

46

(6.5%)

35

(5.0%)

44

(6.2%)

63

(8.9%)

42

(5.9%)

35

(5.0%)

30

(4.2%)

27

(3.8%)

30

(4.2%)

30

(4.2%)

28

(4.0%)

29

(4.1%)

32

(4.5%)

32

(4.5%)

31

(4.4%)

33

(4.7%)

30

(4.2%)

34

(4.8%)

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

1.人権・平等の

意識づくり
(N=707)

2.虐待や差別な

どの人権侵害の

対応(N=707)

3.男女共同参画

の推進(N=707)

4.子どもの権利

保障(N=707)

5.スポーツ活動

の支援(N=707)

6.生涯学習・文

化活動の支援
(N=707)

7.スポーツ活

動・文化活動が
できる場所の確

保(N=707)

8.社会変化に対

応した地域活動

の支援(N=707)

9.地域活動・住

民活動に参加す

るきっかけづく

り(N=707)

10.まちの魅力の

発信(N=707)

11.文化財の保

存・活用と伝統

文化の継承

(N=707)

12.地域の商工業

と新たな創業者

の育成支援

(N=707)

13.農業の支援

(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳
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【まちの「人・地域づくり」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

  

満足 不満

率 率

29.3% 2.4%

26.6% 3.3%

25.5% 2.8%

28.7% 3.4%

32.2% 4.8%

31.0% 4.5%

33.5% 8.2%

25.0% 6.9%

25.7% 6.4%

28.1% 7.9%

31.0% 5.0%

20.4% 4.4%

17.8% 8.1%

55

(7.8%)

46

(6.5%)

45

(6.4%)

53

(7.5%)

50

(7.1%)

51

(7.2%)

54

(7.6%)

38

(5.4%)

38

(5.4%)

46

(6.5%)

55

(7.8%)

34

(4.8%)

36

(5.1%)

152

(21.5%)

142

(20.1%)

135

(19.1%)

150

(21.2%)

178

(25.2%)

168

(23.8%)

183

(25.9%)

139

(19.7%)

144

(20.4%)

153

(21.6%)

164

(23.2%)

110

(15.6%)

90

(12.7%)

321

(45.4%)

317

(44.8%)

326

(46.1%)

301

(42.6%)

275

(38.9%)

285

(40.3%)

254

(35.9%)

307

(43.4%)

320

(45.3%)

308

(43.6%)

295

(41.7%)

325

(46.0%)

316

(44.7%)

10

(1.4%)

14

(2.0%)

13

(1.8%)

19

(2.7%)

25

(3.5%)

26

(3.7%)

44

(6.2%)

32

(4.5%)

35

(5.0%)

41

(5.8%)

26

(3.7%)

24

(3.4%)

36

(5.1%)

7

(1.0%)

9

(1.3%)

7

(1.0%)

5

(0.7%)

9

(1.3%)

6

(0.8%)

14

(2.0%)

17

(2.4%)

10

(1.4%)

15

(2.1%)

9

(1.3%)

7

(1.0%)

21

(3.0%)

117

(16.5%)

138

(19.5%)

141

(19.9%)

135

(19.1%)

132

(18.7%)

130

(18.4%)

118

(16.7%)

133

(18.8%)

118

(16.7%)

106

(15.0%)

118

(16.7%)

165

(23.3%)

167

(23.6%)

45

(6.4%)

41

(5.8%)

40

(5.7%)

44

(6.2%)

38

(5.4%)

41

(5.8%)

40

(5.7%)

41

(5.8%)

42

(5.9%)

38

(5.4%)

40

(5.7%)

42

(5.9%)

41

(5.8%)

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

1.人権・平等の

意識づくり

(N=707)

2.虐待や差別な

どの人権侵害の
対応(N=707)

3.男女共同参画

の推進(N=707)

4.子どもの権利

保障(N=707)

5.スポーツ活動

の支援(N=707)

6.生涯学習・文

化活動の支援
(N=707)

7.スポーツ活

動・文化活動が

できる場所の確

保(N=707)

8.社会変化に対

応した地域活動

の支援(N=707)

9.地域活動・住

民活動に参加す
るきっかけづく

り(N=707)

10.まちの魅力の

発信(N=707)

11.文化財の保

存・活用と伝統

文化の継承

(N=707)

12.地域の商工業

と新たな創業者

の育成支援

(N=707)

13.農業の支援

(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-2 【まちの「子ども」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「子ども」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「子どもの健全育成」で 85.7％となっている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「保育環境の整備」で 27.7％となっている。 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「出産や育児にかかる負担の軽減」で 11.7％となっている。 
 

 

 

 

 

 

  



