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Ⅰ アンケート調査の実施概要 

 

１ 調査の目的 

 

 第 5 次総合計画後期基本計画の策定にあたり、まちづくりに対する市民の意向などを把握し、計

画づくりに反映させることを目的として住民意識調査を実施しました。 

 

 

２ 調査項目 

 

（１）白井市で暮らすことについて （８）市の生涯学習について 

（２）市政について （９）市の産業振興について 

（３）市の取組について （10）市のまちづくりについて 

（４）子育て支援について （11）自治会への加入について 

（５）学校教育について （12）市の職員や行財政改革について 

（６）防災について （13）回答者属性 

（７）市民参加・市民協働によるまちづくりについて  

 

 

３ 調査設計と回収状況 

 

（１）調査地域：白井市全域 

（２）調査対象：白井市在住の 18 歳以上の男女 2,500 人 

（３）抽出方法：2019 年 5 月末現在の住民基本台帳より無作為抽出 

（４）調査時期：2019 年 6 月 14 日（金）～7月 5日（金） 

（５）実施主体：白井市 

（６）回収状況：有効回収数（回収率） 911 件（36.4％） 

 

 

＜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位までを示しています。したがって、数値

の合計が 100.0％にならない場合があります。 

（２）回答（％）は、その質問の回答者数を基数として算出しています。したがって、複数回答の

設問は全てを合計すると 100.0％を超えることがあります。 

（３）クロス集計のうち、サンプル数の少ない属性については、誤差が大きいため分析の対象にし

ていません。  
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４ 調査結果の要約 

 

◆白井市で暮らすことについて 

（１）白井市について 

白井市に好感を持っている人は約 7 割。5年間で 0.5 ポイント減少 

「好き」（23.4％）と「どちらかというと好き」（47.0％）を合わせた、白井市に好感を持ってい

る人は 70.4％と、前回調査と比べて 0.5 ポイント減少しています。 

 

（２）住みやすさについて 

住みやすいと感じている人は 7 割弱。5年間で 1.4 ポイント増加 

「住みやすい」（18.0％）と「どちらかというと住みやすい」（50.1％）を合わせた、住みやすさ

を感じている人は 68.1％と、前回調査と比べて 1.4 ポイント増加しています。 

 

（３）定住意向 

永住希望者は 3割弱。5 年間で 1.7 ポイント増加 

「永住したい」（27.2％）と「当分住み続けたい」（40.2％）を合わせた、白井市に住み続けたい

と考えている人は 67.4％と前回調査と比べて 1.0 ポイント増加しています。 

年齢別にみると、白井市に住み続けたいと考えている人は、高年齢層ほど高い傾向にありま

す。 

住み続けたい理由は、前回調査と同様に「持ち家があるから」（72.0％）、「自然環境が良いか

ら」（54.2％）、「日常生活が便利だから」（37.3％）が高くなっています。「持ち家があるから」は

前々回調査から増加傾向にある一方で、2 番目に高い「自然環境が良いから」は前々回調査から減

少傾向にあります。 

移住したい理由は、「交通費が割高だから」（68.6％）、「市の発展に期待できないから」

（40.1％）が高く、「市の発展に期待できないから」は前回調査と比べて 9ポイント弱増加してい

ます。 

 

◆市政について 

（１）市の情報の入手先 

「広報しろい」が 8 割台半ばで、高年齢層を中心に紙媒体が高い 

「広報しろい」（85.6％）が 8 割台半ば、「地域の新聞やミニコミ誌」（29.7％）が 3 割弱と紙媒

体が高くなっています。年齢別にみると、高年齢層で紙媒体が高く、30 歳代、40 歳代では「市のホ

ームページ」が高くなっています。 

 

（２）市政への関心 

市政に関心があるのは 4 割台半ば。10 歳代・20 歳代を除き、関心がある人が関心がない人を上回

る 

「大いに関心がある」（6.1％）と「関心がある」（39.3％）を合わせた、市政に関心を持っている

人は 4割台半ばとなっています。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代を除く全ての年齢層で、市政に関心を持っている人は市政に

関心を持っていない人を上回っています。  
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◆市の取組について 

（１）施策の満足度 

健康・保健・医療の満足度が高い。5年前に比べて子育て、健康・保健・医療等が上昇 

乳幼児健診など母子の健康対策、健康づくりの推進など、健康・保健・医療分野の施策で満足度

が高くなっています。 

この 5年間では、満足度は「保育園の整備など子育ての環境づくり」や「就労希望者への雇用対

策」などをはじめとして上昇しています。分野別では、子育て、健康・保健・医療の分野で全施策

の満足度が上昇しています。 

 

（２）施策の重要度 

個別の取組では鉄道の運賃問題対策、分野では防災・防犯の重要度が高い。5 年前に比べ子育て、

教育分野で特に上昇 

重要度が最も高い施策は「鉄道の運賃問題対策」で、分野別では「防災・防犯」が高くなってい

ます。 

この 5 年間では、重要度はほとんどの施策で上昇しており、特に、「障がい児への療育の支援」

をはじめ子育て、教育の分野で上昇しています。 

 

◆子育て支援について 

30～40 歳代では医療費などの経済的負担軽減や医療体制の充実が高い 

「子どもが安心して医療機関にかかれる体制」（29.7％）、「必要な時に誰でも利用できる保育サ

ービス」（29.5％）、「医療費への助成」（29.4％）が 3割弱と高くなっています。 

特に、30 歳代、40 歳代では、「子どもが安心して医療機関にかかれる体制」、「医療費への助成」

が高くなっています。 

 

◆学校教育について 

10～30 歳代では「子ども自らが学び、思考し、表現する力の育成」が高い 

「豊かな人間性や社会性・道徳心の育成」（44.6％）、「いじめ防止対策の推進」（42.8％）、「子

ども自らが学び、思考し、表現する力の育成」（38.7％）が約 4割と高くなっています。 

 

◆防災について 

（１）大地震が発生した場合に心配なこと 

全体では「ライフラインの停止」が高い。高年齢層ほど自宅の倒壊が高い 

全体では、「ライフラインが停止すること」（62.8％）が 6割を超えて最も高くなっています。 

年齢別にみると、高年齢層ほど「自宅が倒壊すること」が高い傾向にあり、若年層ほど「家族や

知人の安否確認ができないこと」が高い傾向にあります。 

 

◆市民参加・協働によるまちづくりについて 

（１）市民参加・協働によるまちづくりを進めるために充実していくべき取組 

「まちづくりに関する情報発信の充実」が 4割を超えて高い 

 「まちづくりに関する情報発信の充実」（46.4％）が 4 割を超えて最も高くなっています。次い

で「市民と市職員の交流や意見交換の機会の充実」（38.3％）、「市の計画づくりに市民が関わる機会

の充実」（32.6％）も 3割を超えて比較的高くなっています。 
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（２）参加状況と取組主体について 

今後は防災活動や健康づくりに関する活動に取り組みたいとの意見が多い 

①市民参加・協働のまちづくりの参加状況 

既に取り組んでいる活動では「地域の祭りやイベント」（12.3％）、「防犯活動」（11.4％）が高く

なっています。今後取り組みたい活動では「防災活動」（31.2％）、「健康づくりに関する活動」（27.9％）

などが高くなっています。 

②市民参加・協働のまちづくりの取組主体 

市民中心では「地域の祭りやイベント」（27.8％）、市役所中心では「文化財・伝統的文化の保護活

動」（33.5％）、市民と市役所が一緒に取り組む活動では「防犯活動」（60.4％）、「防災活動」（60.4％）

が高くなっています。 

 

◆市の生涯学習について 

（１）生涯学習施策 

「市民ニーズの把握」が 4割弱と最も高い 

「市民ニーズの把握」（37.4％）が 4 割弱と最も高くなっています。次いで「生涯学習施設のサ

ービスの充実」（33.5％）、「学習機会の充実」（31.3％）となっています。 

 

