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1章. アンケート調査の実施概要 

１  調査の目的 

南山小学校区の住民の暮らし、地域活動、地域課題、これからのまちづくりへの意

見・意向などを把握し、これからの小学校区単位のまちづくりの検討に活用する。 

２  調査項目 

大項目 問 調査項目 回答方法

南山小学校区での暮ら

しについて 

１ 住みやすさ 選択肢 

２ 愛着 選択肢 

３ 定住希望 選択肢 

４ 魅力 自由回答

南山小学校区での日頃

の関わりや地域活動に

ついて 

５ 地域との関わり 選択肢 

６ 地域の人々のつながりの変化 選択肢 

７ 地域の人々のつながりの必要性 選択肢 

８ 助け合える人や信頼して相談できる人 選択肢 

９ 小学校区で活動している団体の理解 選択肢 

１０ 地域活動の関心 選択肢 

１１ 地域活動の活発度 選択肢 

南山小学校区の地域課

題について 

１２ 地域課題 選択肢 

１３ 特に重要な地域課題 選択肢 

南山小学校区のこれか

らの住みよいまちづくり

について 

１４ これからの地域でのつながり 選択肢 

１５ これからの地域活動の大切さ 選択肢 

１６ 地域活動を盛んにするために必要なこと 選択肢 

１７ これからのまちづくりへの関わり 選択肢 

１８ これから地域で取り組むべきこと 選択肢 

１９ 特に重要な取り組むべきこと 選択肢 

２０ これから協力・参加していきたい活動 選択肢 

２１ まちづくりの将来像の言葉（キーワード） 選択肢 

 ２２ 
これからの住民主体の「小学校区単位のまち

づくり」について 
自由回答

基本的属性 ２３ 
性別、年齢、住所、居住地区、同居している

家族構成、仕事 
選択肢 
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３  調査方法と回収状況 

（１）調査地域 
白井市南山小学校区 

 

（２）調査対象 

白井市南山小学校区在住の 18 歳以上の男女 800 人 

 

（３）抽出方法 
令和 5年 8月末現在の住民基本台帳より無作為抽出 

 

（４）調査期間 

令和 5年 10 月 11 日（水）～10 月 31 日（火）の 21 日間 

 

（５）実施主体 

白井市 

 

（６）回収状況 

有効回収数 281 件（回収率 35.1％） 

 

４  調査結果の見方 

（１） 集計は、小数点第 2 位を四捨五入し、小数点第 1 位までを示しているた

め、数値の合計が 100.0％にならない場合がある。 

（２） 回答（％）は、その質問の回答者数を基数として算出しているため、複

数回答の設問は回答（％）の全てを合計すると、100.0％を超える場合が

ある。 
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2章. アンケート調査結果 

１  回答者の属性 

 性別 

 

「男性」が 46.3％、「女性」が 51.6％、「無回答」が 2.1％となっている。 

 

 年齢 

 
 年齢は「70 歳～79 歳」が最も高く 21.4％となっており、次いで「50 歳～59 歳」（15.7％）、

「80 歳以上」（14.9％）、「40 歳～49 歳」（14.6％）、「60 歳～69 歳」（14.2％）、「30 歳～39

歳」（12.1％）、「20 歳～29 歳」（4.6％）、「18 歳～19 歳」（1.4％）となっている。 

  

男性, 46.3 女性, 51.6

その他, 0.0

無回答, 2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(n = 281)

18歳～19歳, 1.4

20歳～29歳 4.6 30歳～39歳, 12.1

40歳～49歳

14.6

50歳～59歳

15.7

60歳～69

歳, 14.2

70歳～79歳, 

21.4

80歳以上, 

14.9

無回答, 1.1

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

(n = 281)
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 居住年数 

 
  

 

 

 

 

 

居住年数は「10 年～20 年未満」が最も高く 36.7％となっており、次いで「20 年～30 年未

満」（16.7％）、「30 年～40 年未満」（14.2％）、「40 年以上」（13.9％）、「3 年～10 年未満」

（9.6％）、「3 年未満」（6.8％）となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

 

3年未満

4.6

9.0

3年～10年未満

7.7

11.7

10年～20年未満

39.2

34.5

20年～30年未満

17.7

15.9

30年～40年未満

15.4

13.1

40年以上

13.8

14.5

無回答

1.5

1.4

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

男性

女性

3年未満

25.0

7.7

20.6

12.2

4.5

2.5

1.7

2.4

0.0

3年～10年未満

0.0

0.0

29.4

12.2

9.1

7.5

5.0

4.8

0.0

10年～20年未満

75.0

76.9

17.6

51.2

59.1

32.5

21.7

26.2

0.0

20年～30年未満

0.0 

15.4 

8.8 

12.2 

25.0 

25.0 

16.7 

14.3 

0.0 

30年～40年未満

0.0 

17.6 

9.8 

22.5 

23.3 

14.3 

33.3 

40年以上

2.9

2.4

2.3

5.0

31.7

35.7

0.0

無回答

2.9

5.0

0.0

2.4

66.7

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答

3年未満, 6.8

3年～10年未

満, 9.6
10年～20年未満, 36.7

20年～30年

未満, 16.7

30年～40年未満, 14.2

40年以上, 13.9

無回答, 2.1

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

(n = 281)
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 居住地区 

 
居住地区は「プリスタ」が最も高く 19.6％となっており、次いで「笹塚 3 丁目」（10.3％）、

「南山三丁目」（10.0％）、「パークハイツ南山」（9.3％）となっている。 

 

 同居している家族構成 

 
 同居している家族構成は「親と子（2 世代）」が最も多く 47.0％となっており、次いで「夫婦

のみ」（34.2％）、「一人暮らし」（7.1％）、「祖父母と親と子（3 世代）」（5.7％）、「その他」

（4.3％）となっている。 

 

 
 一人暮らし以外の同居家族は「その他の家族」が最も多く 29.7％となっており、次い

で「高齢者（75 歳以上）」（28.8％）、「高齢者（65 歳～74 歳）」（24.7％）、「小中学生」

（19.2％）、「高校生以上の在学者」（18.7％）、「未就学児（小学生未満）」（9.6％）とな

っている。 

 

アーバンエクセル白井, 

5.0

グリーン南山, 5.0

南山第一住宅, 4.6
南山1-９, 4.6

パークハイツ南山, 9.3

南山二丁目, 7.5

南山三丁目, 10.0

ライオンズ白井ステー

ションプラザ, 3.2

堀込第1住宅, 6.4

千葉ニュータウン堀込第

二住宅, 1.4

プリスタ, 19.6
笹塚3丁目, 

10.3

富ヶ谷, 0.7

トワイズ白井ステー

ションマークス, 5.3

千葉ニュータウン堀込第二

団地（堀込1-2-4）, 0.4

堀込団地（堀込1-5）, 

5.0

わからない, 

0.7

無回答, 1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(n = 281)

一人暮らし, 7.1

夫婦のみ, 34.2
親と子（2世代）, 

47.0

祖父母と親と子（3世代）, 5.7
その他, 4.3

無回答, 1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(n = 281)

9.6

19.2

18.7

24.7

28.8

29.7

0 10 20 30 40

未就学児（小学生未満）

小中学生

高校生以上の在学者

高齢者（65歳～74歳）

高齢者（75歳以上）

その他の家族

(%) (n = 219)
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 仕事 

 
 仕事は、「フルタイム労働」が最も高く 35.6％となっており、次いで「無職」（28.5％）、「短時

間労働（アルバイト・パート）」（1４.６％）、「専業主婦・主夫」（10.7％）、「自営業・自由業」

（3.6％）、「学生」（2.8％）、「その他」（2.8％）、「無回答」(1.4％)となっている。 

  

フルタイム労働, 35.6

短時間労働（アルバイト・パート）, 14.6

自営業・自由業, 3.6

専業主婦・

主夫, 10.7

学生, 2.8

無職, 28.5

その他, 2.8

無回答, 1.4

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

(n = 281)
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２  南山小学校区での暮らしについて 

 住みやすさ 

【問１】南山小学校区の住みやすさについてどう思いますか。（○印は１つ）

 
 住みやすさは、「まあ住みやすい」が最も高く 44.5％となっており、次いで「住みやすい」

（40.6％）、「どちらともいえない」（5.7％）、「少し住みにくい」（2.1％）、「住みにくい」（0.4％）

となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

住みやすい, 40.6 まあ住みやすい, 44.5

どちらともいえない, 5.7

少し住みにくい, 2.1

住みにくい, 0.4

無回答, 6.8

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

(n = 281)

住みやすい

43.8

37.9

まあ住みやすい

42.3

45.5

どちらともいえない

3.1

8.3

少し住みにくい

3.1

1.4

住みにくい

0.8

無回答

6.9

6.9

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

男性

女性

住みやすい

25.0

38.5

32.4

36.6

40.9

40.0

53.3

35.7

33.3

まあ住みやすい

75.0

38.5

58.8

43.9

45.5

55.0

28.3

42.9

66.7

どちらともいえない

0.0

23.1

5.9

12.2

4.5

0.0

6.7

0.0

少し住みにくい

2.9

0.0

0.0

0.0

5.0

4.8

0.0

住みにくい

0.0
2.3

0.0

0.0

0.0

無回答

7.3

6.8

6.7

16.7

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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 愛着 

【問２】南山小学校区に愛着を感じていますか。（○印は１つ） 

 

 

 

 

 

 

  

愛着は、「まあ愛着がある」が最も高く 42.0％となっており、次いで「愛着がある」（27.4％）、

「どちらともいえない」（16.0％）、「あまり愛着がない」（5.3％）、「愛着がない」（2.1％）となって

いる。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

愛着がある

28.5

26.2

まあ愛着がある

43.1

40.7

どちらともいえない

15.4

16.6

あまり愛着がない

3.8

6.9

愛着がない

1.5

2.8

無回答

7.7

6.9

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

男性

女性

愛着がある

25.0

23.1

17.6

26.8

25.0

20.0

41.7

28.6

0.0

まあ愛着がある

50.0

46.2

47.1

46.3

45.5

47.5

33.3

31.0

100.0

どちらともいえない

25.0

15.4

26.5

7.3

9.1

25.0

15.0

16.7

0.0

あまり愛着がない

0.0

7.7

5.9

7.3

11.4

2.5

1.7

4.8

0.0

愛着がない

0.0

7.7

2.9

4.9

2.3

0.0

1.7

0.0

0.0

無回答

0.0

7.3

6.8

5.0

6.7

19.0

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答

愛着がある, 27.4 まあ愛着がある, 42.0
どちらともいえ

ない, 16.0

あまり愛着がない, 5.3

愛着がない, 2.1

無回答, 7.1

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

(n = 281)
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 定住希望 

【問３】これからも南山小学校区に住み続けたいと思いますか。（○印は１つ） 

 
 定住希望のうち、「ずっと住み続けたい」が最も高く 52.3％となっており、次いで「しばらくの

間は住み続けたい」（36.7％）、「わからない」（6.4％）、「他市に移り住みたい」（2.5％）、「市

内の他小学校区に移り住みたい」（0.4％）となっている。 

 

■男女別 

 

 
■年齢階層別 

 

ずっと住み続けたい, 52.3
しばらくの間は住み続けたい

36.7

市内の他小学校区に移り住みたい, 0.4

他市に移り住みたい, 2.5

わからない, 6.4

無回答, 1.8

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

(n = 281)

ずっと住み続けたい

55.4

50.3

しばらくの間は住

み続けたい

37.7

35.9

市内の他小学校区

に移り住みたい

0.0

0.7

他市に移り住

みたい

1.5

3.4

わからない

3.8

8.3

無回答

1.5

1.4

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

男性

女性

ずっと住み続けたい

0.0

15.4

44.1

31.7

47.7

50.0

76.7

66.7

66.7

しばらくの間は

住み続けたい

100.0

69.2

32.4

53.7

43.2

42.5

15.0

26.2

33.3

市内の他小学校区

に移り住みたい

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

他市に移り住みたい

0.0

7.7

5.9

2.4

4.5

0.0

1.7

0.0

0.0

わからない

0.0

7.7

14.7

9.8

4.5

5.0

6.7

0.0

0.0

無回答

0.0

2.9

2.5

0.0

7.1

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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３  南山小学校区での日頃の関わりや地域活動について 

（１）地域との関わり 

【問５】ふだん地域の方と、どの程度の関わりがありますか。（○印は１つ）

 
 地域との関わりは「会ったらあいさつをする」が最も高く 44.8％となっており、次

いで「ときどき立ち話をする」（32.4％）、「親しく関わっている」（11.4％）、「特に関

わりはない」（10.7％）となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

親しく関わっている, 11.4

ときどき立ち話をする, 

32.4
会ったらあいさつをする, 44.8

特に関わりはない, 10.7

無回答, 0.7

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

(n = 281)

親しく関わっている

10.8

11.7

ときどき立ち話をする

31.5

32.4

会ったらあいさつをする

44.6

45.5

特に関わりはない

11.5

10.3

無回答

1.5

0.0

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

男性

女性

親しく関わっている

0.0

2.9

2.4

4.5

12.5

20.0

23.8

33.3

ときどき立ち話をする

25.0

7.7

26.5

34.1

27.3

27.5

48.3

33.3

0.0

会ったらあいさつをする

50.0

76.9

55.9

56.1

47.7

52.5

25.0

33.3

33.3

特に関わりはない

25.0

15.4

14.7

7.3

20.5

7.5

6.7

7.1

0.0

無回答

0.0

0.0

2.4

33.3

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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（２）地域の人々のつながりの変化 

【問６】地域の人々のつながりが薄れてきていると思いますか。（○印は１つ）

 

 地域の人々のつながりの変化は「ややそう思う」が最も高く 32.7％となっており、

次いで「そう思う」（24.2％）、「どちらともいえない」（21.0％）、「あまりそう思わな

い」（9.3％）、「わからない」（8.5％）、「そう思わない」（3.9％）となっている。 

 
■男女別 

 

 
■年齢階層別 

 

そう思う

24.2

ややそう思う, 

32.7

どちらともいえない

21.0

あまりそう思わない, 

9.3

そう思わない, 3.9

わからない, 8.5

無回答, 0.4

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

(n = 281)