 

114 

【まちの「子ども」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では

である ない

85.0% 3.1%

82.9% 4.5%

83.9% 4.0%

83.0% 4.5%

82.3% 6.1%

85.0% 3.7%

79.8% 8.6%

85.0% 3.8%

67.3% 18.1%

83.6% 5.4%

85.7% 4.0%

442

(62.5%)

374

(52.9%)

400

(56.6%)

415

(58.7%)

363

(51.3%)

441

(62.4%)

335

(47.4%)

410

(58.0%)

222

(31.4%)

392

(55.4%)

409

(57.9%)

159

(22.5%)

212

(30.0%)

193

(27.3%)

172

(24.3%)

219

(31.0%)

160

(22.6%)

229

(32.4%)

191

(27.0%)

254

(35.9%)

199

(28.1%)

197

(27.9%)

19

(2.7%)

30

(4.2%)

26

(3.7%)

29

(4.1%)

40

(5.7%)

23

(3.3%)

56

(7.9%)

24

(3.4%)

114

(16.1%)

32

(4.5%)

24

(3.4%)

3

(0.4%)

2

(0.3%)

2

(0.3%)

3

(0.4%)

3

(0.4%)

3

(0.4%)

5

(0.7%)

3

(0.4%)

14

(2.0%)

6

(0.8%)

4

(0.6%)

48

(6.8%)

53

(7.5%)

45

(6.4%)

48

(6.8%)

44

(6.2%)

41

(5.8%)

46

(6.5%)

41

(5.8%)

63

(8.9%)

42

(5.9%)

36

(5.1%)

36

(5.1%)

36

(5.1%)

41

(5.8%)

40

(5.7%)

38

(5.4%)

39

(5.5%)

36

(5.1%)

38

(5.4%)

40

(5.7%)

36

(5.1%)

37

(5.2%)

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

14.保育環境の整

備(N=707)

15.子育ての情報

提供や相談・交
流(N=707)

16.障がい児と発

達が気になる子
どもへの支援

(N=707)

17.出産や育児に

かかる負担の軽
減(N=707)

18.児童・生徒の

学力と体力の向

上(N=707)

19.いじめや不登

校への対応
(N=707)

20.地域全体で子

どもを育てる体

制づくり(N=707)

21.安全で快適な

教育環境の整備
(N=707)

22.キャリア教育

の推進(N=707)

23.子どもの居場

所づくり(N=707)

24.子どもの健全

育成(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳
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【まちの「子ども」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満

率 率

27.7% 9.9%

26.6% 6.4%

20.1% 5.9%

20.1% 11.7%

20.4% 8.1%

15.4% 9.3%

19.5% 7.2%

20.1% 8.6%

13.3% 5.0%

18.8% 7.2%

19.5% 5.7%

47

(6.6%)

40

(5.7%)

36

(5.1%)

30

(4.2%)

30

(4.2%)

27

(3.8%)

28

(4.0%)

36

(5.1%)

26

(3.7%)

31

(4.4%)

32

(4.5%)

149

(21.1%)

148

(20.9%)

106

(15.0%)

112

(15.8%)

114

(16.1%)

82

(11.6%)

110

(15.6%)

106

(15.0%)

68

(9.6%)

102

(14.4%)

106

(15.0%)

241

(34.1%)

266

(37.6%)

282

(39.9%)

269

(38.0%)

282

(39.9%)

286

(40.5%)

291

(41.2%)

278

(39.3%)

305

(43.1%)

285

(40.3%)

288

(40.7%)

51

(7.2%)

30

(4.2%)

30

(4.2%)

55

(7.8%)

38

(5.4%)

43

(6.1%)

32

(4.5%)

43

(6.1%)

23

(3.3%)

36

(5.1%)

24

(3.4%)

19

(2.7%)

15

(2.1%)

12

(1.7%)

28

(4.0%)

19

(2.7%)

23

(3.3%)

19

(2.7%)

18

(2.5%)

12

(1.7%)

15

(2.1%)

16

(2.3%)

153

(21.6%)

160

(22.6%)

190

(26.9%)

165

(23.3%)

174

(24.6%)

197

(27.9%)

177

(25.0%)

176

(24.9%)

220

(31.1%)

188

(26.6%)

189

(26.7%)

47

(6.6%)

48

(6.8%)

51

(7.2%)

48

(6.8%)

50

(7.1%)

49

(6.9%)

50

(7.1%)

50

(7.1%)

53

(7.5%)

50

(7.1%)

52

(7.4%)

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

14.保育環境の整

備(N=707)

15.子育ての情報

提供や相談・交
流(N=707)

16.障がい児と発

達が気になる子

どもへの支援

(N=707)