（２）スポーツ施策 

「年齢層にあったスポーツ活動」が約 5割と最も高い 

「年齢層にあったスポーツ活動」（49.8％）が約 5 割と最も高くなっています。次いで「スポーツ

施設の整備・充実」（38.4％）、「スポーツを通じた健康づくり」（33.5％）が高くなっています。 

 

◆市の産業振興について 

（１）地場（市内でつくられた）の農産品購入状況 

購入している人は 7 割弱と高い 

「積極的に購入している」（20.3％）と「商品を見かけた時は購入している」（48.2％）を合わせ

た、購入している人は 7 割弱となっています。 

年齢別にみると、購入している人は高年齢層ほど高い傾向にあります。 

 

（２）日用品の買物場所 

「白井市内」が 7割弱と最も高く、「印西市」が 2割強と続く 

「白井市内」（68.8％）と 7割弱と最も高くなっています。次いで「印西市」（22.6％）、「鎌ケ谷

市」（3.0％）となっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区、桜台小学校区では「白井市内」が低く、「印西市」が高

くなっています。 

 

（３）白井駅周辺で買物や遊んだりする頻度 

利用している人は 6 割弱、利用していない人は 4割弱  

白井駅周辺で買物や遊んだりする頻度については、「よく利用している」（30.5％）と「たまに利

用している」（28.6％）を合わせた、利用している人は６割弱となっています。 

居住地区別にみると、利用している人は、南山小学校区と池の上小学校区で８割以上と高くなっ

ています。一方、桜台小学校区では２割弱と低くなっています。 
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◆市のまちづくりについて 

（１）将来のまちづくりの方向性 

まちの利便性の向上に関する項目や、移動に関する項目が高い 

「身近な買物の場や医療機関があるまち」（44.7％）、「駅前などに商業施設などが数多く立地す

るまち」（28.8％）などのまちの利便性の向上に関する項目や、「鉄道やバス交通が充実したまち」

（42.3％）、「歩行者や自転車が安全に移動できるまち」（26.6％）などの移動に関する項目が高くな

っています。 

 

（３）白井駅前の魅力が高くなる方法 

「商業施設の充実」と「カフェや広場など人が集まれる場所の整備」が 5割以上と高い 

「商業施設の充実」（64.3％）と「カフェや広場など人が集まれる場所の整備」（53.5％）が 5

割以上と高くなっています。 

 

◆自治会への加入状況 

（１）自治会（区・町会含む）の加入状況 

加入している人は 7 割弱。若年齢層ほど加入していない 

「加入している」は 69.0％で高年齢層ほど高く、「加入していない」は 21.2％で 30 歳代を中心

に、若年層ほど高くなっています。 

加入していない理由については、「地域に自治会がないため」（31.1％）、「自治会の役員になると

負担が大きいため」（24.4％）、「自治会に加入するメリットがないため」（22.8％）などが高くなっ

ています。 

 

◆市の職員や行財政改革について 

（１）市の職員に特に重要なもの 

「市民の目線で考え、信頼される職員」が 5割強で最も高い 

 「市民の目線で考え、信頼される」（51.8％）が 5割強で最も高くなっています。「市民のニーズ

に柔軟な対応ができる」（45.0％）、「市民にわかりやすく説明ができる」（38.4％）も 4 割前後と高

くなっています。 

 

（２）特に力を入れる必要がある市の行財政改革の取組 

職員の人材育成と人員配置や組織のスリム化、市民のニーズが低いサービスの廃止等、合理化・無

駄の削減に関する意見が多い 

「職員の人材育成と適切な人員配置」（40.6％）が 4 割強と最も高くなっています。次いで「市役

所の組織のスリム化」（33.7％）、「市民のニーズが低い行政サービスの廃止」（24.3％）が高くなっ

ています。  
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Ⅱ アンケート調査結果  
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Ⅱ 調査結果 

１ 回答者の属性 

（１）性別 

【問 27】あなたの性別を次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

「女性」が 53.2％、「男性」が 42.5％となっています。 

  

男性

42.5%

女性

53.2%

選択肢の

無回答

1.9%

無回答

2.4%

総数

911
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（２）年齢 

【問 28】あなたの年齢は何歳ですか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

年齢は、「70 歳以上」が最も高く 28.9％となっています。 

次いで「60 歳代」（19.6％）、「40 歳代」（17.5％）、「50 歳代」（15.7％）、「30 歳代」（10.6％）、

「20 歳代」（4.1％）、「10 歳代」（0.9％）となっています。 

  

18歳～19歳

0.9% 20歳～29歳

4.1%

30歳～39歳

10.6%

40歳～49歳

17.5%

50歳～59歳

15.7%
60歳～69歳

19.6%

70歳以上

28.9%

無回答

2.7%

総数

911
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（３）職業 

【問 29】あなたの職業は何ですか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

職業は、「会社員または団体職員（正社員）」が最も高く 23.1％となっています。 

次いで「無職」（22.2％）、「専業主婦・主夫」（18.8％）、「派遣社員・パート・アルバイト」（17.0％）、

「会社または団体の役員」（4.5％）、「自営業」（4.2％）、「官公庁・学校などの公務員」（3.0％）、「そ

の他」（1.9％）、「学生」（1.4％）、「農林業」（1.1％）となっています。  

農林業

1.1%
自営業

4.2%

会社または団

体の役員

4.5%

会社員または

団体職員（正

社員）

23.1%

官公庁・学校

などの公務員

3.0%
派遣社員・

パート・アル

バイト

17.0%

専業主婦・

主夫

18.8%

学生

1.4%

無職

22.2%

その他

1.9%

無回答

3.0%

総数

911
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（４）勤務先・通学先 

【問 30】あなたの勤務先・通学先はどちらですか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

勤務先・通学先は「自宅」が最も高く 23.7％となっています。 

次いで「東京都内」（16.9％）、「白井市内」（14.3％）、「印旛郡以外の千葉県内」（14.2％）、「市以

外の印旛郡市」（7.0％）、「千葉県、東京都以外の県」（2.1％）となっています。 

  

自宅

23.7%

白井市内

14.3%

市以外の印旛

郡市

7.0%

印旛郡市以外

の千葉県内

14.2%

東京都内

16.9%

千葉県、東京

都以外の県

2.1%

無回答

21.8%

総数

911
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（５）居住期間 

【問 31】あなたは市に何年くらいお住まいですか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてくださ

い。 

 

 

 

 

居住年数は、「30 年以上」が最も高く 34.4％となっています。 

次いで「20 年～29 年」（23.5％）、「10 年～19 年」（21.7％）、5 年未満（10.6％）、「5年～9年」

（8.9％）となっています。 

  

５年未満

10.6%

５年～９年

8.9%

10年～19年

21.7%

20年～29年

23.5%

30年以上

34.4%

無回答

0.9%

総数

911
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（６）居住地区 

【問 32】あなたは、現在どちらの地区にお住まいですか。次の選択肢から１つ選んで番号に○をつ

けてください。（わからない場合は、自宅から一番近い小学校に○をつけてください） 

 

 

 

 

居住地区は、「白井第三小学校区」が最も高く 15.1％となっています。 

次いで「大山口小学校区」（13.9％）、「南山小学校区」（13.6％）、「清水口小学校区」（11.6％）、

「桜台小学校区」（11.4％）、「池の上小学校区」（10.9％）、「七次台小学校区」（9.7％）、「白井第一

小学校区」（8.0％）、白井第二小学校区（4.1％）となっています。 

  

白井第一小学校区

8.0%

白井第二小学校区

4.1%

白井第三小学校区

15.1%

大山口小学校区

13.9%

清水口小学校区

11.6%

七次台小学校区

9.7%

南山小学校区

13.6%

池の上小学校区

10.9%

桜台小学校区

11.4%

無回答

1.6%

総数

911
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◆居住地区の分類 

 
 

１．白井第一小学校区 
神々廻の一部、白井、復（下長殿、上長殿、法目）、根（白井木

戸、七次）、木の一部、河原子の一部 

 