そう思う

28.5

20.7

ややそう思う

28.5

36.6

どちらとも

いえない

20.0

21.4

あまりそう

思わない

13.1

5.5

そう思わない

3.1

4.8

わからない

6.2

11.0

無回答

0.8

0.0

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

男性

女性

そう思う

0.0

30.8

14.7

19.5

18.2

17.5

30.0

35.7

100.0

ややそう思う

50.0

23.1

26.5

34.1

40.9

27.5

36.7

31.0

0.0

あまりそう思わない

25.0

7.7

26.5

24.4

29.5

30.0

13.3

11.9

0.0

そう思わない

0.0

15.4

11.8

9.8

0.0

20.0

8.3

7.1

0.0

わからない

0.0

0.0

5.9

4.9

2.3

0.0

5.0

7.1

0.0

無回答

25.0

23.1

14.7

7.3

9.1

5.0

6.7

4.8

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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（３）地域の人々のつながりの必要性 

【問７】地域の人々のつながりは必要だと思いますか。（○印は１つ） 

 

 地域の人々のつながりの必要性は、「そう思う」が最も高く 40.6％となっており、

次いで「ややそう思う」（36.3％）、「どちらともいえない」（14.6％）、「あまりそう思

わない」（4.6％）、「わからない」（3.2％）、「そう思わない」（0.7％）となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

そう思う, 40.6 ややそう思う, 36.3

どちらともいえない, 14.6

あまりそう思わな

い, 4.6

そう思わない, 0.7

わからない, 3.2

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

(n = 281)

そう思う

45.4

36.6

ややそう思う

34.6

37.2

どちらともい

えない

14.6

14.5

あまりそう

思わない

2.3

6.9

そう思わない

0.8

0.7

わからない

2.3

4.1

無回答

0.0

0.0

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

男性

女性

そう思う

25.0

15.4

14.7

26.8

29.5

37.5

56.7

73.8

66.7

ややそう思う

25.0

46.2

35.3

53.7

47.7

47.5

21.7

19.0

0.0

どちらとも

いえない

25.0

7.7

41.2

9.8

18.2

12.5

11.7

2.4

0.0

あまりそう

思わない

0.0

15.4

8.8

4.9

2.3

0.0

6.7

2.4

0.0

そう思わない

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

わからない

0.0

2.3

2.5

3.3

2.4

33.3

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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（４）助け合える人や信頼して相談できる人 

【問８-１】地域にいざというとき助け合える人や信頼して相談できる人がい

ますか。（○印は１つ） 

 

 
 

 「地域にいる」と回答した人が、59.1％となっており、「地域にいない」と回答した

人が 34.5％となっている。 

 

■男女別 

 
 

 

59.1

34.5

6.4

0 10 20 30 40 50 60

地域にいる

地域にはいない

無回答

(%)

(n = 281)

52.3

41.5

6.2

64.8 

28.3 

6.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

地域にいる

地域にはいない

無回答

男性 女性
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■年齢別 

 

  

75.0 

25.0 

0.0 

84.6

15.4

0.0

73.5

20.6

5.9

56.1

41.5

2.4

50.0

45.5

4.5

55.0

42.5

2.5

56.7

36.7

6.7

61.9

21.4

16.7

0.0

66.7

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

地域にいる

地域にはいない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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【問８-２】小学校区にいますか。（○印は１つ） 

 

 
 

 「小学校区にいる」と回答した人が 73.5％となっており、「小学校区にはいない」

と回答した人が 10.2％となっている。 

 

■男女別 

 
 

 

 

 

73.5

10.2

16.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

小学校区にいる

小学校区にはいない

無回答

(%)

(n = 166)

75.0

8.8

16.2

72.3 

11.7 

16.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

小学校区にいる

小学校区にはいない

無回答

男性 女性
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■年齢別 

 

  

100.0 

0.0 

0.0 

63.6

27.3

9.1

68.0

16.0

16.0

91.3

4.3

4.3

77.3

18.2

4.5

77.3

4.5

18.2

79.4

8.8

11.8

50.0

3.8

46.2

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100 120

小学校区にいる

小学校区にはいない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～７９歳 80歳以上 無回答
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 小学校区で活動している団体の理解 

【問９】南山小学校区で活動している団体等についてご存じですか。（①～⑤

までそれぞれ○印を１つずつ） 

 

 
 

① 自治会等は、「よく知っている」が最も高く、51.6％となっており、次い

で「名前は知っている」（32.0％）、「知らない」（12.5％）となっている。 

② 地区社会福祉協議会（ホーミィ・プラザ）は、「名前は知っている」が最

も高く、60.9％となっており、次いで「知らない」（18.5％）、「よく知っ

ている」（14.2％）となっている。 

③ 民生委員・児童委員は、「名前は知っている」が最も高く、55.2％となっ

ており、次いで「知らない」（29.2％）、「よく知っている」（8.5％）とな

っている。 

④ 青少年相談員は、「知らない」が最も高く、59.4％となっており、次いで

「名前は知っている」（28.8％）、「よく知っている」（3.2％）となってい

る。 

⑤ 南山小・中学校の PTA は、「名前は知っている」が最も高く、43.1％とな

っており、次いで「よく知っている」（26.3％）、「知らない」（23.1％）

となっている。 

 

 

 

 

 

よく知っている

51.6 

14.2 

8.5 

3.2 

26.3 

名前は知っている

32.0 

60.9 

55.2 

28.8 

43.1 

知らない

12.5 

18.5 

29.2 

59.4 

23.1 

無回答

3.9 

6.4 

7.1 

8.5 

7.5 

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

①自治会等

②地区社会福祉協議会(ホーミィ・プ

ラザ)

③民生委員・児童委員

④青少年相談員

⑤南山小・中学校PTA
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■男女別 

①自治会等 

 

 

②地区社会福祉協議会（ホーミィ・プラザ） 

 

 

③民生委員・児童委員 

 

  

53.1

30.8

11.5

4.6

49.0

34.5

13.8

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

男性 女性

13.8

56.9

22.3

6.9

13.1

64.8

15.9

6.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

男性 女性

10.0

50.0

34.6

5.4

7.6

58.6

25.5

8.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

男性 女性
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④青少年相談員 

 

 

⑤南山小・中学校の PTA 

 

 

  

3.1

22.3

67.7

6.9

3.4

34.5

52.4

9.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

男性 女性

20.0

40.8

32.3

6.9

30.3

46.2

15.9

7.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

①自治会等 

 

 

②地区社会福祉協議会（ホーミィ・プラザ） 

 

  

25.0

25.0

50.0

0.0

23.1

38.5

30.8

7.7

29.4

47.1

23.5

0.0

48.8

43.9

7.3

0.0

47.7

29.5

20.5

2.3

60.0

30.0

7.5

2.5

63.3

26.7

8.3

1.7

61.9

21.4

2.4

14.3

66.7

0.0

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～７９歳 80歳以上 無回答

0.0

75.0

25.0

0.0

0.0

61.5

30.8

7.7

8.8

52.9

38.2

0.0

9.8

68.3

19.5

2.4

13.6

59.1

25.0

2.3

15.0

62.5

17.5

5.0

16.7

68.3

6.7

8.3

23.8

47.6

9.5

19.0

33.3

66.7

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～７９歳 80歳以上 無回答
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③民生委員・児童委員 

 

 

④青少年相談員 

 

  

0.0

25.0

75.0

0.0

0.0

46.2

53.8

0.0

2.9

41.2

55.9

0.0

7.3

68.3

22.0

2.4

9.1

61.4

27.3

2.3

15.0

50.0

27.5

7.5

11.7

58.3

21.7

8.3

7.1

52.4

19.0

21.4

0.0

66.7

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～７９歳 80歳以上 無回答

0.0

50.0

50.0

0.0

7.7

7.7

84.6

0.0

0.0

29.4

70.6

0.0

4.9

46.3

46.3

2.4

6.8

38.6

47.7

6.8

5.0

25.0

62.5

7.5

1.7

21.7

68.3

8.3

0.0

19.0

52.4

28.6

0.0

33.3

66.7

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～７９歳 80歳以上 無回答
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⑤南山小・中学校のＰＴＡ 

 

 

  

50.0

25.0

25.0

0.0

30.8

69.2

0.0

0.0

29.4

52.9

17.6

0.0

48.8

36.6

14.6

0.0

45.5

31.8

20.5

2.3

22.5

50.0

22.5

5.0

10.0

46.7

33.3

10.0

4.8

38.1

31.0

26.2

33.3

0.0

33.3

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

よく知っている

名前は知っている

知らない

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～７９歳 80歳以上 無回答
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 地域活動の関心 

【問１０】地域活動に関心がありますか。（○印は１つ） 

 

 地域活動の関心は、「関心はあるが、あまり参加していない」が最も高く、55.9％と

なっており、次いで「関心がなく、参加していない」（24.6％）、「関心はないが、付き

合いで参加している」（11.7％）、「関心があり、積極的に参加している」（6.4％）とな

っている。 

 

■男女別 

 
 

■年齢階層別 

 

関心があり、積極的に参

加している, 6.4

関心はあるが、あまり参

加していない, 55.9

関心はないが、付き合いで参

加している, 11.7

関心がなく、参加してい

ない, 24.6

無回答, 1.4

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

(n = 281)

関心があり、積極

的に参加している

8.5

4.8

関心はあるが、あま

り参加していない

54.6

55.2

関心はないが、付き

合いで参加している

13.1

11.0

関心がなく、参

加していない

22.3

27.6

無回答

1.5

1.4

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

男性

女性

関心があり、積極

的に参加している

0.0

5.9

7.3

4.5

2.5

8.3

11.9

0.0

関心はあるが、あま

り参加していない

75.0

46.2

35.3

46.3

47.7

55.0

70.0

71.4

66.7

関心はないが、付き合

いで参加している

0.0

0.0

8.8

12.2

15.9

20.0

13.3

4.8

0.0

関心がなく、参

加していない

25.0

53.8

50.0

34.1

29.5

20.0

8.3

9.5

0.0

無回答

2.3

2.5

0.0

2.4

33.3

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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 地域活動の活発度 

【問１１】南山小学校区の地域活動は活発だと思いますか。（○印は１つ） 
 

 

地域活動の活発度は、「わからない」が最も高く、41.6％となっており、次いで「ど

ちらともいえない」（32.4％）、「やや活発である」（13.2％）、「あまり活発でない」

（5.7％）、「活発である」（3.2％）、「活発でない」（2.5％）となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

活発である, 3.2

やや活発である, 13.2 どちらともいえない, 32.4

あまり活発でない, 5.7 活発でない, 2.5

わからない, 41.6 無回答, 1.4

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

(n = 281)

活発である

1.5

4.1

やや活発である

7.7

16.6

どちらとも

いえない

43.8

22.8

あまり活発でない

6.2

5.5

活発でない

3.1

1.4

わからない

36.2

48.3

無回答

1.5

1.4

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

男性

女性

活発である

0.0

7.7

2.9

0.0

2.3

2.5

5.0

4.8

0.0

やや活発

である

0.0

15.4

14.7

14.6

13.6

10.0

13.3

11.9

33.3

どちらとも

いえない

25.0

0.0

32.4

39.0

47.7

37.5

26.7

23.8

33.3

あまり活発でない

2.3

0.0

5.0

9.5

0.0

活発でない

0.0

0.0

2.9

2.4

2.3

2.5

5.0

0.0

0.0

わからない

45.0

45.0

45.2

33.3

無回答

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

2.5

0.0

4.8

0.0

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～７９歳

80歳以上

無回答
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４  南山小学校区の地域課題について 

（１）地域課題 

【問１２】南山小学校区にお住いになり、あなたが感じている地域課題（生

活で普段気になる事、不安・心配な事・困っていることなど）はどんなこと

ですか。（○印はいくつでも） 

 

 

 

 地域課題は、「防災」が最も高く、39.9％となっており、次いで「高齢者、障がい者

への支援」（29.5％）、「防犯」（27.0％）、「生活マナー」（23.8％）、「環境美化」（22.4％）、

「交通安全」（20.6％）、「地域活性化」（20.3％）、「住民同士の親睦・交流」（17.8％）、

「健康づくり」（17.4％）、「特にない」（16.7％）、「青少年の健全育成」（14.6％）、「子

育て支援」（13.5％）、「ゴミの減量・資源化」（12.5％）、「地域のリーダーや担い手の

発掘・育成」（12.1％）、「外国人との共生」（9.3％）、「その他」(8.5％)、「地域イベン

トや活動の情報発信」（7.1％）、「地域の伝承文化の継承・保存」（3.2％）となってい

る。 

39.9

29.5

27.0

23.8

22.4

20.6

20.3

17.8

17.4

16.7

14.6

13.5

12.5

12.1

9.3

8.5

7.1

3.2

2.1

0 10 20 30 40 50 60

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

特にない

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

無回答

(%)

(n = 281)
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■男女別 

 

37.7

27.7

26.2

23.1

29.2

24.6

23.1

23.1

16.2

13.8

12.3

11.5

13.1

13.1

10.8

12.3

6.9

3.8

1.5

41.4

31.7

28.3

24.8

17.2

17.2

18.6

13.8

17.9

19.3

16.6

15.2

12.4

11.7

8.3

5.5

7.6

2.8

2.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

特にない

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

 

50.0

0.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

50.0

0.0

25.0

23.1

7.7

0.0

23.1

0.0

0.0

30.8

15.4

7.7

15.4

38.2

23.5

35.3

23.5

11.8

23.5

23.5

11.8

2.9

17.6

29.3

17.1

31.7

19.5

22.0

24.4

24.4

9.8

9.8

19.5

52.3

34.1

34.1

31.8

20.5

25.0

22.7

13.6

9.1

13.6

40.0

30.0

25.0

20.0

20.0

12.5

20.0

27.5

27.5

25.0

33.3

40.0

26.7

30.0

31.7

18.3

18.3

18.3

26.7

11.7

52.4

38.1

21.4

19.0

33.3

28.6

14.3

23.8

28.6

16.7

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

特にない

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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25.0