17.出産や育児に

かかる負担の軽

減(N=707)

18.児童・生徒の

学力と体力の向
上(N=707)

19.いじめや不登

校への対応

(N=707)

20.地域全体で子

どもを育てる体

制づくり(N=707)

21.安全で快適な

教育環境の整備
(N=707)

22.キャリア教育

の推進(N=707)

23.子どもの居場

所づくり(N=707)

24.子どもの健全

育成(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-3 【まちの「健康・福祉」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「健康・福祉」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「国民健康保険・後期高齢者医療の健全運営」で

81.3％となっている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「健康意識の向上と健康づくり活動の促進」で 28.9％とな

っている。 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「国民健康保険・後期高齢者医療の健全運営」で 5.9％と

なっている。 
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【まちの「健康・福祉」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では
である ない

79.8% 9.2%

80.1% 8.9%

77.7% 10.0%

76.2% 11.2%

81.2% 6.9%

80.5% 6.1%

81.3% 6.8%

73.0% 11.2%

267

(37.8%)

284

(40.2%)

274

(38.8%)

249

(35.2%)

294

(41.6%)

306

(43.3%)

343

(48.5%)

255

(36.1%)

297

(42.0%)

282

(39.9%)

275

(38.9%)

290

(41.0%)

280

(39.6%)

263

(37.2%)

232

(32.8%)

261

(36.9%)

60

(8.5%)

57

(8.1%)

62

(8.8%)

69

(9.8%)

41

(5.8%)

38

(5.4%)

42

(5.9%)

68

(9.6%)

5

(0.7%)

6

(0.8%)

9

(1.3%)

10

(1.4%)

8

(1.1%)

5

(0.7%)

6

(0.8%)

11

(1.6%)

30

(4.2%)

30

(4.2%)

35

(5.0%)

40

(5.7%)

34

(4.8%)

41

(5.8%)

37

(5.2%)

60

(8.5%)

48

(6.8%)

48

(6.8%)

52

(7.4%)

49

(6.9%)

50

(7.1%)

54

(7.6%)

47

(6.6%)

52

(7.4%)

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

25.健康意識の

向上と健康づくり

活動の促進(N=707)

26.生活習慣病

の予防(N=707)

27.地域ぐるみの

高齢者支援(N=707)

28.高齢者の社会

参加と生きがい
づくり(N=707)

29.介護予防と

健康づくり(N=707)

30.障がい者の

自立支援(N=707)

31.国民健康保険・

後期高齢者医療の

健全運営(N=707)

32.民生児童委員・

生活保護など

社会保障に関する

取り組み(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳
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【まちの「健康・福祉」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

28.9% 3.3%

25.7% 2.8%

23.5% 5.2%

22.5% 4.7%

21.4% 4.5%

17.4% 4.0%

19.0% 5.9%

18.5% 4.1%

43

(6.1%)

37

(5.2%)

42

(5.9%)

36

(5.1%)

40

(5.7%)

34

(4.8%)

40

(5.7%)

36

(5.1%)

161

(22.8%)

145

(20.5%)

124

(17.5%)

123

(17.4%)

111

(15.7%)

89

(12.6%)

94

(13.3%)

95

(13.4%)

285

(40.3%)

306

(43.3%)

294

(41.6%)

298

(42.1%)

307

(43.4%)

305

(43.1%)

301

(42.6%)

292

(41.3%)

18

(2.5%)

14

(2.0%)

24

(3.4%)

20

(2.8%)

19

(2.7%)

15

(2.1%)

26

(3.7%)

18

(2.5%)

5

(0.7%)

6

(0.8%)

13

(1.8%)

13

(1.8%)

13

(1.8%)

13

(1.8%)

16

(2.3%)

11

(1.6%)

134

(19.0%)

138

(19.5%)

153

(21.6%)

159

(22.5%)

158

(22.3%)

190

(26.9%)

170

(24.0%)

196

(27.7%)

61

(8.6%)

61

(8.6%)

57

(8.1%)

58

(8.2%)

59

(8.3%)

61

(8.6%)

60

(8.5%)

59

(8.3%)

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

25.健康意識の

向上と健康づくり
活動の促進(N=707)

26.生活習慣病

の予防(N=707)

27.地域ぐるみの

高齢者支援(N=707)

28.高齢者の社会

参加と生きがい

づくり(N=707)

29.介護予防と

健康づくり(N=707)

30.障がい者の

自立支援(N=707)

31.国民健康保険・

後期高齢者医療の

健全運営(N=707)