 
２．白井第二小学校区 

折立、富塚の一部、中、名内、今井、平塚、河原子の一部、十余

一の一部 

 

 
３．白井第三小学校区 

冨士、復（四町会）、根（丸山、白井木戸、オージーコートヴィ

レッジ） 

 

 
４．大山口小学校区 

大山口１丁目・２丁目、大松１丁目、西白井１丁目・２丁目、根

（清水口、大松、大山口）、富塚の一部 

 

 
５．清水口小学校区 

清水口１丁目～３丁目、けやき台１丁目・２丁目、根（千草、中

木戸） 

 

 
６．七次台小学校区 

七次台１丁目～４丁目、野口、西白井３丁目・４丁目、根（百合

丘、クレイドルガーデン西白井）、木の一部 

 

 
７．南山小学校区 

南山１丁目～３丁目、堀込１丁目、笹塚１丁目～３丁目、復（富

ヶ谷） 

 

 
８．池の上小学校区 

池の上１丁目～３丁目、堀込２丁目・３丁目、復（富ヶ沢、ひま

わり）、 

 

 
９．桜台小学校区 桜台１丁目～５丁目、十余一の一部、清戸、谷田、神々廻の一部
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２ 白井市で暮らすことについて 

（１）白井市について 

【問１】あなたは、白井市についてどう思いますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてくだ

い。 

 

 
 

白井市については、「好き」（23.4％）と「どちらかというと好き」（47.0％）を合わせた、白井

市に好感を持っている人は約 7 割となっています。 

一方、「嫌い」（0.1％）と「どちらかというと嫌い」（2.9％）を合わせた、白井市に好感を持っ

ていない人は 1割未満となっています。 

 

【過去調査との比較】 

白井市に好感を持っている人は前回調査と比べ 0.5 ポイント減少しています。また、白井市に

好感を持っていない人も 1.1 ポイント減少しています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、白井市に好感を持っている人は 10 歳代・20 歳代では 5割強と低く、30 歳代

では 8割弱と高くなっています。 

居住地区別にみると、白井市に好感を持っている人は、南山小学校区では 8 割を超えて高くな

っています。一方で、桜台小学校区では 5 割台半ばと低くなっています。 

  

24.4

25.4

23.4

41.0

45.5

47.0

28.4

24.1

26.3

3.7

3.2

2.9

1.1

0.9

0.1

1.5

0.9

0.3

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

2009年度調査(n=1,358)

2014年度調査(n=1,113)

2019年度調査(n=911)

好き どちらかというと好き

どちらともいえない どちらかというと嫌い

嫌い 無回答
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好き

23.4

24.5

22.5

20.0

18.6

19.5

17.5

29.6

27.0

30.1

35.1

21.0

21.3

18.9

22.7

27.4

29.3

15.4

どちらかと

いうと好き

47.0

46.5

47.8

31.1

58.8

50.3

46.9

39.7

49.8

38.4

32.4

48.6

55.1

48.1

51.1

54.0

39.4

41.3

どちらとも

いえない

26.3

26.4

25.6

42.2

17.5

26.4

31.5

27.9

21.7

27.4

32.4

26.8

18.9

29.2

20.5

18.5

28.3

40.4

どちらかと

いうと嫌い

2.9

2.3

3.5

6.7

4.1

3.1

4.2

1.7

1.5

2.7

0.0

2.2

4.7

2.8

5.7

0.0

3.0

2.9

嫌い

0.1

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

無回答

0.3

0.3

0.4

0.0

1.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（２）住みやすさ 

【問２】あなたは、白井市の住みやすさについてどう思いますか。次の中から１つ選んで番号に○

をつけてください。 

 

 

 

 

白井市の住みやすさについては、「住みやすい」（18.0％）と「どちらかというと住みやすい」

（50.1％）を合わせた、白井市に住みやすさを感じている人は、7割弱となっています。 

一方、「住みにくい」（0.7％）と「どちらかというと住みにくい」（9.8％）を合わせた、白井市

に住みにくさを感じている人は約 1 割となっています。 

 

【過去調査との比較】 

白井市に住みやすさを感じている人は 1.4 ポイント増加しています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「どちらかというと住みやすい」が女性より 7ポイント以上高くなっ

ています。 

年齢別にみると、60 歳代以上では、白井市に住みやすさを感じている人は 7 割以上と高くなっ

ています。一方で、10 歳代・20 歳代、50 歳代では、白井市に住みにくさを感じている人は 1 割台

半ばと高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、南山小学校区では、白井市に住みやすさを感じている

人は 7割以上と高くなっています。 

一方、白井第一小学校区では、白井市に住みにくさを感じている人は 2割弱と高くなっていま

す。 

  

16.5

18.1

18.0

41.8

48.6

50.1

25.4

21.7

20.7

12.4

8.6

9.8

2.4

1.9

0.7

1.4

1.1

0.8

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

2009年度調査(n=1,358)

2014年度調査(n=1,113)

2019年度調査(n=911)

住みやすい どちらかというと住みやすい

どちらともいえない どちらかというと住みにくい

住みにくい 無回答
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  住みや

すい

18.0

17.1

18.6

15.6

15.5

14.5

11.9

20.1

23.6

24.7

29.7

18.1

15.0

16.0

13.6

22.6

18.2

13.5

どちらかという

と住みやすい

50.1

54.0

46.8

44.4

49.5

54.1

48.3

50.8

49.4

39.7

27.0

50.7

62.2

44.3

54.5

54.8

47.5

50.0

どちらとも

いえない

20.7

18.3

22.9

24.4

20.6

20.1

25.9

15.1

21.7

19.2

24.3

18.8

14.2

28.3

19.3

14.5

20.2

31.7

どちらかという

と住みにくい

9.8

9.8

9.9

13.3

10.3

9.4

14.0

11.7

4.9

13.7

18.9

9.4

7.1

10.4

12.5

7.3

13.1

3.8

住みに

くい

0.7

0.5

0.8

2.2

3.1

0.0

0.0

1.1

0.0

1.4

0.0

0.7

0.8

0.9

0.0

0.8

0.0

0.0

無回答

0.8

0.3

1.0

0.0

1.0

1.9

0.0

1.1

0.4

1.4

0.0

2.2

0.8

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（３）定住意向 

【問３】あなたは、これからずっと白井市に住み続けたいと思いますか。それとも市外に移住した

いと思いますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

定住意向については、「永住したい」（27.2％）と「当分住み続けたい」（40.2％）を合わせた、

白井市に住み続けたいと思っている人は、7割弱となっています。 

一方、「必ず移住したい」（1.8％）と「できれば移住したい」（13.3％）を合わせた、移住した

いと思っている人は、1 割台半ばとなっています。 

 

【過去調査との比較】 

前回調査に比べ、「永住したい」は 1.7 ポイント増加している一方で、「当分住み続けたい」は

0.7 ポイント減少しており、白井市に住み続けたいと思っている人は 1.0 ポイント増加していま

す。 

 

【属性別】 

性別にみると、「永住したい」は男性が女性より 5ポイント弱高くなっています。 

年齢別にみると、白井市に住み続けたいと思っている人は、高年齢層ほど高い傾向にありま

す。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、七次台小学校区、南山小学校区、池の上小学校区で

は、白井市に住み続けたいと思っている人は 7 割を超えて高くなっていますが、桜台小学校区で

は 6割未満と比較的低くなっています。  

26.3

25.5

27.2

36.9

40.9

40.2

17.2

16.0

15.3

14.0

13.1

13.3

2.7

1.8

1.8

1.5

1.3

1.9

1.3

1.3

0.4

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

2009年度調査(n=1,358)

2014年度調査(n=1,113)

2019年度調査(n=911)