50.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.8

30.8

7.7

7.7

7.7

15.4

23.1

7.7

0.0

20.6

23.5

2.9

8.8

5.9

14.7

5.9

0.0

8.8

22.0

19.5

7.3

7.3

19.5

7.3

2.4

0.0

0.0

22.7

13.6

15.9

20.5

9.1

6.8

13.6

4.5

0.0

7.5

10.0

10.0

10.0

12.5

10.0

7.5

2.5

2.5

6.7

3.3

20.0

15.0

5.0

8.3

3.3

3.3

0.0

7.1

9.5

16.7

11.9

2.4

2.4

7.1

7.1

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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（２）特に重要な地域課題 

【問１３】問１４で○をつけたなかで、特に重要な地域課題（生活で普段気

になる事、不安・心配な事・困っていることなど）はどんなことですか。重

要と思う順に番号をお書きください。 

 

 
  

16.0 

8.5 

5.7 

3.9 

3.6 

5.3 

6.8 

2.5 

3.9 

2.1 

2.5 

1.4 

0.7 

2.1 

3.6 

1.1 

0.0 

30.2 

6.0 

7.5 

6.4 

6.8 

3.2 

5.3 

5.7 

3.6 

3.6 

2.5 

3.2 

0.7 

4.6 

1.4 

1.1 

1.1 

0.4 

37.0 

6.0 

2.5 

7.5 

2.1 

4.6 

2.8 

2.1 

4.3 

4.6 

2.5 

2.1 

3.2 

2.1 

2.8 

3.2 

1.8 

1.1 

44.5 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

無回答

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要
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 1 番重要だと考えるものは、「防災」が最も高く、16.0％となっており、次

いで「高齢者、障がい者への支援」（8.5％）、「地域活性化」（6.8％）、「防

犯」（5.7％）、「交通安全」（5.3％）、「健康づくり」（3.9％）、「生活マナー」

（3.9％）、「環境美化」（3.6％）、「その他」（3.6％）、「子育て支援」

（2.5％）、「住民同士の親睦・交流」（2.5％）、「外国人との共生」（2.1％）、

「青少年の健全育成」（2.1％）、「ゴミの減量・資源化」（1.4％）、「地域イベ

ントや活動の情報発信」（1.1％）「地域のリーダーや担い手の発掘・育成」

（0.7％）、「地域の伝統文化の継承・保存」（0.0％）となっている。 

 2 番目に重要だと考えるものは、「高齢者、障がい者への支援」が最も高

く、7.5％となっており、次いで「生活マナー」（6.8％）、「防犯」（6.4％）、

「防災」（6.0％）、「地域活性化」（5.7％）、「交通安全」（5.3％）、「地域のリ

ーダーや担い手の発掘・育成」（4.6％）、「健康づくり」（3.6％）、「住民同士

の親睦・交流」（3.6％）、「環境美化」（3.2％）、「子育て支援」（3.2％）、「青

少年の健全育成」（2.5％）、「外国人との共生」（1.4％）、「地域イベントや活

動の情報発信」（1.1％）、「その他」（1.1％）、「ゴミの減量・資源化」

（0.7％）、「地域の伝承文化の継承・保存」（0.4％）となっている。 

 3 番目に重要だと考えるものは、「防犯」が最も高く、7.5％となっており、

次いで「防災」（6.0％）、「環境美化」（4.6％）、「健康づくり」（4.6％）、「住

民同士の親睦・交流」（4.3％）、「ゴミの減量・資源化」（3.2％）、「その他」

（3.2％）、「外国人との共生」（2.8％）、「交通安全」（2.8％）、「高齢者、障が

い者への支援」（2.5％）、「青少年の健全育成」（2.5％）、「子育て支援」

（2.1％）、「生活マナー」（2.1％）、「地域活性化」（2.1％）、「地域のリーダー

や担い手の発掘・育成」（2.1％）、「地域イベントや活動の情報発信」

（1.8％）、「地域の伝承文化の継承・保存」（1.1％）となっている。 

  



33 
 

■男女別 

  

16.9 

7.7 

3.8 

1.5 

5.4 

7.7 

6.2 

1.5 

6.2 

3.8 

1.5 

0.8 

0.0 

1.5 

5.4 

1.5 

0.0 

28.5 

3.8 

6.2 

6.2 

8.5 

4.6 

6.9 

8.5 

6.2 

2.3 

0.0 

3.1 

0.8 

4.6 

2.3 

0.8 

0.8 

0.8 

33.8 

5.4 

3.8 

7.7 

2.3 

4.6 

3.8 

0.8 

6.2 

3.8 

1.5 

0.8 

3.1 

2.3 

3.1 

3.1 

1.5 

0.8 

45.4 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への支

援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い手

の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の情

報発信

地域の伝統文化の継承・

保存

無回答

男性

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要

15.9 

9.7 

6.9 

6.2 

2.1 

3.4 

7.6 

3.4 

2.1 

0.0 

3.4 

2.1 

1.4 

2.1 

2.1 

0.7 

0.0 

31.0 

7.6 

9.0 

6.9 

5.5 

2.1 

4.1 

3.4 

1.4 

4.8 

4.8 

2.1 

0.7 

4.8 

0.7 

1.4 

1.4 

0.0 

39.3 

6.9 

1.4 

7.6 

2.1 

4.8 

2.1 

2.8 

2.8 

4.1 

3.4 

3.4 

3.4 

2.1 

2.8 

3.4 

2.1 

1.4 

43.4 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への

支援

防犯

生活マナー

環境美化

交通安全

地域活性化

住民同士の親睦・交流

健康づくり

青少年の健全育成

子育て支援

ゴミの減量・資源化

地域のリーダーや担い

手の発掘・育成

外国人との共生

その他

地域イベントや活動の

情報発信

地域の伝統文化の継

承・保存

無回答

女性

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要
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■年齢階層別 

 年齢 18 歳～19 歳 20 歳～29 歳 30 歳～39 歳 

 何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

防災 25.0 25.0 0.0 15.4 0.0 7.7  11.8  8.8 5.9 

高齢者、障がい者への支援 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  2.9  8.8 2.9 

防犯 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0  8.8  8.8 17.6 

生活マナー 0.0 0.0 0.0 7.7 15.4 0.0  11.8  8.8 0.0 

環境美化 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  2.9 2.9 

交通安全 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0  5.9  8.8 2.9 

地域活性化 0.0 0.0 0.0 15.4 23.1 0.0  2.9  11.8 8.8 

住民同士の親睦・交流 25.0 0.0 25.0 0.0 7.7 0.0  2.9  0.0 2.9 

健康づくり 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4  0.0  2.9 2.9 

青少年の健全育成 25.0 0.0 0.0 7.7 0.0 15.4  2.9  5.9 8.8 

子育て支援 0.0 25.0 0.0 7.7 0.0 7.7  8.8  5.9 5.9 

ゴミの減量・資源化 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4  5.9  0.0 0.0 

外国人との共生 0.0 25.0 25.0 7.7 0.0 0.0  2.9  0.0 2.9 

その他 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0  11.8  5.9 5.9 

地域イベントや活動の情報発信 0.0 0.0 0.0 7.7 15.4 0.0  0.0  0.0 2.9 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

無回答 25.0 25.0 25.0 15.4 23.1 38.5  20.6  20.6 26.5 

 

 年齢 40 歳～49 歳 50 歳～59 歳 60 歳～69 歳 

 何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

防災 17.1 4.9 4.9 25.0 13.6 4.5  12.5  5.0 15.0 

高齢者、障がい者への支援 7.3 4.9 2.4 11.4 6.8 2.3  5.0  12.5 2.5 

防犯 9.8 2.4 7.3 11.4 11.4 9.1  5.0  7.5 5.0 

生活マナー 7.3 9.8 0.0 4.5 6.8 6.8  0.0  10.0 5.0 

環境美化 7.3 2.4 7.3 0.0 9.1 2.3  5.0  0.0 2.5 

交通安全 4.9 7.3 7.3 9.1 6.8 6.8  7.5  2.5 0.0 

地域活性化 7.3 7.3 2.4 11.4 0.0 4.5  7.5  5.0 0.0 

住民同士の親睦・交流 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 6.8  5.0  2.5 5.0 

健康づくり 2.4 2.4 4.9 0.0 2.3 4.5  10.0  2.5 7.5 

青少年の健全育成 2.4 9.8 0.0 2.3 2.3 2.3  0.0  0.0 2.5 

子育て支援 7.3 4.9 2.4 0.0 6.8 2.3  0.0  0.0 2.5 

ゴミの減量・資源化 2.4 0.0 2.4 2.3 0.0 6.8  2.5  2.5 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 0.0 2.4 4.9 0.0 6.8 2.3  0.0  7.5 0.0 

外国人との共生 2.4 4.9 7.3 2.3 2.3 2.3  5.0  0.0 0.0 

その他 0.0 0.0 2.4 2.3 2.3 6.8  2.5  0.0 2.5 

地域イベントや活動の情報発信 0.0 0.0 2.4 0.0 2.3 2.3  0.0  0.0 2.5 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3  0.0  0.0 2.5 

無回答 22.0 34.1 41.5 18.2 20.5 25.0  32.5  42.5 45.0 
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 年齢 70 歳～79 歳 80 歳以上 無回答 

 何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3

防災 15.0 5.0 3.3 14.3 0.0 4.8  0.0  0.0 0.0 

高齢者、障がい者への支援 8.3 8.3 1.7 19.0 7.1 4.8  0.0  0.0 0.0 

防犯 1.7 3.3 5.0 2.4 4.8 7.1  0.0  0.0 0.0 

生活マナー 1.7 1.7 1.7 0.0 4.8 0.0  0.0  0.0 0.0 

環境美化 6.7 5.0 5.0 2.4 0.0 9.5  0.0  0.0 0.0 

交通安全 3.3 1.7 0.0 4.8 9.5 0.0  0.0  0.0 0.0 

地域活性化 6.7 5.0 0.0 2.4 2.4 0.0  0.0  0.0 0.0 

住民同士の親睦・交流 3.3 6.7 5.0 2.4 7.1 4.8  0.0  0.0 0.0 

健康づくり 6.7 5.0 5.0 4.8 7.1 0.0  0.0  0.0 0.0 

青少年の健全育成 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

子育て支援 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0  0.0  0.0 0.0 

ゴミの減量・資源化 0.0 0.0 6.7 0.0 2.4 2.4  0.0  0.0 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 0.0 8.3 0.0 0.0 2.4 2.4  0.0  0.0 0.0 

外国人との共生 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

その他 5.0 0.0 1.7 0.0 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

地域イベントや活動の情報発信 1.7 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

無回答 38.3 48.3 61.7 45.2 50.0 57.1  100.0  100.0 100.0 
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５  南山小学校区のこれからのすみよいまちづくりについて 

 これからの地域でのつながり 

【問１４】南山小学校区を住みよいまちにしていくために、これから地域で

どのようなつながりが大切だと思いますか。（○印はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これからの地域でのつながりは、「災害など、いざという時に助け合える」が最も高

く、72.6％となっており、次いで「日常的に気軽にあいさつ会話ができる」（52.0％）、

「地域の課題を解決するための活動ができる」（27.8％）、「趣味や娯楽を共有できる」

（26.3％）、「その他」（6.0％）となっている。 

 

■男女別 

 

  

69.2

46.2

25.4

26.2

10.0

6.2

75.9

55.9

31.0

26.2

2.8

5.5

0 20 40 60 80

災害など、いざという時に助け合える

日常的に気軽にあいさつや会話ができる

地域の課題を解決するための活動ができる

趣味や娯楽を共有できる

その他

無回答

男性 女性

72.6

52.0

27.8

26.3

6.0

5.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

災害など、いざという時に助け合える

日常的に気軽にあいさつや会話ができる

地域の課題を解決するための活動ができる

趣味や娯楽を共有できる

その他

無回答 (%)

(n = 281)

(%) 
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■年齢階層別 

 
  

75.0

50.0

75.0

50.0

0.0

0.0

84.6

46.2

38.5

30.8

0.0

0.0

64.7

41.2

17.6

20.6

8.8

5.9

75.6

53.7

31.7

24.4

0.0

2.4

77.3

43.2

40.9

18.2

4.5

0.0

77.5

55.0

27.5

25.0

7.5

10.0

65.0

58.3

25.0

26.7

8.3

5.0

76.2

57.1

14.3

38.1

9.5

11.9

33.3

66.7

33.3

33.3

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

災害など、いざという時に助け

合える

日常的に気軽にあいさつや会

話ができる

地域の課題を解決するための

活動ができる

趣味や娯楽を共有できる

その他

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 無回答
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 これからの地域活動の大切さ 

【問１５】南山小学校区を住みよいまちにしていくために、これから地域活

動は大切だと思いますか。（○印は１つ） 

 

 これからの地域活動は大切だと思うかについては、「そう思う」が最も高く、38.1％

となっており、次いで「ややそう思う」（35.6％）、「どちらともいえない」（14.2％）

「わからない」（5.3％）、「そう思わない」（1.1％）、「あまりそう思わない」（0.7％）

となっている。 

 

■男女別 

 

 

■年齢階層別 

 

そう思う, 38.1 ややそう思う, 35.6

どちらともいえない, 14.2
あまりそう思わない, 0.7

そう思わない, 1.1

わからない, 5.3

無回答, 5.0

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

(n = 281)

そう思う

36.9

38.6

ややそう思う

37.7

33.8

どちらとも

いえない

13.1

15.2

あまりそう

思わない

0.8

0.7

そう思わない

2.3

0.0

わからない

2.3

8.3

無回答

6.9

3.4

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

男性

女性

そう思う

25.0

46.2

26.5

31.7

38.6

35.0

43.3

45.2

66.7

ややそう思う

75.0

30.8

23.5

36.6

45.5

42.5

38.3

23.8

0.0

どちらとも

いえない

15.4

35.3

24.4

4.5

12.5

6.7

11.9

0.0

あまりそう

思わない

0.0

2.3

1.7

0.0

0.0

そう思わない

0.0

0.0

2.9

2.4

0.0

0.0
1.7

0.0

わからない

7.7

8.8

2.4

6.8

5.0

5.0

4.8

0.0

無回答

0.0

2.9

2.4

2.3

5.0

3.3

14.3

33.3

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～79歳

80歳以上

無回答
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 地域活動を盛んにするために必要なこと 

【問１６】南山小学校区の地域活動を盛んにしていくために、これから必要

なことは何だと思いますか。（○印はいくつでも） 

 

 