32.民生児童委員・

生活保護など

社会保障に関する

取り組み(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-4 【まちの「防犯・防災」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「防犯・防災」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「豪雨などへの冠水対策」で 89.7％となっている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「危険区域の周知や災害情報の発信」で 26.6％となってい

る。 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「交通安全に対する意識の向上」で 13.9％となっている。 
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【まちの「防犯・防災」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では
である ない

86.1% 3.5%

87.3% 3.3%

81.3% 8.1%

88.1% 2.8%

87.7% 3.5%

89.7% 2.5%

393

(55.6%)

403

(57.0%)

299

(42.3%)

398

(56.3%)

407

(57.6%)

459

(64.9%)

216

(30.6%)

214

(30.3%)

276

(39.0%)

225

(31.8%)

213

(30.1%)

175

(24.8%)

21

(3.0%)

20

(2.8%)

48

(6.8%)

18

(2.5%)

23

(3.3%)

16

(2.3%)

4

(0.6%)

3

(0.4%)

9

(1.3%)

2

(0.3%)

2

(0.3%)

2

(0.3%)

30

(4.2%)

23

(3.3%)

29

(4.1%)

17

(2.4%)

17

(2.4%)

11

(1.6%)

43

(6.1%)

44

(6.2%)

46

(6.5%)

47

(6.6%)

45

(6.4%)

44

(6.2%)

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

33.地域ぐるみの

防犯活動の促進
と 防犯環境の

整備(N=707)

34.交通安全に対

する意識の向上
(N=707)

35.消費者トラブ

ルを防止する相
談・ 啓発活動

(N=707)

36.危険区域の周

知や災害情報の
発信(N=707)

37.防災体制の確

立(N=707)

38.豪雨などへの

冠水対策(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳
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【まちの「防犯・防災」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

24.0% 9.8%

22.2% 13.9%

18.4% 5.0%

26.6% 8.6%

21.8% 8.2%

23.6% 10.6%

47

(6.6%)

38

(5.4%)

33

(4.7%)

45

(6.4%)

37

(5.2%)

37

(5.2%)

123

(17.4%)

119

(16.8%)

97

(13.7%)

143

(20.2%)

117

(16.5%)

130

(18.4%)

281

(39.7%)

276

(39.0%)

320

(45.3%)

286

(40.5%)

292

(41.3%)

265

(37.5%)

47

(6.6%)

61

(8.6%)

21

(3.0%)

49

(6.9%)

43

(6.1%)

56

(7.9%)

22

(3.1%)

37

(5.2%)

14

(2.0%)

12

(1.7%)

15

(2.1%)

19

(2.7%)

132

(18.7%)

117

(16.5%)

165

(23.3%)

115

(16.3%)

147

(20.8%)

140

(19.8%)

55

(7.8%)

59

(8.3%)

57

(8.1%)

57

(8.1%)

56

(7.9%)

60

(8.5%)

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

33.地域ぐるみの

防犯活動の促進
と 防犯環境の

整備(N=707)

34.交通安全に対

する意識の向上
(N=707)

35.消費者トラブ

ルを防止する相

談・ 啓発活動

(N=707)

36.危険区域の周

知や災害情報の
発信(N=707)

37.防災体制の確

立(N=707)

38.豪雨などへの

冠水対策(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-5 【まちの「住環境・自然環境」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「住環境・自然環境」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」「安全

な水を安定供給」で 89.7％となっている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」で 48.8％と

なっている。 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「安全で便利な道路環境の整備」で 24.2％となっている。 
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【まちの「住環境・自然環境」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では
である ない

82.9% 7.6%

89.7% 2.8%

78.5% 10.3%

81.6% 7.6%

88.3% 3.0%

85.4% 5.0%

89.7% 2.7%

334

(47.2%)

428

(60.5%)

319

(45.1%)

295

(41.7%)

441

(62.4%)

370

(52.3%)

519

(73.4%)

252

(35.6%)

206

(29.1%)

236

(33.4%)

282

(39.9%)

183

(25.9%)

234

(33.1%)

115

(16.3%)

52

(7.4%)

19

(2.7%)

65

(9.2%)

52

(7.4%)

20

(2.8%)

34

(4.8%)

18

(2.5%)

2

(0.3%)

1

(0.1%)

8

(1.1%)

2

(0.3%)

1

(0.1%)

1

(0.1%)

1

(0.1%)

24

(3.4%)

13

(1.8%)

32

(4.5%)

30

(4.2%)

18

(2.5%)

24

(3.4%)

12

(1.7%)

43

(6.1%)

40

(5.7%)

47

(6.6%)

46

(6.5%)

44

(6.2%)

44

(6.2%)

42

(5.9%)

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

39.美化活動の促進

とペットの飼い主へ
のマナー啓発

(N=707)