永住したい 当分住み続けたい どちらともいえない

できれば移住したい 必ず移住したい わからない

無回答
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永住し

たい

27.2

30.0

25.2

6.7

20.6

16.4

15.4

28.5

46.0

39.7

43.2

31.9

25.2

20.8

22.7

22.6

31.3

21.2

当分住み

続けたい

40.2

38.2

42.1

17.8

43.3

49.1

43.4

44.7

33.5

30.1

24.3

31.2

47.2

39.6

50.0

51.6

39.4

38.5

どちらとも

いえない

15.3

17.1

13.8

33.3

13.4

17.0

22.4

10.1

11.4

8.2

10.8

18.1

12.6

16.0

14.8

15.3

13.1

23.1

できれば移

住したい

13.3

11.6

14.2

26.7

13.4

14.5

16.1

15.1

6.5

17.8

16.2

11.6

11.0

18.9

11.4

7.3

15.2

11.5

必ず移住

したい

1.8

1.8

1.6

11.1

5.2

0.6

2.1

0.0

0.4

2.7

0.0

4.3

0.8

2.8

1.1

0.8

1.0

1.0

わから

ない

1.9

0.5

2.9

4.4

3.1

2.5

0.7

1.1

1.5

1.4

2.7

2.2

3.1

1.9

0.0

1.6

0.0

3.8

無回答

0.4

0.8

0.2

0.0

1.0

0.0

0.0

0.6

0.8

0.0

2.7

0.7

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

1.0

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％



22 

37.3

10.4

54.2

2.1

5.2

25.4

12.7

9.8

72.0

3.7

15.8

5.0

2.5

1.5

36.7

8.0

58.2

3.2

6.6

28.1

12.0

11.5

65.1

4.7

13.7

2.6

3.7

4.9

38.2

12.9

59.9

2.3

10.5

26.8

11.9

11.3

59.4

4.5

16.2

5.7

3.8

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日常生活が便利だから

通勤・通学に便利だから

自然環境が良いから

教育環境が良いから

市の発展に期待できるから

友達や知り合いがいるから

まちに愛着があるから

生まれ育ったまちだから

持ち家があるから

他に住みたいまちが見つからないから

転居するには経済的負担が大きいから

転居するには身体的負担が大きいから

その他

無回答

(%)

2019年度調査(n=614) 2014年度調査(n=1,113) 2009年度調査(n=1,358)

 

（４）住み続けたい理由 

【問３-１】あなたが、白井市に住み続けたいと思う理由は何ですか。次の中から３つまで選んで番

号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み続けたい理由としては、「持ち家があるから」（72.0％）が 7割を超えて最も高くなってい

ます。次いで「自然環境が良いから」（54.2％）、「日常生活が便利だから」（37.3％）となってい

ます。 

 

【過去調査との比較】 

住み続けたい理由は、前回調査と同様に「持ち家があるから」、「自然環境が良いから」、「日常

生活が便利だから」が上位 3位を占めています。 

「持ち家があるから」は前々回調査から一貫して増加傾向にある一方で、2 番目に高い「自然環

境が良いから」は前々回調査から一貫して減少傾向にあります。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「自然環境が良いから」が女性よりも 9 ポイント弱高く、女性では

「友達や知り合いがいるから」が男性よりも 15 ポイント以上高くなっています。 

年性別にみると、60 歳代以上では「自然環境が良いから」が他の年齢層に比べて高くなってい

ます。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区、南山小学校区では、「自然環境が良いから」が最も高

くなっています。  
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全
体

日
常
生
活
が
便
利
だ
か
ら

通
勤
・
通
学
に
便
利
だ
か
ら

自
然
環
境
が
良
い
か
ら

教
育
環
境
が
良
い
か
ら

市
の
発
展
に
期
待
で
き
る
か
ら

友
達
や
知
り
合
い
が
い
る
か
ら

ま
ち
に
愛
着
が
あ
る
か
ら

生
ま
れ
育
っ

た
ま
ち
だ
か
ら

持
ち
家
が
あ
る
か
ら

他
に
住
み
た
い
ま
ち
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら

転
居
す
る
に
は
経
済
的
負
担
が
大
き
い
か
ら

転
居
す
る
に
は
身
体
的
負
担
が
大
き
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

単位

614 37.3 10.4 54.2 2.1 5.2 25.4 12.7 9.8 72.0 3.7 15.8 5.0 25 15

男性 264 38.3 9.5 59.1 1.9 6.8 16.7 17.0 9.8 73.9 4.9 16.3 3.0 13 2.4

女性 326 36.5 10.7 50.3 2.5 4.3 31.9 9.5 9.8 70.6 2.8 15.3 6.7 11 2.3

無回答 24 37.5 16.7 54.2 - - 33.3 8.3 8.3 70.8 4.2 16.7 4.2 1 2.8

18歳～29歳 11 36.4 - 36.4 - - 36.4 54.5 54.5 36.4 - 9.1 - - -

30歳～39歳 62 29.0 17.7 51.6 9.7 6.5 22.6 8.1 14.5 64.5 - 14.5 - 2 -

40歳～49歳 104 29.8 18.3 42.3 4.8 1.0 25.0 15.4 12.5 74.0 2.9 15.4 2.9 4 6.5

50歳～59歳 84 39.3 21.4 47.6 - 4.8 20.2 10.7 7.1 70.2 6.0 21.4 3.6 2 2.9

60歳～69歳 131 42.7 6.1 61.8 0.8 5.3 23.7 9.2 7.6 72.5 4.6 19.1 3.1 5 -

70歳以上 209 38.8 3.3 59.3 0.5 7.7 28.2 14.4 7.2 76.1 4.3 12.0 9.6 11 2.3

無回答 13 46.2 7.7 61.5 - - 38.5 - 7.7 61.5 - 23.1 7.7 1 2.4

白井第一 51 25.5 5.9 39.2 - 3.9 23.5 19.6 35.3 60.8 5.9 9.8 3.9 2 -

白井第二 25 8.0 4.0 68.0 - 8.0 44.0 24.0 48.0 60.0 - 12.0 - - 5.9

白井第三 87 46.0 9.2 37.9 - 4.6 36.8 16.1 6.9 82.8 2.3 17.2 4.6 2 -

大山口 92 37.0 13.0 56.5 3.3 2.2 25.0 13.0 5.4 83.7 3.3 16.3 5.4 6 3.4

清水口 64 31.3 12.5 57.8 - 7.8 31.3 10.9 1.6 71.9 1.6 18.8 6.3 1 1.1

七次台 64 28.1 10.9 62.5 3.1 6.3 14.1 10.9 6.3 79.7 6.3 12.5 1.6 1 4.7

南山 92 42.4 15.2 62.0 3.3 8.7 21.7 8.7 5.4 55.4 2.2 15.2 7.6 3 -

池の上 70 35.7 10.0 55.7 1.4 7.1 21.4 10.0 5.7 70.0 7.1 15.7 8.6 7 3.3

桜台 62 56.5 6.5 56.5 6.5 - 21.0 8.1 6.5 72.6 3.2 21.0 1.6 2 2.9

無回答 7 42.9 - 42.9 - - 14.3 28.6 14.3 71.4 14.3 14.3 14.3 1 -

凡例：**.* 第1位

全体

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

性
別

年
齢
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32.8

28.5

68.6

5.1

6.6

40.1

4.4

11.7

20.4

0.7

7.3

2.9

13.1

5.8

31.3

35.5

68.1

4.8

1.2

31.9

6.0

13.3

13.9

3.0

2.4

1.8

14.5

9.0

31.7

35.7

76.7

3.1

6.6

33.5

3.1

10.6

20.3

3.5

5.7

5.7

18.9

2.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

日常生活が不便だから

通勤・通学に不便だから

交通費が割高だから

自然環境が悪いから

教育環境が悪いから

市の発展に期待できないから

友達や知り合いがいないから

まちに愛着を持てないから

他に住みたいまちがあるから

住宅が手狭になったから

住宅の維持管理が難しいから

住宅に階段などがあって住みにくいから

その他

無回答

(%)

2019年度調査(n=137) 2014年度調査(n=1,113) 2009年度調査(n=1,358)