 地域活動を盛んにするために必要なことは、「若い世代が参加しやすい環境

をつくる」が最も高く、38.8％となっており、次いで「住民が気軽に交流でき

る機会をつくる」（38.4％）、「地域で協力・連携する意識を育む」（26.3％）、「住

民の知識・技能・経験をいかせる機会を増やす」（20.6％）、「活動の拠点となる

場所を確保する」（16.0％）、「地域の活動・イベント等の情報を発信する」

（15.7％）、「活動に必要なお金を確保する」（15.3％）、「活動のメンバーを増や

す」（14.9％）、「住民同士や団体間で情報を共有する」（14.9％）、「活動のリー

ダーをつくる」（12.1％）、「特にない」（4.3％）、「その他」（1.8％）となってい

る。 

  

38.8

38.4

26.3

20.6

16.0

15.7

15.3

14.9

14.9

12.1

4.3

1.8

24.2

0 10 20 30 40 50 60

若い世代が参加しやすい環境をつくる

住民が気軽に交流できる機会をつくる

地域で協力・連携する意識を育む

住民の知識・技能・経験をいかせる機会を増やす

活動の拠点となる場所を確保する

地域の活動・イベント等の情報を発信する

活動に必要なお金を確保する

活動のメンバーを増やす

住民同士や団体間で情報を共有する

活動のリーダーをつくる

特にない

その他

無回答
(%)

(n =281)
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■男女別 

 

  

36.9

40.8

26.9

24.6

20.0

13.8

13.1

14.6

18.5

14.6

3.1

3.8

23.1

40.0

35.9

25.5

17.9

12.4

17.2

17.9

15.9

12.4

10.3

5.5

0.0

26.2

0 10 20 30 40 50

若い世代が参加しやすい環境をつくる

住民が気軽に交流できる機会をつくる

地域で協力・連携する意識を育む

住民の知識・技能・経験をいかせる機会を増やす

活動の拠点となる場所を確保する

地域の活動・イベント等の情報を発信する

活動に必要なお金を確保する

活動のメンバーを増やす

住民同士や団体間で情報を共有する

活動のリーダーをつくる

特にない

その他

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

 

50.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.8

23.1

15.4

15.4

30.8

23.1

30.8

38.2

26.5

14.7

8.8

8.8

20.6

17.6

46.3

41.5

31.7

19.5

17.1

14.6

14.6

40.9

34.1

40.9

25.0

18.2

15.9

20.5

40.0

47.5

27.5

25.0

15.0

20.0

17.5

40.0

46.7

21.7

26.7

21.7

10.0

11.7

28.6

38.1

26.2

16.7

9.5

16.7

9.5

33.3

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

若い世代が参加しやすい環境をつくる

住民が気軽に交流できる機会をつくる

地域で協力・連携する意識を育む

住民の知識・技能・経験をいかせる機会を増やす

活動の拠点となる場所を確保する

地域の活動・イベント等の情報を発信する

活動に必要なお金を確保する

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

7.7

0.0

7.7

0.0

0.0

30.8

8.8

8.8

8.8

8.8

0.0

38.2

19.5

12.2

12.2

2.4

0.0

22.0

15.9

27.3

13.6

6.8

2.3

15.9

20.0

22.5

7.5

0.0

0.0

25.0

18.3

11.7

13.3

3.3

5.0

18.3

9.5

14.3

16.7

4.8

2.4

28.6

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

活動のメンバーを増やす

住民同士や団体間で情報を共有する

活動のリーダーをつくる

特にない

その他

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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 これからのまちづくりへの関わり 

【問１７】南山小学校区のまちづくりに、これからどのように関わっていた

いですか。（○印は１つ） 

 

 

 これからのまちづくりへの関わりは、「機会があるときに協力・参加していき

たい」が最も高く、45.9％となっており、次いで「関心はあるが協力・参加は

難しい」（24.6％）、「わからない」（3.6％）、「積極的に協力・参加していきたい」

（3.2％）「関心がなく協力・参加できない」（1.8％）、となっている。 

 

■男女別 

 

  

積極的に協力・参加

していきたい 3.2

機会があるときに協

力・参加していきた

い 45.9

関心はあるが協力・

参加は難しい 24.6

関心がなく協力・参加できない 1.8

わからない 3.6
無回答 21.0

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

(n = 281)

積極的に協力・参

加していきたい

3.8

2.8

0.0

機会があるときに協

力・参加していきたい

51.5

40.7

50.0

関心はあるが協

力・参加は難しい

20.8

26.9

50.0

関心がなく協力・

参加できない

1.5

2.1

0.0

わからない

2.3

4.8

0.0

無回答

20.0

22.8

0.0

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

男性

女性

無回

答
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■年齢階層別 

 
  

積極的に協力・参

加していきたい

7.7

2.4

2.5

8.3

2.4

0.0

機会があるときに協

力・参加していきたい

75.0

30.8

38.2

46.3

56.8

57.5

43.3

33.3

66.7

関心はあるが協

力・参加は難しい

0.0

30.8

17.6

24.4

22.7

17.5

28.3

35.7

0.0

関心がなく協力・

参加できない

0.0

0.0

2.9

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

わからない

25.0

7.7

2.9

0.0

11.4

2.5

0.0

2.4

0.0

無回答

0.0

23.1

38.2

17.1

9.1

20.0

20.0

26.2

33.3

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

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～79歳

80歳以上

無回答
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 これから地域で取り組むべきこと 

【問１８】南山小学校区を住みよいまちにしていくために、これから地域（住

民）が中心になってより組むことはどんなことだと思いますか。（○印はいく

つでも） 

 

 

40.6

35.6

32.7

28.8

26.3

25.6

25.3

21.4

20.3

18.9

14.9

14.6

12.8

10.7

10.0

8.9

5.3

2.5

9.6

0 10 20 30 40 50 60

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

特にない

外国人との共生

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答 (%)

(n = 281)
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 これから地域で取り組むべきことについては、「防災」が最も高く、40.6％

となっており、次いで「高齢者、障がい者への支援」（35.6％）、「防犯」

（32.7％）、「環境美化」（28.8％）、「生活マナー」（26.3％）、「健康づくり」

（25.6％）、「交通安全」（25.3％）、「住民同士の親睦・交流」（21.4％）、「地

域活性化」（20.3％）、「子育て支援」（18.9％）、「ゴミの減量・資源化」

（14.9％）、「青少年の健全育成」（14.6％）、「地域のリーダーや担い手の発

掘・育成」（12.8％）、「地域イベントや活動の情報発信」（10.7％）、「特にな

し」（10.0％）、「外国人との共生」（8.9％）、「地域の伝承文化の継承・保存」

（5.3％）、その他（2.5％）となっている。 
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■男女別 

 

  

36.9

31.5

34.6

29.2

27.7

22.3

27.7

20.8

20.8

13.1

13.1

13.1

14.6

10.8

6.9

7.7

4.6

5.4

10.8

44.1

40.7

31.7

29.7

25.5

29.0

24.1

22.1

20.0

24.1

16.6

15.9

11.7

11.0

12.4

9.7

6.2

0.0

8.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

特にない

外国人との共生

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

 

  

50.0

25.0

0.0

25.0

25.0

25.0

0.0

25.0

0.0

25.0

15.4

15.4

23.1

7.7

30.8

15.4

7.7

15.4

15.4

30.8

38.2

23.5

44.1

29.4

23.5

17.6

41.2

17.6

20.6

20.6

31.7

26.8

39.0

41.5

26.8

14.6

31.7

22.0

24.4

19.5

54.5

36.4

34.1

25.0

29.5

20.5

27.3

15.9

20.5

22.7

45.0

42.5

37.5

30.0

25.0

27.5

20.0

27.5

27.5

22.5

35.0

46.7

26.7

26.7

25.0

31.7

18.3

23.3

21.7

13.3

47.6

40.5

28.6

31.0

28.6

42.9

28.6

23.8

11.9

14.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 無回答
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0.0

25.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

23.1

0.0

30.8

23.1

7.7

15.4

0.0

0.0

5.9

5.9

5.9

11.8

14.7

5.9

0.0

5.9

5.9

12.2

24.4

14.6

12.2

12.2

19.5

2.4

0.0

2.4

15.9

11.4

11.4

6.8

6.8

6.8

9.1

2.3

6.8

10.0

20.0

15.0

12.5

12.5

10.0

2.5

0.0

5.0

21.7

8.3

15.0

8.3

6.7

8.3

5.0

1.7

18.3

23.8

16.7

16.7

9.5

2.4

4.8

9.5

7.1

16.7

0.0

0.0

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

特にない

外国人との共生

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 無回答
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 特に重要な取り組むべきこと 

【問１９】問１８で○を付けた中で、特に地域（住民）が中心になって取り

組むべきことはどんなことですか。重要と思う順番に番号をお書きください。

 

 

  

16.0 

6.0 

6.4 

5.7 

4.3 

3.9 

4.3 

3.9 

6.0 

3.2 

1.8 

1.1 

2.5 

2.5 

1.4 

0.0 

1.1 

29.9 

4.3 

9.3 

9.3 

2.8 

4.6 

5.3 

6.4 

3.2 

3.6 

2.8 

1.8 

2.5 

3.6 

1.4 

1.1 

0.7 

0.7 

36.7 

7.8 

3.9 

4.6 

6.4 

5.3 

5.0 

4.3 

5.0 

3.2 

2.1 

1.1 

1.4 

2.5 

1.1 

2.1 

1.1 

0.0 

43.1 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

外国人との共生

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要



51 
 

 1 番重要だと考えるものは、「防災」が最も高く、16.0％となっており、次

いで「防犯」（6.4％）、「高齢者、障がい者への支援」（6.0％）、「地域活性

化」（6.0％）、「環境美化」（5.7％）、「交通安全」（4.3％）、「生活マナーの啓

発」（4.3％）、「健康づくり」（3.9％）、「住民同士の親睦・交流」（3.9％）、

「子育て支援」（3.2％）、「地域イベントや活動の情報発信」（2.5％）、「地域

のリーダーや担い手の発掘・育成」（2.5％）、「ゴミの減量・資源化」

（1.8％）、「外国人との共生」（1.4％）、「青少年の健全育成」（1.1％）、「その

他」（1.1％）、「地域の伝統文化の継承・保存」（0.0％）となっている。 

 2 番目に重要だと考えるものは、「高齢者、障がい者への支援」及び「防

犯」が最も高く、9.3％となっており、次いで「交通安全」（6.4％）、「健康づ

くり」（5.3％）、「生活マナーの啓発」（4.6％）、「防災」（4.3％）、「地域活性

化」（3.6％）、「地域のリーダーや担い手の発掘・育成」（3.6％）、「住民同士

の親睦・交流」（3.2％）、「環境美化」（2.8％）、「子育て支援」（2.8％）、「青

少年の健全育成」（2.5％）、「ゴミの減量・資源化」（1.8％）、「地域イベント

や活動の情報発信」（1.4％）、「外国人との共生」（1.1％）、「地域の伝統文化

の継承・保存」（0.7％）、「その他」（0.7％）となっている。 

 3 番目に重要だと考えるものは、「防災」が最も高く、7.8％となっており、

次いで「環境美化」（6.4％）、「生活マナーの啓発」（5.3％）、「健康づくり」

（5.0％）、「住民同士の親睦・交流」（5.0％）、「防犯」（4.6％）、「交通安全」

（4.3％）、「高齢者・障がい者への支援」（3.9％）、「地域活性化」（3.2％）、

「地域のリーダーや担い手の発掘・育成」（2.5％）、「外国人との共生」

（2.1％）、「子育て支援」（2.1％）、「青少年の健全育成」（1.4％）、「ゴミの減

量・資源化」（1.1％）、「地域イベントや活動の情報発信」（1.1％）、「地域の

伝統文化の継承・保存」（1.1％）、「その他」（0.0％）となっている。 
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■男女別 

 

  

16.2 

6.9 

6.2 

5.4 

3.1 

5.4 

6.2 

3.1 

3.8 

2.3 

2.3 

1.5 

1.5 

3.8 

1.5 

0.0 

2.3 

28.5 

3.1 

6.9 

11.5 

3.8 

5.4 

4.6 

6.2 

2.3 

4.6 

1.5 

1.5 

2.3 

4.6 

1.5 

2.3 

0.8 

1.5 

35.4 

7.7 

2.3 

5.4 

6.9 

5.4 

6.2 

4.6 

6.9 

3.1 

2.3 

0.8 

1.5 

3.1 

0.8 

1.5 

0.8 

0.0 

40.8 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への

支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い

手の発掘・育成

地域イベントや活動の

情報発信

外国人との共生

地域の伝統文化の継

承・保存

その他

無回答

男性

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要

16.6 

5.5 

6.9 

6.2 

4.8 

2.8 

2.8 

4.8 

8.3 

3.4 

1.4 

0.0 

3.4 

1.4 

1.4 

0.0 

0.0 

30.3 

5.5 

11.7 

7.6 

2.1 

4.1 

6.2 

6.9 

4.1 

2.8 

2.8 

1.4 

2.8 

2.8 

1.4 

0.0 

0.7 

0.0 

37.2 

8.3 

5.5 

3.4 

6.2 

4.8 

3.4 

4.1 

3.4 

3.4 

2.1 

1.4 

1.4 

2.1 

1.4 

2.8 

1.4 

0.0 

44.8 

0 10 20 30 40 50

防災

高齢者、障がい者への

支援

防犯

環境美化

生活マナー

健康づくり

交通安全

住民同士の親睦・交流

地域活性化

子育て支援

ゴミの減量・資源化

青少年の健全育成

地域のリーダーや担い

手の発掘・育成

地域イベントや活動の

情報発信

外国人との共生

地域の伝統文化の継

承・保存

その他

無回答

女性

1番目に重要 2番目に重要 3番目に重要
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■年齢階層別 
年齢 18 歳～19 歳 20 歳～29 歳 30 歳～39 歳 