40.ごみを適切に収

集して処理する体制

の確保(N=707)

41.地球温暖化対策

と資源の有効利用

(N=707)

42.自然環境の保護

と自然環境保護活動
の促進(N=707)

43.安全で便利な道

路環境の整備
(N=707)

44. 公園の適正管理

や公共交通の利便性

向上など快適な住環

境の整備(N=707)

45.安全な水を安定

供給(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳
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【まちの「住環境・自然環境」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

22.1% 24.0%

48.8% 8.9%

22.1% 5.2%

20.2% 5.8%

25.7% 24.2%

27.2% 19.1%

41.2% 10.6%

31

(4.4%)

109

(15.4%)

36

(5.1%)

34

(4.8%)

37

(5.2%)

42

(5.9%)

97

(13.7%)

125

(17.7%)

236

(33.4%)

120

(17.0%)

109

(15.4%)

145

(20.5%)

150

(21.2%)

194

(27.4%)

238

(33.7%)

183

(25.9%)

316

(44.7%)

320

(45.3%)

224

(31.7%)

237

(33.5%)

207

(29.3%)

101

(14.3%)

44

(6.2%)

20

(2.8%)

21

(3.0%)

104

(14.7%)

77

(10.9%)

42

(5.9%)

69

(9.8%)

19

(2.7%)

17

(2.4%)

20

(2.8%)

67

(9.5%)

58

(8.2%)

33

(4.7%)

88

(12.4%)

65

(9.2%)

145

(20.5%)

145

(20.5%)

78

(11.0%)

91

(12.9%)

79

(11.2%)

55

(7.8%)

51

(7.2%)

53

(7.5%)

58

(8.2%)

52

(7.4%)

52

(7.4%)

55

(7.8%)

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

39.美化活動の促進と

ペットの飼い主への

マナー啓発(N=707)

40.ごみを適切に収集

して処理する体制の

確保(N=707)

41.地球温暖化対策と

資源の有効利用
(N=707)

42.自然環境の保護と

自然環境保護活動の
促進(N=707)

43.安全で便利な道路

環境の整備(N=707)

44. 公園の適正管理

や公共交通の利便性
向上など快適な住環

境の整備(N=707)

45.安全な水を安定供

給(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-6 【まちの「行政」に関する取り組み】への重要度・満足度 【問 39】 

 
問 39．あなたは、次のまちの取り組みについて、(Ａ)どの程度重要だと思いますか 

また、(Ｂ)どの程度満足していますか 

◆まちの「行政」に関する取り組み（項目ごとに(Ａ)、(Ｂ)それぞれ１つに○印） 
 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○『重要』（「重要である」+「やや重要」）が高い項目は、「健全な財政運営」で 85.0％となっている。 

○『満足』（「満足」+「やや満足」）が高い項目は、「健全な財政運営」で 23.3％となっている。 

 □ ネガティブ評価  

○『不満』（「不満」+「やや不満」）が高い項目は、「行政サービスの向上と情報化の推進」で 8.9％となってい

る。 
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【まちの「行政」に関する取り組みへの重要度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要 重要では
である ない

85.0% 2.8%

81.2% 5.5%

82.3% 3.8%

80.1% 5.1%

82.2% 5.1%

80.1% 5.4%

80.2% 5.0%

69.9% 13.9%

478

(67.6%)

364

(51.5%)

393

(55.6%)

376

(53.2%)

387

(54.7%)

378

(53.5%)

345

(48.8%)

271

(38.3%)

123

(17.4%)

210

(29.7%)

189

(26.7%)

190

(26.9%)

194

(27.4%)

188

(26.6%)

222

(31.4%)

223

(31.5%)

18

(2.5%)

38

(5.4%)

27

(3.8%)

34

(4.8%)

36

(5.1%)

38

(5.4%)

35

(5.0%)

88

(12.4%)

2

(0.3%)

1

(0.1%)

0

(0.0%)

2

(0.3%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

10

(1.4%)

39

(5.5%)

46

(6.5%)

48

(6.8%)

52

(7.4%)

42

(5.9%)

54

(7.6%)

55

(7.8%)

65

(9.2%)

47

(6.6%)

48

(6.8%)

50

(7.1%)

53

(7.5%)

48

(6.8%)

49

(6.9%)

50

(7.1%)

50

(7.1%)

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

46.健全な財政運営

(N=707)

47.公共施設の効率

的・効果的な管理運
営(N=707)

48.効率的・効果的

な行政運営(N=707)

49.適切な人事管理

と人材育成(N=707)

50.行政サービスの

向上と情報化の推進
(N=707)