 

（５）移住したい理由 

【問３－２】あなたが、白井市から市外に移住したい理由は何ですか。次の中から３つまで選んで

番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移住したい理由としては、「交通費が割高だから」（68.6％）が 7割弱と最も高くなっていま

す。次いで「市の発展に期待できないから」（40.1％）、「日常生活が不便だから」（32.8％）とな

っています。 

 

【過去調査との比較】 

「交通費が割高だから」では、前々回調査と比べると減少していますが、依然として高い傾向

にあります。「市の発展に期待できないから」は前回調査と比べて 9ポイント弱増加しています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女ともに「交通費が割高だから」が最も高く、次いで、男性では「市の発展

に期待できないから」、「日常生活が不便だから」の順に、女性では「市の発展に期待できないか

ら」と「通勤・通学に不便だから」が同じ割合で高くなっています。 
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全
体

日
常
生
活
が
不
便
だ
か
ら

通
勤
・
通
学
に
不
便
だ
か
ら

交
通
費
が
割
高
だ
か
ら

自
然
環
境
が
悪
い
か
ら

教
育
環
境
が
悪
い
か
ら

市
の
発
展
に
期
待
で
き
な
い
か
ら

友
達
や
知
り
合
い
が
い
な
い
か
ら

ま
ち
に
愛
着
を
持
て
な
い
か
ら

他
に
住
み
た
い
ま
ち
が
あ
る
か
ら

住
宅
が
手
狭
に
な
っ

た
か
ら

住
宅
の
維
持
管
理
が
難
し
い
か
ら

住
宅
に
段
差
な
ど
が
あ
っ

て
住
み
に
く
い
か
ら

単位

137 32.8 28.5 68.6 5.1 6.6 40.1 4.4 11.7 20.4 0.7 7.3 2.9

男性 52 32.8 28.5 68.6 5.1 6.6 40.1 4.4 11.7 20.4 0.7 7.3 2.9

女性 77 25.0 34.6 73.1 3.8 7.7 34.6 3.8 19.2 17.3 1.9 9.6 3.8

無回答 8 37.7 24.7 67.5 3.9 6.5 42.9 3.9 7.8 19.5 - 6.5 1.3

18歳～29歳 17 37.5 25.0 50.0 25.0 - 50.0 12.5 - 50.0 - - 12.5

30歳～39歳 18 17.6 29.4 82.4 11.8 - 17.6 - - 23.5 - - -

40歳～49歳 24 38.9 44.4 61.1 - 11.1 38.9 5.6 11.1 16.7 - - 5.6

50歳～59歳 26 41.7 29.2 58.3 - 8.3 41.7 - 16.7 12.5 4.2 12.5 -

60歳～69歳 27 30.8 38.5 73.1 3.8 7.7 50.0 3.8 15.4 30.8 - 3.8 -

70歳以上 18 25.9 25.9 63.0 7.4 7.4 44.4 11.1 18.5 7.4 - 18.5 3.7

無回答 7 44.4 11.1 77.8 - - 38.9 - 5.6 27.8 - 5.6 11.1

白井第一 15 28.6 - 71.4 28.6 14.3 42.9 14.3 - 42.9 - - -

白井第二 6 60.0 26.7 53.3 13.3 - 26.7 6.7 - 20.0 - 20.0 -

白井第三 22 50.0 66.7 50.0 16.7 - 16.7 - - 16.7 - 33.3 -

大山口 15 31.8 36.4 40.9 4.5 4.5 54.5 - 22.7 31.8 - - -

清水口 23 20.0 26.7 73.3 6.7 6.7 26.7 - 6.7 26.7 6.7 6.7 -

七次台 11 34.8 17.4 78.3 - 8.7 47.8 4.3 4.3 21.7 - 4.3 13.0

南山 10 54.5 54.5 90.9 - 9.1 18.2 9.1 - - - 9.1 -

池の上 16 20.0 10.0 90.0 10.0 - 50.0 - 10.0 20.0 - - 10.0

桜台 13 25.0 12.5 93.8 - 12.5 50.0 6.3 18.8 - - - -

無回答 6 33.3 33.3 66.7 16.7 16.7 16.7 16.7 - 33.3 - - -

凡例：**.* 第1位

全体

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別
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３ 市政について 

（１）市の情報の入手先 

【問４】あなたは、市の情報をどこから入手していますか。次の中から該当するものすべて選んで

番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

市の情報の入手先については、「広報しろい」（85.6％）が 8 割台半ばと最も高くなっていま

す。次いで、「地域の新聞やミニコミ誌」（29.7％）、「友人・知人」（25.7％）、「議会だより」

（20.2％）、「市のホームページ」（20.1％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、全ての年齢層で「広報しろい」が最も高くなっています。50 歳代以上では