何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

防災 25.0 25.0 0.0 15.4 0.0 7.7  11.8  5.9 17.6 

高齢者、障がい者への支援 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  8.8 5.9 

防犯 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 7.7  17.6  14.7 8.8 

環境美化 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 15.4  0.0  5.9 5.9 

生活マナー 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 7.7  14.7  0.0 2.9 

健康づくり 0.0 25.0 0.0 0.0 15.4 7.7  2.9  0.0 2.9 

交通安全 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0  8.8  17.6 14.7 

住民同士の親睦・交流 0.0 0.0 25.0 7.7 0.0 0.0  0.0  5.9 0.0 

地域活性化 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 7.7  2.9  5.9 5.9 

子育て支援 25.0 0.0 0.0 15.4 7.7 0.0  5.9  5.9 2.9 

ゴミの減量・資源化 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

青少年の健全育成 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7  2.9  0.0 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0  5.9  0.0 0.0 

地域イベントや活動の情報発信 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0  2.9  0.0 0.0 

外国人との共生 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0  0.0  0.0 0.0 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0  0.0  0.0 0.0 

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  5.9  5.9 0.0 

無回答 25.0 50.0 50.0 23.1 30.8 38.5  17.6  23.5 32.4 

 

年齢 40 歳～49 歳 50 歳～59 歳 60 歳～69 歳 

何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

防災 17.1 4.9 2.4 29.5 6.8 4.5  17.5  7.5 7.5 

高齢者、障がい者への支援 7.3 7.3 4.9 9.1 9.1 2.3  7.5  12.5 2.5 

防犯 9.8 17.1 2.4 4.5 13.6 6.8  7.5  5.0 7.5 

環境美化 12.2 0.0 12.2 4.5 6.8 6.8  7.5  0.0 7.5 

生活マナー 2.4 7.3 7.3 4.5 4.5 11.4  0.0  10.0 2.5 

健康づくり 2.4 2.4 0.0 0.0 6.8 4.5  2.5  7.5 7.5 

交通安全 7.3 0.0 2.4 4.5 6.8 6.8  2.5  7.5 2.5 

住民同士の親睦・交流 7.3 4.9 4.9 2.3 0.0 4.5  5.0  2.5 12.5 

地域活性化 7.3 9.8 0.0 11.4 0.0 4.5  10.0  5.0 2.5 

子育て支援 2.4 2.4 0.0 2.3 6.8 2.3  0.0  2.5 7.5 

ゴミの減量・資源化 2.4 2.4 0.0 0.0 2.3 4.5  2.5  2.5 0.0 

青少年の健全育成 2.4 7.3 2.4 0.0 2.3 2.3  0.0  0.0 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 2.4 2.4 4.9 2.3 4.5 4.5  2.5  2.5 5.0 

地域イベントや活動の情報発信 0.0 0.0 4.9 2.3 2.3 0.0  2.5  2.5 2.5 

外国人との共生 2.4 2.4 7.3 0.0 2.3 0.0  7.5  0.0 2.5 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.3  0.0  2.5 0.0 

その他 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

無回答 14.6 29.3 41.5 20.5 25.0 31.8  25.0  30.0 30.0 
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年齢 70 歳～79 歳 80 歳以上 無回答 

何番目に重要か 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

防災 11.7 1.7 8.3 9.5 0.0 9.5  0.0  0.0 0.0 

高齢者、障がい者への支援 5.0 10.0 6.7 9.5 11.9 2.4  0.0  0.0 0.0 

防犯 3.3 5.0 1.7 0.0 4.8 2.4  0.0  0.0 0.0 

環境美化 6.7 3.3 1.7 4.8 2.4 2.4  0.0  0.0 0.0 

生活マナー 3.3 5.0 5.0 2.4 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

健康づくり 8.3 3.3 8.3 7.1 7.1 4.8  0.0  0.0 0.0 

交通安全 1.7 5.0 3.3 4.8 4.8 0.0  0.0  0.0 0.0 

住民同士の親睦・交流 5.0 5.0 1.7 2.4 2.4 7.1  0.0  0.0 0.0 

地域活性化 5.0 1.7 5.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

子育て支援 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

ゴミの減量・資源化 3.3 0.0 1.7 2.4 4.8 0.0  0.0  0.0 0.0 

青少年の健全育成 0.0 1.7 0.0 0.0 4.8 2.4  0.0  0.0 0.0 

地域のリーダーや担い手の発掘・育成 1.7 8.3 0.0 0.0 2.4 2.4  0.0  0.0 0.0 

地域イベントや活動の情報発信 3.3 3.3 0.0 2.4 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

外国人との共生 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

地域の伝統文化の継承・保存 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4  0.0  0.0 0.0 

その他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0 

無回答 41.7 46.7 53.3 50.0 54.8 59.5  100.0  100.0 100.0 
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 これから協力・参加していきたい活動 

【問２０】問１８で示した１～１７の活動の中で、あなたがこれから協力・

参加していきたい活動があれば、あてはまる番号をいくつでも記入してくだ

さい。（特になければ空欄） 

 

 

 これから協力・参加していきたい活動は、「無回答」が最も多く、45.2％とな

っており、次いで「防災」（18.5％）、「防犯」（13.2％）、「健康づくり」（12.5％）、

「住民同士の親睦・交流」（12.5％）、「環境美化」（12.1％）、「高齢者、障がい

者への支援」（11.4％）、「交通安全」（9.3％）、「ゴミの減量・資源化」（8.2％）、

「生活マナー」（7.5％）、「子育て支援」（7.1％）、「地域活性化」（5.0％）、「青

少年の健全育成」（4.3％）、「外国人との共生」（3.2％）、「地域のリーダーや担

い手の発掘・育成」（1.8％）、「地域イベントや活動の情報発信」（1.4％）「地域

の伝統文化の継承・保存」（1.1％）となっている。 

  

18.5

13.2

12.5

12.5

12.1

11.4

9.3

8.2

7.5

7.1

5.0

4.3

3.2

1.8

1.4

1.1

0.4

45.2

0 10 20 30 40 50 60

防災

防犯

健康づくり

住民同士の親睦・交流

環境美化

高齢者、障がい者への支援

交通安全

ゴミの減量・資源化

生活マナー

子育て支援

地域活性化

青少年の健全育成

外国人との共生

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

(%)

(n = 281)
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■男女別 

 

  

18.5

11.5

7.7

13.1

10.8

9.2

9.2

4.6

7.7

3.1

6.2

4.6

2.3

1.5

1.5

1.5

0.0

48.5

18.6

14.5

17.2

11.7

13.8

13.8

9.7

11.0

6.9

11.0

4.1

3.4

4.1

2.1

1.4

0.7

0.0

42.1

0 10 20 30 40 50 60

防災

防犯

健康づくり

住民同士の親睦・交流

環境美化

高齢者、障がい者への支援

交通安全

ゴミの減量・資源化

生活マナー

子育て支援

地域活性化

青少年の健全育成

外国人との共生

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

 

  

25.0

25.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.1

0.0

7.7

7.7

23.1

0.0

7.7

0.0

7.7

17.6

20.6

2.9

14.7

5.9

8.8

23.5

2.9

8.8

22.0

22.0

7.3

17.1

19.5

7.3

14.6

4.9

9.8

34.1

11.4

11.4

9.1

15.9

13.6

13.6

18.2

11.4

20.0

17.5

17.5

20.0

10.0

17.5

5.0

5.0

2.5

13.3

11.7

18.3

11.7

10.0

18.3

3.3

11.7

10.0

4.8

2.4

14.3

4.8

9.5

4.8

2.4

7.1

2.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

防災

防犯

健康づくり

住民同士の親睦・交流

環境美化

高齢者、障がい者への支援

交通安全

ゴミの減量・資源化

生活マナー

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

7.7

15.4

15.4

0.0

0.0

7.7

0.0

0.0

38.5

11.8

2.9

2.9

8.8

2.9

0.0

0.0

0.0

32.4

12.2

7.3

7.3

9.8

0.0

0.0

0.0

0.0

39.0

15.9

2.3

4.5

2.3

2.3

0.0

0.0

2.3

29.5

5.0

10.0

7.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

35.0

1.7

5.0

1.7

0.0

3.3

1.7

1.7

0.0

51.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

4.8

4.8

0.0

78.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0 20 40 60 80 100

子育て支援

地域活性化

青少年の健全育成

外国人との共生

地域のリーダーや担い手の発掘・育成

地域イベントや活動の情報発信

地域の伝統文化の継承・保存

その他

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳

70歳～79歳 80歳以上 無回答
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 まちづくりの将来像の言葉（キーワード） 

【問２１】今後、南山小学校区が目指すまちづくりの将来像を表すものとし

て、どのような言葉（キーワード）がふさわしいと思いますか。（○印はいく

つでも） 

 

 
 

■男女別 

 

 

63.3

61.2

38.1

34.5

29.9

18.1

17.8

15.7

13.5

13.2

12.8

11.4

9.3

1.8

1.4

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

安全

安心

快適

支えあい

自然

健やか

つながり

優しさ

生きがい

ふれあい

活力

豊かさ

幸せ

その他

誇り

無回答

(%) (n = 281)

63.8

62.3

40.0

30.0

36.2

17.7

14.6

10.0

13.8

14.6

16.9

11.5

6.9

2.3

0.0

3.1

62.8

59.3

35.9

37.9

24.8

19.3

20.0

20.7

12.4

11.0

9.0

11.0

11.7

1.4

2.8

4.1

0 10 20 30 40 50 60 70

安全

安心

快適

支えあい

自然

健やか

つながり

優しさ

生きがい

ふれあい

活力

豊かさ

幸せ

その他

誇り

無回答

男性 女性
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■年齢階層別 

 

  

50.0

50.0

50.0

50.0

25.0

25.0

25.0

25.0

53.8

61.5

38.5

23.1

30.8

15.4

7.7

15.4

64.7

55.9

35.3

29.4

14.7

14.7

23.5

5.9

58.5

56.1

36.6

22.0

26.8

12.2

22.0

22.0

65.9

72.7

43.2

31.8

27.3

18.2

25.0

11.4

75.0

75.0

50.0

37.5

45.0

20.0

12.5

12.5

55.0

56.7

36.7

43.3

26.7

26.7

16.7

20.0

69.0

52.4

26.2

38.1

40.5

14.3

11.9

19.0

66.7

66.7

33.3

66.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

安全

安心

快適

支えあい

自然

健やか

つながり

優しさ

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 無回答
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

23.1

15.4

0.0

15.4

0.0

0.0

8.8

8.8

17.6

2.9

2.9

0.0

2.9

7.3

7.3

7.3

4.9

12.2

2.4

0.0

0.0

18.2

13.6

13.6

9.1

13.6

0.0

2.3

4.5

12.5

20.0

17.5

17.5

17.5

2.5

0.0

2.5

15.0

15.0

13.3

13.3

3.3

3.3

1.7

1.7

28.6

19.0

14.3

4.8

7.1

0.0

0.0

9.5

33.3

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生きがい

ふれあい

活力

豊かさ

幸せ

その他

誇り

無回答

18歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳

60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 無回答
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６  自由記載の設問について 

 定住希望 

【問３】これからも南山小学校区に住み続けたいと思いますかの設問中、「３．

市内の他小学校区に移り住みたい」もしくは「４．他市に移り住みたい」を

選んだ理由 

 

①３．市内の他小学校区に移り住みたい 

○ 嫌がらせを受けている為 

 

②４．他市に移り住みたい 

○ 教育環境が不十分なことや子育てのための施設が少ない 

○ 白井市の福祉が遅れている。高齢者は住みにくい。役所も他の子に比べると不親

切。 

○ 不便だから。 

○ 飲食店も無いに等しいし習い事も少ない。 
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 魅力 

【問４】南山小学校区の魅力（[例えば]好きな理由、良い点、自慢できるこ

と、お気に入りの場所・モノなど）をお聞かせください。 

 

○ 木が多い 

○ 緑がいっぱい。遊歩道が整備されている。徒歩圏内にお店、病院がある。駅前セン

ターが近くにある。 

○ 歩道が広く自転車等乗りやすい緑が多く自然が豊か 

○ 1.生活に必要な社会機能が備わっていること但し、飲食店が少ない点がやや不満

足。2.落ちつきがある光が好きです。 

○ 治安が良い。自然災害に強そう。 

○ 桜 

○ 住宅地に車の出入りがなく静か。 

○ 歩道が広く、安全、緑道もあり通学も安心 

○ 南山公園を散策するのが楽しい・白井駅前に商業施設が集まっていて便利 

○ 駅が近い 公共施設近い 南山公園が好き 

○ 徒歩圏内に市役所・病院・スーパー・駅などがあり便利です。小・中学校へは、我

が家の住むマンションからは遊歩道で行けるので、安全で良いと思います。 

○ 長閑なところ 

○ 公園が多い。・子供の通学路に危険が少ない・駅がある 

○ のどかの所が魅力・なしがおいしい 

○ 道路も広く、坂もなく、緑も多い 

○ 公共の施設(市役所、郵便局、お店、病院)等が近くにある。 

○ 梨もおいしい 

○ 南山公園、駅前センター図書館サービス、・中学校へ通学の際、車の通らない道で

行ける。 

○ 学校、病院、銀行、スーパー、駅、自然、公園、全て徒歩圏内です。 

○ 小、中学校が近い。 

○ 駅、商店、薬局、コンビニ、病院、わりと近くにあるので生活は、便利で住みやす

いと思います。 

○ 交通が安全 防犯が安全 

○ 生活圏内にスーパー・病院・役所などが一通りそろっており、不便ではないため・

道路が広い(運転しやすい) 

○ 調整池周辺。 

○ 都会では無い。農家が近くにある。季節感がしっかり感じられる。 

○ 静かであること 

○ 災害が少なく地盤も強固の様だし、非常に良い町だと思っています。 

○ 近所づきあいがあまりなく あっさりしている 

○ ホーミィのいろいろな集りがあり楽しく参加しています。生きがいにもなってい

ます。 

○ 南山公園法目川を囲む森林の木陰は真夏でも涼しい。週３回のウォーキングで健
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康管理をしている。 

○ 平地な土地・遊歩道の警備・緑が豊か・随所に有る公園・閑静な住宅街 

○ 草樹木に恵まれ 程良い住環境散策する場所に欠かない。住宅地に車両侵入がな

く人口密集具合も適度安全。※書店がないのが残念 

○ 自然が多い・道が広く、犬と散歩しやすい。 

○ 住みやすい。子供達が学校まで安心して行ける(車などの心配がない) 