51.適正な住民情報

の管理・運用など、

公正公平で適切な事

務執行(N=707)

52.情報提供と情報

共有の推進(N=707)

53.住民参画と協働

の推進(N=707)

重要である やや重要 あまり重要でない 重要でない わからない 不詳



 

127 

【まちの「行政」に関する取り組みへの満足度】（ＳA、N=707)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足 不満
率 率

23.3% 6.9%

21.8% 6.9%

19.0% 5.8%

17.5% 6.6%

21.9% 8.9%

20.2% 6.1%

20.4% 5.5%

18.1% 4.0%

39

(5.5%)

39

(5.5%)

35

(5.0%)

31

(4.4%)

34

(4.8%)

39

(5.5%)

39

(5.5%)

36

(5.1%)

126

(17.8%)

115

(16.3%)

99

(14.0%)

93

(13.2%)

121

(17.1%)

104

(14.7%)

105

(14.9%)

92

(13.0%)

273

(38.6%)

277

(39.2%)

292

(41.3%)

279

(39.5%)

272

(38.5%)

274

(38.8%)

285

(40.3%)

300

(42.4%)

29

(4.1%)

33

(4.7%)

22

(3.1%)

31

(4.4%)

35

(5.0%)

22

(3.1%)

21

(3.0%)

15

(2.1%)

20

(2.8%)

16

(2.3%)

19

(2.7%)

16

(2.3%)

28

(4.0%)

21

(3.0%)

18

(2.5%)

13

(1.8%)

164

(23.2%)

171

(24.2%)

183

(25.9%)

198

(28.0%)

163

(23.1%)

192

(27.2%)

183

(25.9%)

193

(27.3%)

56

(7.9%)

56

(7.9%)

57

(8.1%)

59

(8.3%)

54

(7.6%)

55

(7.8%)

56

(7.9%)

58

(8.2%)

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

46.健全な財政運営

(N=707)

47.公共施設の効率

的・効果的な管理運

営(N=707)

48.効率的・効果的な

行政運営(N=707)

49.適切な人事管理と

人材育成(N=707)

50.行政サービスの向

上と情報化の推進
(N=707)

51.適正な住民情報の

管理・運用など、公

正公平で適切な事務

執行(N=707)

52.情報提供と情報共

有の推進(N=707)

53.住民参画と協働の

推進(N=707)

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 わからない 不詳
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8-7 重要度・満足度の総合評価 【問 39】 

【問 39：全体集計】 
 

【重要度・満足度の段階評価の設問に関する平均値の数値化について】 

重要度・満足度を総合評価する上で、以下の算出方法に基づき数値化した。 

□重要度：「重要である」に２点、「やや重要」に１点、「あまり重要でない」に－１点、「重要でない」に－２点を

設定し、それぞれの回答者数を乗じ、「わからない」「不詳」を除いた全体回答数で除したもの。 

□満足度：「満足」に２点、「やや満足」に１点、「どちらともいえない」に０点、「やや不満」に－１点、「不満であ

る」に－２点を設定し、それぞれの回答者数を乗じ、「わからない」「不詳」を除いた全体回答数で除したもの。 
 

 

■重要度上位項目 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■重要度下位項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○全項目における重要度の高い項目は、「安全な水を安定供給」「健全な財政運営」「豪雨などへの冠水対策」

となっている。 

 □ ネガティブ評価  

○全項目における重要度の低い項目は、「地域活動・住民活動に参加するきっかけづくり」となっている。 
 

 

  

45．安全な水を安定供給 1.74

46．健全な財政運営 1.70

38．豪雨などへの冠水対策 1.65

14．保育環境の整備 1.63

43．安全で便利な道路環境の整備 1.62

19．いじめや不登校への対応 1.62

40．ごみを適切に収集して処理する体制の確保 1.59

2．虐待や差別などの人権侵害の対応 1.59

17．出産や育児にかかる負担の軽減 1.56

21．安全で快適な教育環境の整備 1.56

9．地域活動・住民活動に参加するきっかけづくり 0.71

5．スポーツ活動の支援 0.83

12．地域の商工業と新たな創業者の育成支援 0.87

10．まちの魅力の発信 0.90

22．キャリア教育の推進 0.92

11．文化財の保存・活用と伝統文化の継承 0.93

6．生涯学習・文化活動の支援 0.98

3．男女共同参画の推進 1.03

7．スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保 1.06

53．住民参画と協働の推進 1.11
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■満足度上位項目 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

■満足度下位項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○全項目における満足度の高い項目は、「ごみを適切に収集して処理する体制の確保」「安全な水を安定供給」