「地域の新聞やミニコミ誌」、「議会だより」、「新聞」といった紙媒体で発行している項目が高い

傾向にあり、30 歳代、40 歳代では「市のホームページ」が高くなっています。 

居住地区別にみると、全ての小学校区で「広報しろい」が最も高くなっています。その他、桜

台小学校区では「地域の新聞やミニコミ誌」が、清水口小学校区では「公共施設などの掲示板」

が他の小学校区と比べて高くなっています。  

85.6

29.7

25.7

20.2

20.1

16.0

13.8

13.4

5.2

1.5

1.5

4.6

4.9

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

広報しろい

地域の新聞やミニコミ誌

友人・知人

議会だより

市のホームページ

公共施設などの掲示板

新聞

広報しろい以外の市の発行物

メール配信サービス

ＳＮＳ（なし坊ツイッター）

ケーブルテレビ（ＣＡＴＶ）

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

広
報
し
ろ
い

広
報
し
ろ
い
以
外
の
市
の
発
行
物

議
会
だ
よ
り

新
聞

地
域
の
新
聞
や
ミ
ニ
コ
ミ
誌

公
共
施
設
な
ど
の
掲
示
板

市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

メ
ー

ル
配
信
サ
ー

ビ
ス

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（

な
し
坊
ツ
イ
ッ

タ
ー
）

ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
（

Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
）

友
人
・
知
人

そ
の
他

無
回
答

単位

全体 911 85.6 13.4 20.2 13.8 29.7 16.0 20.1 5.2 1.5 1.5 25.7 4.6 4.9

男性 387 82.9 12.1 22.0 17.1 29.5 15.5 22.7 3.6 1.8 1.6 22.2 4.4 5.9

女性 485 88.0 14.8 19.2 11.5 30.3 16.5 18.4 6.6 1.4 1.6 29.7 4.7 3.7

無回答 39 82.1 7.7 15.4 10.3 25.6 15.4 15.4 2.6 - - 10.3 5.1 10.3

18歳～29歳 45 44.4 2.2 2.2 11.1 20.0 15.6 17.8 4.4 8.9 2.2 22.2 17.8 6.7

30歳～39歳 97 76.3 11.3 6.2 5.2 17.5 16.5 26.8 9.3 5.2 - 25.8 5.2 3.1

40歳～49歳 159 86.2 3.8 9.4 4.4 17.6 13.8 33.3 11.3 0.6 1.3 28.3 5.0 5.7

50歳～59歳 143 87.4 11.9 24.5 12.6 32.9 8.4 20.3 3.5 2.1 1.4 17.5 6.3 3.5

60歳～69歳 179 92.7 19.0 22.3 17.9 39.1 21.8 16.8 2.2 - 2.2 27.9 4.5 2.2

70歳以上 263 90.9 19.4 31.9 21.3 36.1 17.1 12.9 3.0 0.4 1.9 29.3 1.1 6.8

無回答 25 76.0 8.0 12.0 12.0 20.0 20.0 12.0 4.0 - - 8.0 4.0 12.0

白井第一 73 83.6 9.6 24.7 16.4 17.8 11.0 16.4 1.4 2.7 - 27.4 1.4 2.7

白井第二 37 81.1 18.9 10.8 5.4 18.9 10.8 10.8 2.7 - - 29.7 8.1 8.1

白井第三 138 86.2 11.6 23.9 15.9 26.1 15.2 21.7 5.8 1.4 0.7 27.5 6.5 4.3

大山口 127 87.4 14.2 20.5 14.2 30.7 18.1 24.4 10.2 3.1 0.8 26.0 4.7 3.9

清水口 106 82.1 9.4 22.6 16.0 32.1 20.8 17.9 2.8 - 1.9 31.1 5.7 4.7

七次台 88 88.6 11.4 15.9 6.8 34.1 14.8 23.9 3.4 3.4 1.1 23.9 8.0 4.5

南山 124 85.5 13.7 21.0 18.5 32.3 16.1 21.8 6.5 0.8 - 22.6 3.2 6.5

池の上 99 92.9 17.2 21.2 15.2 28.3 14.1 20.2 5.1 2.0 4.0 28.3 3.0 4.0

桜台 104 82.7 15.4 16.3 7.7 38.5 18.3 14.4 2.9 - 4.8 19.2 1.9 5.8

無回答 15 66.7 26.7 6.7 20.0 26.7 13.3 26.7 13.3 - - 13.3 6.7 13.3

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別
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（２）市政への関心の程度 

【問５】あなたは、市政にどの程度関心を持っていますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけ

てください。 

 

 

 

 

市政への関心については、「大いに関心がある」（6.1％）と「関心がある」（39.3％）を合わせ

た、市政に関心を持っている人は、4割台半ばとなっています。一方、「関心がない」（13.5％）と

「全く関心がない」（2.6％）を合わせた、市政に関心を持っていない人は、1 割台半ばとなってい

ます。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では、市政に関心を持っている人と、市政に関心を持っていない人ともに

女性よりも高くなっています。女性は、「どちらともいえない」が男性よりも 10 ポイント以上高

くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では、市政に関心を持っていない人が市政に関心を持ってい

る人を上回っています。それ以外の年齢層では、市政に関心を持っている人が市政に関心を持っ

ていない人を上回っています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区と南山小学校区では市政に関心を持っている人が 5割以

上と他の小学校区と比べて高くなっています。 

 

【設問別】 

自治会への加入状況別にみると、市政に関心を持っている人は、「加入している」（50.0％）で

は「加入していない」（36.8％）を約 13 ポイント上回っています。「わからない」（30.0％）は

「加入していない」をさらに下回っています。 

  

大いに関心

がある

6.1%

関心がある

39.3%

どちらともい

えない

36.8%

関心がない

13.5%

全く関心が

ない

2.6%

無回答

1.6%

総数

911
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大いに関

心がある

6.1

6.4

5.7

5.0

関心が

ある

39.3

43.6

31.1

25.0

どちらとも

いえない

36.8

34.7

39.9

43.3

関心が

ない

13.5

11.9

19.2

15.0

全く関心

がない

2.6

1.4

4.1

8.3

無回答

1.6

2.1

0.0

3.3

全体(911)

加入している(629)

加入していない(193)

わからない( 60)

単位:％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 24 自治会への加入状況】 

  

大いに関

心がある

6.1

7.2

5.2

6.7

4.1

4.4

2.1

7.8

8.4

4.1

2.7

4.3

7.1

8.5

6.8

5.6

7.1

6.7

関心が

ある

39.3

45.5

35.3

22.2

37.1

35.2

34.3

41.9

47.5

34.2

35.1

36.2

45.7

36.8

37.5

46.8

41.4

35.6

どちらとも

いえない

36.8

26.9

44.1

24.4

28.9

44.0

44.1

39.7

30.4

39.7

37.8

34.8

29.9

40.6

40.9

37.1

37.4

35.6

関心が

ない

13.5

15.5

12.0

33.3

20.6

13.2

19.6

8.4

8.7

16.4

13.5

20.3

13.4

8.5

10.2

8.1

11.1

19.2

全く関心

がない

2.6

3.6

1.4

13.3

8.2

2.5

0.0

1.7

0.4

4.1

5.4

2.2

3.1

4.7

2.3

0.8

2.0

1.0

無回答

1.6

1.3

2.1

0.0

1.0

0.6

0.0

0.6

4.6

1.4

5.4

2.2

0.8

0.9

2.3

1.6

1.0

1.9

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（３）市政に関心がない理由 

【問５－１】あなたが、市政に関心がない理由は何ですか。次の中から３つまで選んで番号に○を

つけてください。 

 

 

 

 

 

市政に関心がない理由については、「市政に期待していないから」（40.8％）が最も高くなってい

ます。次いで「忙しくて暇がないから」（31.3％）、「市政のことはわからないから」（30.6％）、「市

民の意見が反映されないから」（29.9％）が約 3 割と高くなっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「市政に期待していないから」、次いで「忙しくて暇がないから」の順に

高く、女性では「市政のことはわからないから」、次いで「市政に期待していないから」の順に高く

なっています。  

40.8

31.3

30.6

29.9

23.1

21.8

17.0

8.8

8.8

8.2

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

市政に期待していないから

忙しくて暇がないから

市政のことはわからないから

市民の意見が反映されないから

自分の暮らしに不自由がないから

自分の暮らしにあまり関係がないから

市政のことは難しいから

市の情報が不足しているから

市役所の仕事だと思うから

その他

無回答

総数=147 （複数回答）
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  全
体

自
分
の
暮
ら
し
に
あ
ま
り
関
係
が
な
い
か
ら

自
分
の
暮
ら
し
に
不
自
由
が
な
い
か
ら

忙
し
く
て
暇
が
な
い
か
ら

市
の
情
報
が
不
足
し
て
い
る
か
ら

市
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
な
い
か
ら

市
役
所
の
仕
事
だ
と
思
う
か
ら

市
政
の
こ
と
は
難
し
い
か
ら

市
政
に
期
待
し
て
い
な
い
か
ら

市
政
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

単位

147 21.8 23.1 31.3 8.8 29.9 8.8 17.0 40.8 30.6 8.2 -

男性 74 27.0 24.3 33.8 12.2 28.4 9.5 9.5 47.3 20.3 12.2 -

女性 65 12.3 23.1 30.8 4.6 29.2 7.7 24.6 35.4 43.1 4.6 -

無回答 8 50.0 12.5 12.5 12.5 50.0 12.5 25.0 25.0 25.0 - -

18歳～29歳 21 19.0 28.6 38.1 4.8 19.0 - 23.8 28.6 28.6 9.5 -

30歳～39歳 28 21.4 17.9 28.6 - 25.0 3.6 32.1 42.9 39.3 7.1 -

40歳～49歳 25 16.0 16.0 40.0 8.0 36.0 - 8.0 48.0 40.0 - -

50歳～59歳 28 7.1 28.6 32.1 14.3 39.3 14.3 7.1 28.6 28.6 10.7 -

60歳～69歳 18 27.8 22.2 38.9 11.1 33.3 22.2 11.1 61.1 22.2 11.1 -

70歳以上 24 37.5 29.2 16.7 12.5 25.0 12.5 20.8 45.8 25.0 12.5 -

無回答 3 66.7 - - 33.3 33.3 33.3 - - - - -

白井第一 15 20.0 20.0 46.7 13.3 33.3 6.7 13.3 40.0 33.3 6.7 -

白井第二 7 28.6 42.9 28.6 28.6 28.6 14.3 14.3 42.9 14.3 - -

白井第三 31 12.9 22.6 32.3 - 19.4 12.9 19.4 35.5 38.7 12.9 -

大山口 21 28.6 19.0 19.0 9.5 28.6 - 28.6 47.6 38.1 - -

清水口 14 14.3 21.4 21.4 14.3 42.9 - 35.7 42.9 21.4 14.3 -

七次台 11 27.3 27.3 36.4 9.1 27.3 18.2 - 45.5 9.1 18.2 -

南山 11 18.2 27.3 45.5 9.1 27.3 27.3 - 27.3 45.5 9.1 -

池の上 13 15.4 30.8 15.4 - 30.8 7.7 15.4 53.8 23.1 7.7 -

桜台 21 33.3 14.3 42.9 4.8 38.1 - 14.3 42.9 33.3 4.8 -

無回答 3 33.3 33.3 - 66.7 33.3 33.3 - - - - -

凡例：**.* 第1位

全体

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別
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４ 市政の取組について 