○ 特にここだからでは無く。たまたま住居が(県営)きまり。住んでいる。 

○ 緑も多く。ゆったりした。町並が良い。 

○ 高齢者が→バス利用が助かる。→買物等に(無料になると助かる) 

○ 車が少なく静かで安全 

○ 治安が良い 

○ 公園が多く人工ではあるが緑が豊富である。駅に近い。 

○ 街並が整っていて清潔な点、治安が良く犯罪が少ない。 

○ みどりが多く大きな公園も有り、子育てするにはとても良い所だと思います。 

○ 生活に必要な物が全て徒歩圏内にそろっている。 

○ 静か 

○ 散歩に向いている 

○ 災害がない 

○ 少し足を延ばせば農産物が買える 

○ 駅も近く買い物もしやすい 

○ 南山公園、四季の移り行く変化を感じられる散歩に最適。 

○ 自然豊か。歩道が広く、遊歩道もある。公園が多い。 

○ 緑が多く、道路も整備されている。 

○ 公園等も多く、散歩するのに適している。 

○ 日常生活の買物も比較的に近くにて出来る。 

○ 我が家 

○ 南山公園、桜等緑が多い。 

○ 子供が遊べる場所が多い（公園、梨の泉など） 

○ 子供が安全に登下校できる。 

○ 生活する上で必要な場所が揃っている。又は近い（駅、郵便局、市役所、商店等） 

○ 道が広くてあるきやすい。 

○ 緑が多くて、子供達が安全に学校まで通えるところ。 

○ みどりが多い。図書館が充実（近くに）。病院がある。スーパーがいくつかある。 

○ 完全歩車分離。 

○ 公園、緑が多い。 

○ 自然が豊かで閑静。 

○ 通学路が安全 

○ 学校の校庭が広い 

○ 総合病院が近くに 2ヵ所あり車がなくても通院できる。 

○ 緑が多い。 

○ 散歩が出来る場所がある。 
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○ 駅から近い 

○ 公園も近く、かつ清潔感がある。 

○ 南山小学校と直接関係していない（引越してきて約 18 年で高令）ために問 2、愛

着云々に返答できない。 

○ 自然が多く、空気がキレイ。 

○ 公園が広くて多い。 

○ 緑がたくさんあって、散歩コースがあること。 

○ 緑が多く、静かな環境です。 

○ 図書館が充実しています。 

○ 白井駅まで近いので便利です。 

○ (1)駅に近い(2)買物に便利(3)南山公園はよい散歩コース 

○ 徒歩圏内に駅、スーパー、役所、病院等があり、便利である。生活しやすい。 

○ 歩道整備が良い 

○ 通学路が整備されている。 

○ 自然環境に恵まれ定期的な清掃、整備も実施されていてきれいな地区であると思

う。 

○ 幼稚園、小・中学校もあり子育てには良い環境はそろっていると思う。 

○ 公園が近い。スーパーが近い。 

○ 大きな公園が近くにある（白井総合公園） 

○ 病院が充実している（聖仁会、千葉白井） 

○ 買物がしやすい（ベルクが近い） 

○ 図書館が近い 

○ 駅前にコンビニがあると便利 

○ 県道 189 号線が一直線に開通するともっと住みやすくなる 

○ 公園、緑、田んぼがあり、小川があり、電車もあり。 

○ 市役所、郵便局、駅、スーパー 

○ そろって近場にあること。 

○ 白井駅に近い。 

○ 自然に恵まれている。 

○ コンパクトにまとまっている。広い公園がある。お店が少ない。本屋がない。 

○ 緑が多い。 

○ 駅に近い。 

○ 空が広い。 

○ 広々してる。 

○ 前住居よりも環境が良い。買物の利便性、食料品、電家製品、日用品、薬局、等々 

○ 公共機関も近い。公園、緑も多く癒しの場も多い。 

○ 市役所、銀行、郵便局、スーパーなど徒歩圏内にある。 

○ 桜が綺麗なところ 

○ 古くから住んでいる方もいて子供連れで散歩などしていると声をかけていただけ

ることも多い事が嬉しい。 

○ 同級生夫婦で南山中出身なので愛着がある。 
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○ 道が広く歩道が多いので安全に学校に通える。 

○ 車がなくても買い物や病院に不自由しない。 

○ 駅が近い。 

○ 自然が多く静かである 

○ 車道を通らずに駅に行ける。 

○ 公園へ散歩する時も車を気にせず歩ける。 

○ まず交通の便が良い事。スーパー、公園も生活に必要な要件がそろっている。 

○ 適度な自然環境が保たれている。市役所も近い。 

○ 1980 年の 12 月に都内から移住。３年半の転勤生活はあったものの、ずっと住み続

けている。定年後、緑あって市民大学校に入学、２年間、地域の住み方を習った。 

白井発見学科を健康生活学科に所属したが、生涯学習課の松岡さんが魅力的に見

えた。その後、デジカメや陶芸のサークル活動をし、健康生活学科の友人たちと公

園清掃のボランティアを 10 年続けている。印西市の景観が大きく変わった。倉庫

とデータセンターが増え続けている。大きなトラックが道をふさぐように走る。

白井も梨園がつぶれデータセンターが増えるのか。白井の魅力は梨だと思う。 

○ 通学路が安心（車歩分離ができている） 

○ 道路が安全にわかりやすく歩きやすくできている 

○ 季節の変化を感じながら生活できる。 

○ 特に北総線沿いの桜は毎年楽しみにしている 

○ 笹塚エリア 

○ 閑静な住宅街・街がきれい（ゴミ出しなど） 

○ 交通量が少ない・安全・買い物が便利 

○ 南山小区近辺 

○ 通学路が安全（歩道のみ） 

○ 自然が多い 

○ 南山公園 

○ 法目橋からの風景 

○ 北総線沿いの桜 

○ のんびりしている。 

○ ホームセンター、スーパー、郵便局 etc、そろっている。 

○ 駅前（特にプリスタ側）に飲食店が欲しい。 

○ 1、町が静かで自然が多く残っている。 

2、買い物、病院、市役所、図書館、文化会館などが近く便利である。 

○ 公園が近くにあり住宅街だけど静か 

○ お年寄りが子供の目になってくれるので助かる 

○ 自然、生活用品の買いやすさ 

○ 特にアドバイスをもらうこともなく自由である事 

○ 家のまわりを清掃（落ち葉の片づけ）をしてもらう事     

○ 子供の声を聞くと若さをもらえる事 

○ 蔓物ののびが大きいので処理に困っています。（時間がある時に処理したいと思っ

ています） 
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○ 駅が近いため電車通勤が便利 

○ 駅周辺にスーパーが２軒とドラックストアーがあり便利 

○ 南山公園がある 

○ 家から保育園まで遊歩道で行ける 

○ 駅前センターで図書館の本が借りられる 

○ 保育園がある 

○ 木の緑が多く、公園や遊水池の周りなど散歩のコースが多い 

○ 声をかけて下さる方が多い 

○ 緑があること。落ち着いた雰囲気。町中がきれい。 

○ 高いビルがないので空がよく見える。 

○ 緑が多く、遊歩道が整備されている。 

○ 市役所、図書館、文化会館、病院等が一か所に集約されている。 

○ 都会と田舎の中間、程よい。 

○ 商業施設、役所、郵便局など生活に便利 

○ 学校、公園、住宅が整然と配置されており、また駅にも近く申し分なし。 

○ （電車賃が高く気軽に利用できないことはたまに傷である） 

○ 道が広い、公園も多い、自然が緑が多い 

○ 体育祭や音楽の授業の音などがここちいい 

○ 夜空がきれい。 

○ 駅が近い。 

○ うるさくない。 

○ 公園がある。 

○ 密集住宅が少ない。 

○ 買物のまあ近くにある。 

○ 病院も多々ある。 

○ 幼稚園、保育園、小学校、中学校がまとまっている。 

○ 緑が多く、車も少なく静かな所なので、気に入っていますが、お店や銀行とかが、

もう少し沢山有れば言う事無しと思いますが、それはお隣りの印西市に頼れば済

む事でしょうかね？ 

○ 白井駅前の商業施設が充実したら良いと思います。 

○ 遊歩道が多く、子供にとっても安全。 

○ 徒歩圏内で生活用品、病院などが揃っている。 

○ 駅に近い 

○ 静かで緑が多い。 

○ 治安が良い。 

○ 散歩コースが充実している。 

○ 騒音を出す工場なども無く、生活に必要な物資を買いに行く店も近くに多い。 

○ 治安も良い。 

○ 子供達の通学時の様子も平和に感じられる。 

○ 和やかな町だと思う。 

○ 環境も良い住宅地 
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○ 白井駅に近く、成田空港や都心に短時間で行ける便利さがある。 

○ 自然災害の心配もなく、安心して生活ができる。 

○ 移住して１９年になりました。静かで気候よろしく穏やかに過ごしています。 

○ 良い点 

・自然環境が良い静かな地域。 

・比較的交通の便も良い。 

・日用品も手に入りやすい。（悪い点と共通） 

悪い点 

・白井駅前の街作りが無計画。（駅前に梨園等） 

・人口増加施策が乏しい。 

・食糧品等の買物に高齢者は不便。 

○ 環境がいいこと。 

○ 空気がおいしいこと 

○ 駅前が広いこと。きれいに清掃されていること。 

○ 必要最低限の生活向け商店が存在していること。 

○ 散歩する場所が多い。 

○ 周辺に買物するのに不自由を感じない。 

○ 静かで緑が多い。 

○ 自然が多く、桜の木が多いので季節を感じやすいです。散歩していて楽しい。 

○ 広い公園がある。 

○ 歩いて行けるジムがある。 

○ スーパーも便利。 

○ 郵便局、宅配便の集積センターも近い。（池の上小学校区？） 

○ 歩道が広い。 

○ 公園が多い。 

○ 野球場と周りの草取りや樹木管理が行き届いている。 

○ 小学校への通学路は交通事故の心配が少ない。 

○ 各マンションの草刈りもマメ。 

○ アーバンの有志の方々が調整池の草刈りをしてくださり有難い。 

○ 図書館が近く、緑があり、のんびりできる空間があり、ゴミゴミしていない。 

○ 生活しやすい。 

○ 落ちついている。 

○ 歩道が広い。 

○ 子育てしやすい。 

○ スーパー、駅等近く、静かで良い。 

○ 公園が多い 

○ 駅・公共施設（市役所・警察・文化ホール・図書館・公民館）病院・スーパー等が

徒歩圏にある。 

○ 道路が広く、平たん。 

○ 緑が多く。公園等が有り、静かな環境 

○ きれいな町並み 
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○ 空間があり道が広い。 

○ みどりが多く散歩にいいところです。 

○ 生活するのに便利である。 

○ 市役所・文化ホール・図書館・病院など生活圏にあるのでとても便利です。 

○ 治安が良い。 

○ 環境が良い。 

○ 落ち着いた雰囲気、治安の良さ。 

○ 貯水池の両岸に遊歩道があり、テニスコートや野球場などの公園の周りも含めて

散歩や景観をながめるのに適している。 

○ みどりが多く公演も多い。ザワザワ感がなく静か。 

○ 子育てしやすく、町並みも広くキレイ。 

○ お散歩、マラソン、ウォーキングがしやすい。 

○ スーパー、薬局、病院等も充実している。 

○ 自然が豊かで閑静な住宅街 

○ 古くからこの地域に住んでいる為。 

○ 学校裏の桜並木 

○ 歩いて行ける範囲で助かります。（市役所、病院、駅、買い物、他） 

○ 自然が豊かであり、スーパー、病院、市役所、図書館等の施設が徒歩圏内にある。

とても利便性が良い。 

○ 交通渋滞もなく車で移動がしやすく、到着時刻の予測がたてやすい。 

○ 普段の買い物が便利。 

○ 一寸歩くと自然がある。 

○ 南山に移り住んで 40 年以上ですが、小学校とは何の縁もありません。 

○ 自治会組織が小学校区を単位としていることに疑念を抱いています。 

○ 例えば駅前周辺を単位とするなどであれば自治として活動しやすいと思います。 

○ 南山小学校区を（PTA 中心の考え方を進める）自治組織としていることに苛立ちを

覚えます。 

○ 住宅地、（田畑）、林等が混在していて多様な風景、生物に触れ合えること。 

○ 自然が豊か 

○ 南山公園はよく散歩し、健康（体力の向上）的である。 

○ とても静かです。環境も良い。ただとても不便です。 

○ 駅前をもっと整備しないと新しく住民は増えません。 

○ 静かで住みやすい 

○ 自然が残って居りますので整備がまあまあ出来ていると思います。 

四季折々の風景、例えば囲りの木、法目池に来る鴨たち、うぐいすの鳴き声など心

が癒される。 

○ それと徒歩圏内で駅、スーパー、図書館などに行ける便利さ。 

○ 更にもう一つは子供たちの元気な声です。 

○ 通学路が安全。歩道が広く整備されている。 

○ 梨の泉は子供が小さい頃よく遊びました。 

○ 最初は水がないのが残念でしたが、ないなりに遊べてよかったです。 
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○ 子供の歩く練習、追いかけっこしたり。 

○ 良い場所だと思います。 

○ 特になし。静かなだけ。 

○ 道路が広い 

○ １．道路の幅が広いこと。 

２．公園の緑が多いこと。 

３．トラックが入ってこない事（交通安全） 

○ 愛着（自慢）緑が多い。（場所）南山公園。 

○ 道路が広く区画整理されていると思う。 

○ 坂道がほとんどない。 

○ 緑が多い。 

○ 緑が多く、道幅も広く、心がいやされる。 

○ 私の住んでいる所は静かで環境がよい。 

○ 長く住んでいるので近所に友達が多い。 

○ あちらこちらに桜があり、春はとてもきれい。 

○ 梨農家さんとも親しくできる。 

○ 校区の魅力とは？古くからの既存の校区ならいざ知らず、新しい居住区では校区

に限定されない考えが一般的でないですか？？ 

○ このアンケートの主旨がもう一つ理解できない。 

○ 幼稚園、小学校、中学校が並んで建てられているのでとても良い。 

○ 子供達の声が聞こえてくるので耳をすまして立ちどまる。 

○ 木々、植物、桜、とても楽しみです。 

○ 緑が多くバランスが良い。 

○ 買い物に便利 

○ 近隣に無園、里山がある。 

○ 自然 

○ 緑が多く静か。 

○ 治安が良い。 

○ 自然が豊かで穏やかなところが好きです。 

○ あるていど施設がある所、病院、スーパー、ホームセンターなど。 

○ 駅が近いこと。 

○ スーパーがあってくらしやすいこと。 

○ 線路沿い、貯水池、公園の桜並木が美しい。また、道路含め広々と配置され木々が

多いこと。 

○ 駅前が栄えている。 

○ 住みなれている。 

○ 散歩するコースがのどかな場所があってよい。（交通量がない） 

○ 時には役所や買い物など徒歩で要件がすむ。 

○ 娯楽施設が無い事（パチンコ店） 

○ 好きな理由、公園や緑地が多い。 

良い点、病院、郵便局、買物、市役所等、徒歩圏内のため生活に便利である。 
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自慢できること？ 