となっている。 

 □ ネガティブ評価  

○全項目における満足度の低い項目は、「美化活動の促進とペットの飼い主へのマナー啓発」「安全で便利な道

路環境の整備」となっている。 
 

  

40．ごみを適切に収集して処理する体制の確保 0.63

45．安全な水を安定供給 0.49

5．スポーツ活動の支援 0.44

1．人権・平等の意識づくり 0.44

6．生涯学習・文化活動の支援 0.43

4．子どもの権利保障 0.43

25．健康意識の向上と健康づくり活動の促進 0.43

11．文化財の保存・活用と伝統文化の継承 0.42

7．スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保 0.40

2．虐待や差別などの人権侵害の対応 0.38

39．美化活動の促進とペットの飼い主へのマナー啓発 -0.09

43．安全で便利な道路環境の整備 -0.03

44． 公園の適正管理や公共交通の利便性向上など快適な住環境の整備 0.07

19．いじめや不登校への対応 0.10

34．交通安全に対する意識の向上 0.11

17．出産や育児にかかる負担の軽減 0.12

22．キャリア教育の推進 0.17

13．農業の支援 0.17

20．地域全体で子どもを育てる体制づくり 0.20

50．行政サービスの向上と情報化の推進 0.20
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＜重要度及び満足度と項目別順位まとめ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要度 満足度