（１）現在の満足度とこれからの重要度 

【問６】次に示した市の取組について、あなたの現在の満足度はいかがですか。また、これからの

重要度はどのようにお考えですか。５８の取組の全てについて、満足度と重要度をそれぞ

れ１つずつ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

市で取り組んでいる主な施策 58 項目について、満足度・重要度を得点化し、評価点を算

出します。平均点は、満足度は-0.16 ポイント、重要度は 1.01 ポイントです。 

 

 

（１）施策の満足度 

 「満足」と「やや満足」を合わせて‟満足”と、「不満」と「やや不満」を合わせて‟不満足”とし

て分析しています。 

 

 

①子育て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「子どもの医療費助成な

ど子育て支援」、「保育園の整備など子育ての環境づくり」については、‟不満足”が高くなっていま

す。 

  

-0.03 

-0.03 

-0.06 

-0.05 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

4.7

2.6

2.0

1.5

やや満足

7.8

8.0

4.5

4.6

普通

25.6

31.0

23.6

33.2

やや不満

7.8

6.4

4.2

4.8

不満

5.6

4.2

3.3

2.6

わから

ない

40.8

39.5

53.9

44.7

無回答

7.7

8.3

8.6

8.6

子どもの医療費助成

など子育て支援

保育園の整備など

子育ての環境づくり

障がい児への

療育の支援

児童や青少年の

健全育成

総数=911 単位:％
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②教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進」で‟満足”と‟不満足”が同数になってい

ますが、その他の施策では‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「学校施設の

整備・安全対策」、「小・中学校での教育・指導内容」については、‟不満足”が高くなっています。 

 

 

③防災・防犯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。 

  

-0.06 

-0.12 

-0.03 

0.00 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

3.2

2.4

1.6

1.8

やや満足

6.7

7.9

6.0

4.8

普通

28.3

28.3

31.1

31.6

やや不満

6.8

9.2

5.4

4.6

不満

4.5

5.0

2.7

2.0

わから

ない

42.5

38.7

44.8

46.3

無回答

8.0

8.3

8.3

8.9

小・中学校での教育

・指導内容

学校施設の整備

・安全対策

地域の教育資源を活用した

開かれた学校づくり

小学校へのスムーズな就学

のための幼児教育の推進

総数=911 単位:％

-0.16 

-0.02 

-0.27 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

1.9

3.0

1.3

やや満足

7.5

9.3

7.7

普通

47.3

46.1

44.3

やや不満

12.2

9.4

15.5

不満

5.3

3.6

7.6

わから

ない

19.1

21.0

16.0

無回答

6.8

7.6

7.6

地震・台風などに

備えた防災対策

火災に対する消防体制や

緊急時の救急体制

交通安全対策

や防犯対策

総数=911 単位:％
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④福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「バリアフリーの環境づ

くり」、「独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援」については、‟不満足”が高くなっていま

す。 

 

 

⑤人権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。 

  

-0.11 

-0.12 

-0.07 

-0.27 

-0.25 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

0.8

2.2

2.3

1.3

1.1

やや満足

5.4

7.4

7.6

5.5

3.8

普通

30.3

33.7

35.8

34.4

28.8

やや不満

5.8

8.8

7.4

11.7

9.9

不満

3.1

4.8

4.4

6.0

4.0

わから

ない

46.5

36.2

34.9

33.2

44.2

無回答

8.1

6.9

7.7

7.9

8.2

障がい者への福祉サービス

高齢者への福祉サービス

保健や福祉の相談窓口

機能の充実

バリアフリーの環境づくり

独居高齢者の見守りなど

地域福祉活動の支援

総数=911 単位:％

-0.09 

-0.06 

-0.03 

-0.10 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

1.0

1.5

1.2

0.8

やや満足

2.6

1.5

4.9

2.4

普通

32.7

37.0

38.1

38.5

やや不満

4.8

4.1

5.5

3.6

不満

1.9

1.8

1.6

2.5

わから

ない

49.1

46.2

40.8

44.3

無回答

7.9

7.9

7.8

7.8

差別、偏見、虐待などを

防止する人権対策

男女共同参画社会づくり

国際交流など国際化の推進

平和意識の啓発や

平和教育の推進

総数=911 単位:％
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⑥健康・保健・医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「休日・夜間や緊急時の医療体制」で‟不満足”が高くなっていますが、その他の施策では‟満足”

が高くなっています。 

 

 

⑦市民活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「地区コミュニティの活

性化の支援」については、‟不満足”が高くなっています。 

  

0.15 

0.22 

0.16 

-0.30 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

4.2

4.6

6.5

2.3

やや満足

14.7

10.9

14.9

9.1

普通

48.3

38.0

45.7

36.0

やや不満

5.7

4.1

7.1

14.3

不満

3.1

1.5

4.2

10.4

わから

ない

17.0

32.3

14.6

20.6

無回答

7.0

8.7

7.0

7.2

健康づくりの推進

乳幼児健診など

母子の健康対策

がん検診など病気の

予防対策

休日・夜間や緊急時の

医療体制

総数=911 単位:％

-0.07 

-0.08 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

2.2

1.3

やや満足

5.6

4.2

普通

43.2

39.1

やや不満

6.7

5.8

不満

3.7

2.7

わから

ない

31.3

38.7

無回答

7.2

8.1

地区コミュニティの

活性化の支援

公益的市民活動団体

などへの支援

総数=911 単位:％
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⑧生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スポーツ活動の推進」で‟不満足”が高くなっていますが、その他の施策では‟満足”が高くな

っています。 

 

 

⑨産業振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「企業誘致の推進」、「商

店街や工業団地などの活性化の支援」、「就労希望者への雇用対策」については、‟不満足”が高くな

っています。 

また、「わからない」という回答の割合が高くなっています。 

  