気に入っている場所、ロンリーストーン。 

○ 緑が多い 

○ みどりが多い 

○ 平和、静か 

○ スーパーが多いところ 

○ 自然が豊かなところがいいです。 

○ 歩車分離がされていて、安全なところ 

○ 小学校前の桜並木が好き 

○ 小学校までの道が安全でよい。 

○ 特に不便ではなく、治安もいいのですみやすいと思う。図書館や総合公園は地域

の魅力と言えると思う。 

○ 車道と歩道が分かれている 

○ 歩道が広いので、小さい子も安心して歩かせられる 

○ 学校の校庭が広い 

○ 公園が多い 

○ 生活必需な施設(スーパー病院市役所郵便局など)が過不足なくあるので便利 

○ 草刈りなど整備 

○ 適度に自然があるところ。日常生活に必要なお店が揃っている 

○ 美味しいケーキ屋さんがある 

○ 樹木が多い 

○ 調整池 

○ 公園がいい 

○ 徒歩圏内で生活が可能である 

○ 公共機関へのアクセスが良い 

○ ホームセンター、スーパー、病院等生活インフラが整っている。 

○ 駅前に便利な商業施設や大きな病院がある。徒歩圏内に図書館もあり、徒歩圏内

で生活の大多数が賄える 

○ 白井市役所、白井総合公園、白井文化センター、白井図書館、総合病院が近い 

○ 公園が多い 

○ 駅からも近く、歩道が広くて安心して歩ける。 

○ 車の道を通らずに学校、駅や公園に行けること。 

○ のんびりとした時間、豊かな自然が魅力。 

○ 静かな住環境 

○ 市内他の地区と比べてみんな揃っている。 

○ 生活に必要な公共施設や医療機関、買い物に必要な店舗等、徒歩圏に揃っている。 

○ 生活時間が静かに過ごせる。 

○ 地震の揺れに対しては、被害が甚大となる可能性が比較的低いと考えられるとこ

ろ 

○ 歩道と車道が明確に分かれている道路が多いところ 

○ 公園や緑が多いところ 
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○ 図書館・プラネタリウム･大きな病院・スーパー・市役所が徒歩圏内にあるところ 

○ 坂道が少なく、高齢になっても動きやすい地域なのでは？と思えるところ 

○ 散歩に向いた街並みであり、落ち着いています。 

○ コンパクトにまとまった街で市役所も近く便利 

○ 近場で行列も無い行政手続きが出来るのは素晴らしいことだと思います。 

○ 少し歩くと梨園などのどかな田舎道を散歩出来るのは気に入ってます。 

○ 無人野菜販売所へ駅から歩いて行けるなんて珍しいと思っています。 

○ 街がきれい 

○ 歩道が広い 

○ 店、病院が近い 

○ 駅に近い 

○ 市役所や駅や病院などに近く便利。 

○ 交通手段が豊富でありながらも、静かなこと。 

○ 桜がきれい 

○ 図書館近く便利 

○ 静かで落ち着いた雰囲気で住みやすい。保育園、幼稚園、小学校、中学生が近くに

まとめてあり歩道もきちんとあるので通学路もすごく危険と感じるところがなく

安心。 

○ 駅に近い 

○ 遊歩道の桜並木がきれい 

○ 市役所、駅前センター、図書館、文化ホール、白井木戸公園、白井総合公園などが

近い 

○ スーパーやドラッグストアも近い 

○ 銀行、郵便局もあり生活しやすい 

○ 近くに駅、役所、郵便局などがあり、生活に必要なスーパー、薬局、ホームセンタ

ーなどが充実しているため高齢者になっても生活できそう 

○ 道路が広い 

○ 通学路が安全なところ 

○ 道が広く歩きやすい 

○ スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、病院が近くにあるところ 

○ ほどよく都会でほどよく田舎なところが良いです。 

○ 駅に近く、スーパーやコンビニ、薬局もあり、年齢を重ねても生活に困らないと思

います。 

○ 便利な環境ですが、緑も多ので過ごしやすいです。 

○ 自然が多く街が綺麗。 

○ 歩道が広く安全。 

○ 小中学校までの通学路はほとんどが遊歩道なので、安心して通わせることができ

た。 

○ スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、電気屋さんと多くの店舗があり、し

かもどこも徒歩で行ける距離で助かる。 

○ ほうめい橋は朝日と夕日の時間綺麗だから好き 
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○ 整備された住宅街 

○ 水害の心配がない事 

○ 市民の質が良い 

○ 普段の必要な物が揃う 

○ 車道歩道がしっかり分かれていて道も広い。小学校に行くまでに信号がある道を

通るとことが少ないから安心。 

○ 公園も広くて多い子育てしやすい 

○ 自然があり交通網も良い。治安も良いように思う。 

○ 静か 

○ 公園、保育園、学校が近くにある。 

○ 静か 

○ 駅も近い 

○ 小中学校が近い。 

○ 閑静な住宅街。 

○ 通学路が比較的安全 

○ 駅、スーパー、薬局、電気屋、市役所など生活に必要な施設が徒歩 5 分圏内にあ

る。また、子育てにおいては歩道が広い箇所が多くベビーカーを押しての移動が

しやすいこと、治安が良いこと、遊び場となる施設や公園が多いことも魅力であ

ると思います。 

○ 小学校まで横断歩道（道路）をほとんど通らずに通えるところ。 

○ 白井駅まで近い。 

○ 道路や歩道が広くて歩きやすいこと。 

○ 道が狭くない。歩道が整備されている。通学路は車道を通らず安心。公園あり、緑

や自然が豊か。人が多すぎない。 

○ 子ども達のほとんどが信号を渡らずに通学できる点。 

○ 公園が多いのは良い 

○ 長く住んでいるため愛着があります。これが良い、といった具体的な魅力は感じ

ません。 

○ 産まれて育った場所の為他へは行きたくない。 

○ 緑が多いこと。歩行が安全なこと。 

○ 歩いて行ける場所に必要なものが全部揃うこと（スーパー、ホームセンター、ドラ

ッグストア、100 均等） 

○ 閑静 

○ 周りに公園が沢山あり子育て世代にはありがたい 
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 地域課題 
【問１２】南山小学校区にお住いになり、あなたが感じている地域課題（生活で普

段気になる事、不安・心配な事・困っている事など）はどんなことですかの設問中、

「１７．その他」を選んだ場合 

 

○ 法目橋の老朽化。 

○ 保育園、小学校に対しての近所からのクレームが多い。例えば運動会の朝の花火

がうるさいや保育園の音楽がうるさいなど 

○ カフェや小さいレストランのような潤いのある文化的な場所がない。 

○ 子どもたちがボール遊びができる環境 

○ 飲食店が全くないこと 

○ 外国人増加による治安維持 

○ 単身赴任中なので、わからない 

○ 南山にスーパーがない 

○ 木の枝が歩行者通路によく落下して危ない 

○ 人口減に対する対策が不足している（特に若年層） 

○ 南山公園の活用（フンスイコウエン）（盆踊り等） 

○ 少子化 

○ 人口の減少、老齢化 

○ 駐車場付きの大きな遊具のある公園、夏水遊びできる場所（なごりはあるが 1 か

所で良いので復活させて） 

○ 歩きたばこ・ポイ捨て（たばこ） 

○ 文化施設ではなく、住む事に特化している印象、食べる所も含めて暮らし全体で

魅力ある街に！ 

○ 高齢者世帯の増加で独居老人が増加、活力減退地域 

○ 暴走族がうるさい。 

○ 車を廃車・移動はタクシーやバス、それも予約が出来なかったり、日曜日はバスが

運休。 

○ 少子化、若いファミリー層が移住してこれる場がない。 

○ 都市計画を無視した住宅地へのデータセンターの誘致（白井市が誘導） 

○ 地域居住のため 

○ ローソンが無い 

○ 庭木の手入れ（道路へのはみ出し防止） 
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 これからの地域でのつながり 
【問１４】南山小学校区を住みよいまちにしていくために、これから地域でどのよ

うなつながりが大切だと思いますかの設問中、「５．その他」を選んだ場合 

 

○ 外国人増加による地域の治安維持 

○ 単身赴任中でわからない 

○ わからない 

○ お茶を飲める場所が欲しい 

○ 親睦・親しさ 

○ 高齢者と子供の結びつき 

○ 人口が減少しても、維持できる社会の創造 

○ 歩いて気軽に立ち寄れる居酒屋、食堂等がほしい 

○ 利己主義者の跋扈 

○ 現状の環境を変更する開発 

○ 共通の問題意識を持つ 

 

 

 地域を盛んにするために必要なこと 
【問１６】南山小学校区の地域を盛んにしていくために、これから必要なことは何

だと思いますかの設問中、「１１．その他」を選んだ場合 

 

○ 駅前の活性化 

○ 老齢化対策 

○ 市の何々指導員が無償奉仕はダメ。年 2～3 万円は出す。 

○ 政治家の刷新 
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 これから地域で取り組むべきこと 
【問１４】南山小学校区を住みよいまちにしていくために、これから地域（住民）

が中心になって取り組むべきことはどんなことだと思いますかの設問中「５．その

他」を選んだ場合 

 

○ 南山にスーパーが欲しい。 

○ ベッドタウンと化しているのでまずはその認識をなくすところからスタートして

みてはどうでしょうか？ 

○ 歩行すれ違い時の相互挨拶 

○ 日常親と一緒にいない子どもをどう手助けするか 

○ 堀込団地のリノベーション、若い世代の移住受け皿作り 

○ 空家対策 

○ 小学校・中学校の部活動応援・見物・コーチ 

 

 

 まちづくりの将来像の言葉（キーワード） 
【問２１】今後、南山小学校区が目指すまちづくりの将来像を表すものとして、ど

のような言葉（キーワード）がふさわしいと思いますかの設問中、「１５．その他」

を選んだ場合 

 

○ 健全な運営、誠実さ、時代にあわせた古い価値観をおしつけない…など 

○ わからない 
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 アイディア・意見など 
【問２２】これからの南山小学校区の市民主体の「小学校区単位のまちづくり」に

ついて、アイディアやご意見を自由にお聞かせください。 

 

○ １.有償ボランティア活動 

２.市民による市民のための講座開催子供用→(学校での開催していた) 

○ 団体や協議会等が多すぎる)同じ機能は集約すべき。過去からの習慣に捉われすぎ

ている。 

○ 駅前に飲食店があるといいなぁ。ちょっとお茶するところも。(マクドナルドやミ

スタードーナツ等)、家で育てている植木や花やあまっている鉢とかを物々交換し

たり、販売したり、差し上げたりと出来る日が年２回ぐらいあったらいいなぁ。 

○ ゴミ出しの協力 

○ 自治会活動も高齢化で厳しくなっていると思う。元気な時は、仕事で時間がなく、

いろいろ難しい。 

○ お若い人達はいそがしいし、かと言って高齢者は、時間はあっても体力が無いし、

地域の事を普段意識して暮らしてなかったとあらためて思いました。自分の生活

を考えるだけで手一杯な状態です。 

○ 範囲、エリアが広すぎて、何もわからない 

○ 他の自治会との交流が欲しい。連携し協力できるといいのですが・・・。 

○ 継続的に活動が行われる核の育成（中心になる団体がないようにみえる） 

○ 活動情報の伝達、広報等で周知させる。 

○ 各自治会との交流がない、もっと交流が出来る方法を考えて欲しい。 

○ 桜が美しい。美しい桜が老木となり、寿命が近い様子。計画的に植え換えを進め、

美しい桜を将来につなげてほしい。 

○ 植え込みの植栽が手入れがたりない様子。きたないままだと、住民の気分が低下

する。来訪者にも市の印象が悪くなる。手入れをもっとしてほしい。 

○ 人口の減少に対応するまちづくり。 

○ 南山とか、池の上とか、限られた地域ではない関連する地区全体をみすえる考え

方が必要では。 

○ 皆さんの総意に従う。 

○ 少 「々小学校単位のまちづくり」には、はずれると思うが、気楽にランチができる

様な場所、店舗があれば良いと思う。 

○ 自然環境豊かな地区であり、その環境を生かした活動と地区の高齢化対策、子育

て環境の整備を取り組んでいくことが必要と考えます。 

○ まずは子供を増やさないと。 

○ デジタル化を推進 

○ 学童に順する子供たちの溜り場のような場所に、高齢者も参加し勉強を教えたり、

遊びを通じて地域で子育てをする。 

○ 母子家庭や鍵っ子など、淋しい子供を取り残さないように出来れば良い。 

○ 子供の自主性を育むような仕組みが望ましい。 

○ 小学校単位の町づくりイメージがわかない。縁あってパークハイツの老人を対象
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としたサロンの運営に携わっている。 