平均値
全体

順位

大項目

内順位
平均値

全体

順位

大項目

内順位

1 人権・平等の意識づくり 1.38 29 3 0.44 4 2

2 虐待や差別などの人権侵害の対応 1.59 8 1 0.38 10 7

3 男女共同参画の推進 1.03 46 7 0.38 12 8

4 子どもの権利保障 1.46 25 2 0.43 6 4

5 スポーツ活動の支援 0.83 52 12 0.44 3 1

6 生涯学習・文化活動の支援 0.98 47 8 0.43 5 3

7 スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保 1.06 45 6 0.40 9 6

8 社会変化に対応した地域活動の支援 1.12 43 5 0.28 23 12

9 地域活動・住民活動に参加するきっかけづくり 0.71 53 13 0.30 18 10

10 まちの魅力の発信 0.90 50 10 0.31 15 9

11 文化財の保存・活用と伝統文化の継承 0.93 48 9 0.42 8 5

12 地域の商工業と新たな創業者の育成支援 0.87 51 11 0.28 22 11

13 農業の支援 1.15 40 4 0.17 46 13

14 保育環境の整備 1.63 4 1 0.30 17 2

15 子育ての情報提供や相談・交流 1.50 21 7 0.34 13 1

16 障がい児と発達が気になる子どもへの支援 1.55 14 5 0.27 29 3

17 出産や育児にかかる負担の軽減 1.56 9 3 0.12 48 10

18 児童・生徒の学力と体力の向上 1.44 27 9 0.20 43 7

19 いじめや不登校への対応 1.62 6 2 0.10 50 11

20 地域全体で子どもを育てる体制づくり 1.33 32 10 0.20 44 8

21 安全で快適な教育環境の整備 1.56 10 4 0.21 41 6

22 キャリア教育の推進 0.92 49 11 0.17 47 9

23 子どもの居場所づくり 1.49 22 8 0.21 40 5

24 子どもの健全育成 1.55 15 6 0.24 32 4

25 健康意識の向上と健康づくり活動の促進 1.21 38 5 0.43 7 1

26 生活習慣病の予防 1.24 37 4 0.38 11 2

27 地域ぐるみの高齢者支援 1.20 39 6 0.32 14 3

28 高齢者の社会参加と生きがいづくり 1.13 42 8 0.30 16 4

29 介護予防と健康づくり 1.30 33 3 0.30 20 5

30 障がい者の自立支援 1.35 30 2 0.25 31 7

31 国民健康保険・後期高齢者医療の健全運営 1.39 28 1 0.24 33 8

32 民生児童委員・生活保護など社会保障に関する取り組み 1.14 41 7 0.28 21 6

33 地域ぐるみの防犯活動の促進と　防犯環境の整備 1.53 17 5 0.24 34 2

34 交通安全に対する意識の向上 1.55 13 3 0.11 49 6

35 消費者トラブルを防止する相談・　啓発活動 1.28 35 6 0.24 35 3

36 危険区域の周知や災害情報の発信 1.55 12 2 0.30 19 1

37 防災体制の確立 1.55 16 4 0.23 36 4

38 豪雨などへの冠水対策 1.65 3 1 0.22 39 5

39 美化活動の促進とペットの飼い主へのマナー啓発 1.35 31 5 -0.09 53 7

40 ごみを適切に収集して処理する体制の確保 1.59 7 3 0.63 1 1

41 地球温暖化対策と資源の有効利用 1.26 36 7 0.27 25 3

42 自然環境の保護と自然環境保護活動の促進 1.29 34 6 0.23 38 4

43 安全で便利な道路環境の整備 1.62 5 2 -0.03 52 6

44 公園の適正管理や公共交通の利便性向上など快適な住環境の整備 1.47 23 4 0.07 51 5

45 安全な水を安定供給 1.74 1 1 0.49 2 2

46 健全な財政運営 1.70 2 1 0.28 24 1

47 公共施設の効率的・効果的な管理運営 1.46 24 6 0.27 28 4

48 効率的・効果的な行政運営 1.56 11 2 0.23 37 6

49 適切な人事管理と人材育成 1.50 19 4 0.20 42 7

50 行政サービスの向上と情報化の推進 1.51 18 3 0.20 44 8

51 適正な住民情報の管理・運用など、公正公平で適切な事務執行 1.50 20 5 0.26 30 5

52 情報提供と情報共有の推進 1.46 26 7 0.27 27 3

53 住民参画と協働の推進 1.11 44 8 0.27 26 2

※全体順位は上位10位までを赤、下位10位までを青、大項目順位は上位3位までを赤、下位3位までを青で表記

大項目 項目

まちの

「人・地域づくり」

に関する

取り組み

まちの

「子ども」

に関する

取り組み

まちの

「健康・福祉」

に関する

取り組み

まちの

「防犯・防災」

に関する

取り組み

まちの

「行政」

に関する

取り組み

まちの
「住環境・

自然環境」

に関する

取り組み
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＜重要度及び満足度【ＣＳ分析】＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答結果】 

＜傾向分析＞ 

 □ ポジティブ評価  

○重要度と満足度との相関分析でみると、特に重点改善すべき分野（「重要度が高く」「満足度が低い」）は「安

全で便利な道路環境の整備」「いじめや不登校への対応」となっている。 
 

1．人権・平等の意識づくり

2．虐待や差別などの

人権侵害の対応

3．男女共同参画の推進

4．子どもの権利保障

5．スポーツ活動の支援

6．生涯学習・文化活動の支援

7．スポーツ活動・文化活動ができる場所の確保

8．社会変化に対応した地域活動の支援

9．地域活動・住民活動に参加する

きっかけづくり

10．まちの魅力の発信

11．文化財の保存・活用と伝統

文化の継承

12．地域の商工業と新たな創業者の育成支援

13．農業の支援

14．保育環境の整備

15．子育ての情報提供や相談・交流

16．障がい児と発達が気になる子どもへの支援

17．出産や育児にかかる

負担の軽減

18．児童・生徒の学力と体力の向上

19．いじめや不登校への対応

20．地域全体で子どもを育て

る体制づくり

21．安全で快適な教育環境の整備

22．キャリア教育の推進

23．子どもの居場所づくり

24．子どもの健全育成

25．健康意識の向上と健康づくり

活動の促進

26．生活習慣病の予防

27．地域ぐるみの高齢者支援

28．高齢者の社会参加と生きがいづくり

29．介護予防と健康づくり

30．障がい者の自立支援

31．国民健康保険・後期高齢者医療の健全運営

32．民生児童委員・生活保護など

社会保障に関する取り組み

33．地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境の整備

34．交通安全に対する意識の向上

35．消費者トラブルを防止する相談・ 啓発活動

36．危険区域の周知や災害情報の発信

37．防災体制の確立

38．豪雨などへの冠水対策

39．美化活動の促進とペット

の飼い主へのマナー啓発

40．ごみを適切に収集して

処理する体制の確保

41．地球温暖化対策と資源の有効利用42．自然環境の保護と自然環境保護活動の促進

43．安全で便利な道路環境の整備

44． 公園の適正管理や公共交通の利便性向上など

快適な住環境の整備

45．安全な水を安定供給

46．健全な財政運営

47．公共施設の効率的・効果的な管理運営

48．効率的・効果的

な行政運営

49．適切な人事管理と人材育成

50．行政サービスの向上と情報化の推進
51．適正な住民情報の管理・運用な

ど、公正公平で適切な事務執行

52．情報提供と情報

共有の推進

53．住民参画と協働の推進

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

-0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

重

要

度

重
要
で
あ
る

重
要
で
は
な
い

満 足 度 満足不満

満足度平均

0.27

重要度平均

1.35

A： 重要度が高く、満足度が低い

【重点化・見直し領域】

B： 重要度・満足度ともに高い

【現状維持領域】

D： 重要度、満足度ともに低い

【改善・見直し領域】
C： 重要度が低く満足度が高い

【現状維持・見直し領域】
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