○ 民生委員を含めた数人の融資を知恵を絞って活動しているが、自治会や管理組合

の役員たちは参加していない。こんな小さな単位ですら無関心な人達が多い。 

○ 健康生活学科８期生の友人たちと白井、西白井の公園で雑草取り、落ち葉拾い、危

険物収集をしている。この場がメンバーの安否確認や連絡の場になっている。 

○ 最初は公園に来る子供たちのために活動していると思っていたが、今ではこの活

動が自分たちの健康のためにやっている、と思うようになってきた。 

○ 本当はこんな小さな集まりが自発的に、長く続けられるような環境づくりが大切

なのではないかと思う。 

○ 最近の生涯教育がどうなっているのかわからないが、白井市の高齢者が元気にな

るための知恵を絞ってほしい。 

○ 気軽に趣味を楽しむ機会が近所の仲間でできるといいと思います。特に男性はそ

の機会が少ないので、気軽に将棋とかゲーム等を通してお話することができたら

いいと思います。 

○ 特に目的を決めない年代別のサロンのような集まりを作るのはどうでしょうか？ 

ただのお茶会でも良いし、何かやろうと同年代の方々が考える会に発展するかも

しれません。場所を用意して同年代に絞るだけでも人が集まりやすいのではない

かと思います。年代によってサロンの時間帯や曜日を変化させて参加しやすくす

る。 

○ 自治会の夏祭りは紅白（NHK）同様、もう時代に合わなくなってきていると思いま

す。何か別のイベントに変えた方が良いのではと思います。 

○ 1、まちづくりの活動に市民が積極的に参加できるように、第一段階として行政指

導、任意の活動団体などすべてを紹介すべく「広報しろい」で広報活動を行う。そ

の中で多くの参加を呼びかける。 

2、若い方が「白井が魅力ある街だ」と感じることができる環境を作る。     

具体的には駅前広場を活用した月一回のフリーマーケット、市営のキャンプ場、

ＢＢＱ場の運営、子育て中の親を支援する組織と場所の提供などを行なう。     

3、行政が支援していることを感じられるように意識して予算をつける。 

○ ひたすら前例の踏襲ばかりの活動がなくなれば色々と広がっていくと思います。

あとは適時効率化でしょうか。 

○ P7 の問 18 につけた〇を実践していけばよりよいまちづくりになると思っていま

す。 

○ ○○指導員の市の手間手当、環境が 25,000 円がゼロ。防犯もゼロ。年間１～３万

円位手当を出すべき。実費もあれば負担率を決め、支給する。予算のコトがある。

無料、無償化になる。プライドを失う。憎まれ口を言わなくなる。と思う。 

○ 自治会も独裁的、利己主義者がのさばり、協調性・社会性の薄い奴がトップになる

と、困惑するだけ。地域・居住地へ関心のある人材を増加させるには、広報で啓蒙

活動すること。文句を言う市民の発言を紹介すること。 

○ 防犯面で学校だけでなく地域全体で不審者などの情報を共有し、見守りなども積

極的に PTA 等だけでなく一緒に地域で取り組む。 

○ 老歳化した南山地区、若い世代を呼び込みたい。 
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○ 今アイデアはないが、若い世代のかかえる問題点を少しずつでも解決できれば若

い人達が移り住んでくれると思う。 

○ 放課後子供教室の活動 

○ 学童以外に子供が安全に過ごせる環境の整備 

○ 小中学校の施設を住民に貸出して頂けるのは嬉しい。 

○ 体育館や修武館は避難場所になるので冷暖房やコンセントの増設を年次計画とし

て予算化して欲しい。 

○ 防犯上、外灯は LED 化して明るくする。 

○ ４６４沿いの草取りをしたマンション自治会に用具やゴミ袋代の応援金を支給。 

○ 本屋さんも無い白井市南山地区だけの乗り合いタクシー等、買い物やセンター活

動の為に移動に便利な方法を考えて欲しい。 

○ 白井駅近くにレストラン・コーヒーハウス等を誘致すること。 

○ ボランティアに協力できるケースがあるので、もし必要な案件があればアナウン

スして欲しい。 

○ まちづくりの中心となるのは、これからの未来を創る若い世代の母数がないこと

には進まないと思います。そのためにもその若い世代が住む「場所」をまず確保す

ることが必要かと。 

○ 南山小は年々新一年生の数が減っていると聞きます。 

○ 若い子育て世代が気軽に他地域から転居してこれる「ハード」の部分、すなわち住

まいを提供できないといけません。 

○ 例えば堀米団地を再開発して若い世代が流入できるようにする。まずはそこから

ではないでしょうか？ 

○ 常に新しい世代が流入してくる土壌を作ることから考えて頂きたいです。 

○ 子供食堂のような場所を作る。食料は寄付から賄う。誰でも食べに来て OK の放課

後のいこいの場。（誰でも働ける）将来、子供食堂をやってみたい!!と言っている

友人が４～５名おります。（南山小学校区、他でも） 

○ 幼稚園や小中学校で運動会等の練習などで音楽や太鼓の音がうるさいとクレーム

をつける住民がいると聞きました。子供達がのびのびと練習出来る環境を作るの

も南山小学校区の住民主体のまちづくりではないでしょうか？ 

○ 小学校区というくくりが地域活性化と異なっていると思う。 

○ 地域の特性、方向性が同じ区域について地域活動を行うべきであると思う。 

○ PTA という団体が閉鎖的であり、行政が行う支援のメリット、役職等を独占してい

るように思える。 

○ 市民の協力、連係でいろいろな活動ができれば良いと。 

○ 飲食店の増加 

○ １．小学校、中学校で行われている部活の様子を住民が身近で応援できるように

ならないか。 

２．同上。朝練は望ましくない。集中力を欠くことになる。 

３．小学校のあり様を活性化させることが地域住民にとっての活力にもなる。 

○ 南山小学校区が一つになる方法 

運動会（自治会別）場所、道具は小学校に協力してもらう。道具に金がかからな
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い。 

○ 我々は学区を意識して居住地を選んだのではない。もっと広い区域。アンケート

の企画の意図が理解できない。なぜ学区が初めなのか？学区単位のまちづくり、

小学校区に閉じ込めたいのか？以前ハザードマップも学校単位の地図であった。

学区単位から卒業したらよいのでは。学区単位のまちづくり？？地域の課題の掘

り起こしが先でないか。 

○ 駅南口の再整備（梨の泉の再生） 

○ 散歩道の整備（ベンチとかトイレ） 

○ 他市と違いが（条件）有り過ぎる。 

○ 市の予算が無いから出来ないという事が多い。 

例①予防注射の補助金 

例②円安・物価高の影響等による補助 

例③高齢者へのおもいやり。等が他市と比べて薄い。 

悪い例ですが市民に対して役所の職員の皆様は良くやっていると思う。 

○ SNS 発信を活発に行う 

○ 若い人（20 代前後）も興味をそそられるイベントがほしい。音楽イベント、フー

ドフェス、移動図書館などの本のイベント、キャンプイベントなど 

○ 集まる施設（駅前センターなど）が古く圧倒的に魅力がないです。コミュニティカ

フェなど素敵な空間があれば、若い世代ももっと参加するのではと思います。近

隣でいうと、印西の牧の原テーブルなどはカフェとキッズスペースコワーキング

スペースが一体となっていって、地元食材も取り入れたメニューなどもあり、ワ

ークショップなども盛んで良いと感じます。 

○ 1 人(又は 1世帯)の負担が大きい場合もある 

例えば、自治会の役員の人と PTA 役員が重複していたり、自治会の中でも役員を

複数担っていたり等。高齢化で参加人数が確保できないことや、新しい人が加入

してこない事などが原因のひとつだと思うので、 

1,まちづくりの参加人数を増やし、2,1 人の負担を少なくすること、3,若い世代に

参加して貰い、今までの事を継承していくと共に、新しい取り組み方を積極的に

取り入れて若い世代が運営しやすくしていくことが必要だと思う 

若い世代が役員にいない事、決まった人が長く役員をやっている事により、新し

い考えや取り組み方がなかなか通りづらく、実行されにくいと感じる。 

今後を担っていくのは若い世代であるので、若い世代がやり易いよう変えていく

のは自然な事だと思う。古い考えややり方に執着することなく、新しい意見を取

り入れられる姿勢と多様な意見を出し合える環境、一人ひとりの考えを聞き取れ

る工夫が必要だと思う 

○ 綺麗に道路整備しているのに、外国人や高齢者の犬のノーリード散歩、フンの放

置が台無しにしている 

○ 464 や交差するカワチ前の道路は暴走車がいる 

○ 情報発信 

○ コミュニケーションを取ることが大切だと思いますが、それと並行して人任せで

はなく個々の取り組み方も見直すべきかと思います。個々の意識があってこそだ
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と思うので。 

○ 子供たちと地域のお年寄りが仲良くなり、知り合いが増えると挨拶もするように

なり、結果的に朝夕の見守りになり防犯につながると思います。働く家庭が殆ど

なので、見守り活動も現役世代だけでカバーするのは厳しいです。 

○ 市議員を通じて、交通、道路等の危険箇所の改善。 

○ イラストから、まちづくりイコール自助のイメージが強くあります。果たして、住

民がそれぞれ自覚して自助するのか疑問です。 

○ 南山小学校区も少子化、高齢化が今後ますます進んでいくのだと予想されている

のかと思いますが、若い世代・子育て世代が住みたい、と思えるような地域作りを

進める、という視点が大切だと思います。高齢者にとっても若い世代との交流が

ある地域となり、その交流にかかわることが生き甲斐になる高齢者もいるのでは

ないでしょうか。現在南山小学校区内で育っている子どもたちが、大人になって

も住みたい、と思ったり、人に薦めたりできるような地域になっていくことが地

域の将来につながっていくと思います。若い世代の意見・考えを取り入れていく

という点でも、デシディム Decidim を白井市で活用することも検討してほしいで

す。   

個人的には、時間的に制約があるため、自分のペースでできるという意味で近隣

のごみ拾いをしています。ごみ拾いは、本アンケートにも「クリーンな街の犯罪は

少ない傾向にある」と記載されていますが、南山小学校区内でももっと推進して

ほしいです。自主的に取り組む人を後押しするような制度として、茨城県龍ケ崎

市の「No!ポイサポーター」のような制度（「ながら」パトロールにもつながるので

は？）、多くの自治体で導入されている「ボランティア袋」の導入を希望します。

白井市の広報にも環境課でごみ拾い活動を推進する制度が案内されていますが、

グループではなく個人でも気軽に参加しやすい制度（現状の白井市の制度では、

グループでの参加が前提となっているようで、個人では参加がためらわれる）、そ

の輪がゆったりと広まっていくような制度を検討してほしいです。 

まちづくりという観点からも、「路上喫煙・ごみのぽい捨て禁止条例」のような条

例を制定できないのでしょうか。南山小学校の通学路にも日々ごみが捨てられて

おり、白井駅北口の店舗横にある灰皿付近で喫煙する人などからの受動喫煙を見

るたび、自治体としても取り組んでほしいと願います。喫煙者の権利、という点で

は、例えば駅の近隣に公設の喫煙所を設置することも検討できると思います。近

隣の市町村で取り入れられていることが白井市で取り入れられていないとわかる

たび、財政的に厳しいとしても、財政的負担が少ない政策は、市町村の規模として

ももっといろいろと柔軟に取り組めるのではないか？と期待します。市の「SDGs

の達成にむけて」の取り組みの一環としても、ぜひ検討いただきたいです。 

○ 私のご近所にご高齢の方が何人かいらっしゃいますが、積極的にお話をしてくれ

る方とそうではない方がいます。消極的で人見知りの方は地域で行われるイベン

トやサロンへの参加は難しいようです。今後も高齢化が進むに連れて、ますます

孤独に過ごす高齢者が増えてくると思うので、そんな方たちが一歩踏み出せる場

所を提供できるまちづくりができたらと。 

例えば、健康診断の場所でただ順番を待つだけでなく、何かコミュニケーション
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が取れる催しをしたり。サークルの宣伝をしてみては。実際行っているのを見た

り、主催されている方達と交流ができるとそれ以降も参加するきっかけになると

思います。 

○ 法目川周辺の整備。 

○ 小中学生等にも協力してもらって春の桜以外にも周辺を花や樹木等を植えて一年

中楽しめる風景を作る。 

○ ひまわりや彼岸花等季節ごとに楽しめると良い。 

○ 長年住んでいるが一度もやったことないので水を抜いて法目川の生態調査を企画

しても良いと思う。 

○ 法目橋の老朽化による修繕も必要。レンガがあちこち剥がれて見た目も悪く歩行

者にも危ない。 

○ 白井駅前の動かない噴水は見栄えも悪く市の入り口にも関わらず寂れた街の象徴

に見えるのでなんとかして欲しい。 

○ 南山地区の公園も草刈りもされずに寂れているのでもう少し整備して欲しい。 

○ ふるさと納税をもっと積極的にアピールして市の収入を増やす努力をして欲しい。

梨農家も減ってきているように見えるのでふるさと納税用の農地開拓をしても良

いと思う。 

○ 白井駅前や小室方面に向かう道路は下り坂で低地のため大雨や雷雨になると大き

な水たまりができて運転するには危ないので下水対策をして欲しい。 

○ 白井市には殆ど期待はしていません。都市開発は殆ど行わず、駅前の一等地に団

地等低所得層が住む様なものを建てる様な自治体が発展するなんて思わないです。

小室みたいになるのも時間の問題かと思っています。駅前のケーズデンキなんて

閑古鳥が鳴いている状態です。あそこを複合商業施設に変える等検討してはいか

がですか？ 

○ 街にゴミ箱がない。その為に、ゴミを捨てる人や落ちてるゴミが気になってもそ

のままにする時がある。簡単にごみを拾ったらごみ箱に捨てれるようになればい

い。 

○ 梨の泉の噴水が復活すれば、そこに人が集まると思う。そこを拠点に発信やイベ

ントなど、新たな取り組みが出来るのではないか? 

○ 駅の屋根付きの通路?は、広報等に利用出来るのではないか? 

○ 子ども達がのびのび遊べる環境 

・ボール遊びができる施設 

・現在ある公民館のような屋内で集まれる施設 

○ 1 小さい子供と老人がいつも一緒にいられるような場所を作ってはどうでしょう

か。保育園幼稚園併設老人園のようなもの。赤ちゃんをつれてでもお母さん方が

入れるオシャレなカフェなども。 

2 みんなが、下の名前で呼び合う町にしたらどうでしょう。市庁舎でも病院でも

「玲奈さん」とか「達夫さん」とか。みんな「個人」になることから始める。 

3 白井地域 FM ラジオを始める（やりたい！） 

4  乗り合いワゴン車を始める。 

5  居住の外国人に、その国の言葉の教室を開いてもらい、料理教室も行う。 
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○ 公園が増えること、大きい公園が出来てほしい 

○ 縁日とかしてほしい 

 