0.03 

0.00 

0.01 

0.03 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

2.1

2.5

2.1

2.1

やや満足

7.5

6.7

6.4

5.7

普通

43.8

43.1

46.4

43.2

やや不満

6.1

6.7

4.9

4.1

不満

1.9

2.6

2.4

2.0

わから

ない

31.9

30.8

30.8

35.7

無回答

6.7

7.5

6.9

7.2

各センターでの講座開催

など生涯学習活動の支援

スポーツ活動の推進

文化・芸術活動の推進

歴史・文化財の保存と活用

総数=911 単位:％

-0.26 

-0.21 

-0.51 

-0.59 

-0.39 

-0.14 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

0.4

0.5

0.7

0.7

0.8

0.9

やや満足

1.6

2.3

1.6

2.6

2.0

2.2

普通

23.5

23.6

25.7

22.1

26.2

32.9

やや不満

5.9

5.3

10.1

9.5

10.1

5.5

不満

2.7

2.7

8.2

10.8

5.5

2.2

わから

ない

57.4

57.3

46.1

45.9

46.3

47.5

無回答

8.3

8.2

7.6

8.5

9.1

8.8

多様な形態の農業経営

と担い手の支援

農業体験など農業

・農村交流の推進

商店街や工業団地

などの活性化の支援

企業誘致の推進

就労希望者への雇用対策

消費者被害の防止など

消費者保護の推進

総数=911 単位:％



37 

0.03 

0.04 

0.00 

-0.22 

-0.46 

-0.09 

0.03 

-0.20 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

2.7

3.2

2.1

2.1

1.8

2.4

5.4

1.0

やや満足

13.6

14.1

9.9

7.1

4.4

9.2

13.1

3.1

普通

42.3

41.6

42.7

41.7

33.9

47.3

45.6

40.4

やや不満

7.9

8.1

6.1

9.5

14.6

10.4

9.7

8.8

不満

4.5

4.7

3.8

8.6

12.1

5.2

6.0

4.0

わから

ない

20.1

20.2

26.3

22.5

24.8

17.1

12.8

34.5

無回答

8.9

8.1

9.0

8.5

8.5

8.3

7.5

8.3

自然環境の保全

市民の森など自然と

ふれあう場の提供

環境学習や環境

美化活動の推進

騒音・振動・悪臭

などの公害対策

不法投棄防止対策

ゴミの減量と

リサイクルの推進

ゴミの収集と処理の推進

地球温暖化防止対策

総数=911 単位:％

-0.52 

-0.03 

-0.25 

-0.38 

-0.18 

0.04 

-0.09 

-1.45 

-0.92 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

満足

1.4

6.4

2.4

4.0

2.4

6.7

3.7

1.5

2.2

やや満足

3.6

14.1

6.6

9.4

4.1

9.3

5.4

1.1

5.0

普通

29.5

37.8

39.6

34.1

45.2

44.8

40.3

10.9

24.4

やや不満

15.1

11.3

11.1

18.6

9.1

6.8

7.1

15.1

16.9

不満

11.5

8.9

8.9

14.7

5.8

6.4

5.7

56.0

34.1

わから

ない

29.9

14.6

22.7

11.5

24.8

18.2

29.0

7.7

10.0

無回答

8.9

7.0

8.7

7.7

8.6

7.8

8.8

7.7

7.4

計画的な土地

利用・開発

公園の整備

地域の特性を生か

した景観づくり

道路の整備

橋梁や河川の整備

上・下水道の整備

斎場や墓園の整備

鉄道の運賃問題対策

路線バスや循環バスの

利便性向上の取組

総数=911 単位:％

 

⑩自然環境・生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゴミの収集と処理の推進」、「市民の森など自然とふれあう場の提供」、「自然環境の保全」につ

いては‟満足”が高く、「不法投棄防止対策」、「騒音・振動・悪臭などの公害対策」、「地球温暖化防

止対策」、「ゴミの減量とリサイクルの推進」については‟不満足”が高くなっています。 

 

⑪住環境・生活基盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「公園の整備」、「上・下水道の整備」を除くと全体的に‟満足”が低く、‟不満足”が高くなって

います。なかでも「鉄道の運賃問題対策」、「路線バスや循環バスの利便性向上の取り組み」につい

ては、‟不満足”が高くなっています。  
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⑫行財政・市民参加・協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟満足”が低く、‟不満足”が高くなっています。なかでも「健全な財政運営の推進」、

「情報公開や広報・ＰＲ活動の取組」、「行政評価などの効率的な行政運営の推進」については、‟不

満足”が高くなっています。 

  

-0.17 

-0.26 

-0.30 

-0.10 

-0.08 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

0

0

0

0

0

満足

1.2

0.9

1.0

2.2

1.2

やや満足

2.3

1.8

2.7

6.1

4.0

普通

35.7

32.9

32.5

41.5

39.0

やや不満

7.0

8.3

9.4

8.6

6.1

不満

3.0

3.8

5.3

4.2

2.2

わから

ない

42.2

43.8

40.3

29.4

39.3

無回答

8.7

8.5

8.8

8.0

8.2

人材育成など市民自治

の仕組みづくり

行政評価など効率的な

行政運営の推進

健全な財政運営の推進

情報公開や広報

・ＰＲ活動の取組

市民参加・協働の取組

総数=911 単位:％
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（２）施策の重要度 

 「重要」と「やや重要」を合わせて‟重要”として分析しています。 

 

①子育て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての施策で‟重要”が高く、なかでも「子どもの医療費助成など子育て支援」、「保育園の整備な

ど子育ての環境づくり」については約 7割となっています。 

 

 

②教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「小・中学校での教育・指導内容」、「学校施設の整備・安全対策」については、‟重要”が 7割弱

となっています。 

 

  

1.33 

1.28 

1.17 

1.23 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

46.3

44.3

38.2

40.5

やや重要

25.1

25.0

26.5

25.7

どちらとも

いえない

11.3

13.0

17.8

17.2

あまり重

要でない

1.6

1.6

1.1

1.0

重要で

はない

1.1

1.3

1.3

0.7

無回答

14.5

14.7

15.1

14.9

子どもの医療費助成

など子育て支援

保育園の整備など

子育ての環境づくり

障がい児への療育の支援

児童や青少年の健全育成

総数=911 単位:％

1.30 

1.30 

0.94 

0.90 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

43.8

44.0

28.8

29.9

やや重要

24.9

24.7

27.0

23.3

どちらとも

いえない

15.0

14.9

25.8

26.2

あまり重

要でない

0.7

1.1

2.0

3.4

重要で

はない

0.5

0.5

1.4

1.6

無回答

15.0

14.7

15.0

15.6

小・中学校での

教育・指導内容

学校施設の整備

・安全対策

地域の教育資源

を活用した開かれた

学校づくり

小学校へのスムーズ

な就学のための

幼児教育の推進

総数=911 単位:％
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③防災・防犯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が 7割を超えています。 

 

 

④福祉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全ての施策で‟重要”が高く、なかでも「独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援」について

は約 7割となっています。 

  

1.50 

1.44 

1.50 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

52.8

49.0

51.9

やや重要

26.0

28.0

27.4

どちらとも

いえない

7.4

9.3

7.7

あまり重

要でない

0.5

0.7

0.4

重要で

はない

0.3

0.1

0.0

無回答

13.0

13.0

12.5

地震・台風などに

備えた防災対策

火災に対する消防体制

や緊急時の救急体制

交通安全対策や防犯対策

総数=911 単位:％

1.15 

1.20 

1.16 

1.16 

1.22 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

33.8

38.6

36.3

35.9

38.4

やや重要

32.9

29.4

30.0

31.2

31.1

どちらとも

いえない

17.2

17.0

19.1

18.8

16.0

あまり重

要でない

1.2

1.9

1.6

1.1

1.1

重要で

はない

0.3

0.1

0.0

0.2

0.3

無回答

14.5

13.0

13.0

12.8

13.1

障がい者への福祉サービス

高齢者への福祉サービス

保健や福祉の相談窓口

機能の充実

バリアフリーの環境づくり

独居高齢者の見守りなど

地域福祉活動の支援

総数=911 単位:％
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⑤人権 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「差別、偏見、虐待などを防止する人権対策」については‟重要”が 6割弱となっています。 

 

 

⑥健康・保健・医療 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が高く、なかでも「休日・夜間や緊急時の医療体制」、「がん検診など病気の

予防対策」については 7 割を超えています。 

  

1.02 

0.69 

0.54 

0.72 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

33.9

21.3

17.0

22.8

やや重要

24.4

23.9

24.7

24.6

どちらとも

いえない

24.3

33.5

34.5

31.9

あまり重

要でない

2.1

4.0

5.5

3.6

重要で

はない

1.2

2.0

3.5

2.6

無回答

14.2

15.4

14.8

14.4

差別、偏見、虐待などを

防止する人権対策

男女共同参画社会づくり

国際交流など国際化の推進

平和意識の啓発や

平和教育の推進

総数=911 単位:％

1.13 

1.23 

1.27 

1.42 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

33.3

38.2

39.5

48.0

やや重要

33.7

29.7

32.4

28.9

どちらとも

いえない

18.1

16.7

14.2

9.2

あまり重

要でない

1.4

0.3

0.5

0.5

重要で

はない

0.3

0.3

0.2

0.3

無回答

13.2

14.7

13.2

13.1

健康づくりの推進

乳幼児健診など

母子の健康対策

がん検診など病気の

予防対策

休日・夜間や緊急時の

医療体制

総数=911 単位:％
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⑦市民活動 

 

 

 

 

 

 

 

  

「地区コミュニティの活性化の支援」については‟重要”が 4割を超えています。また、「どちら

ともいえない」という回答の割合が高くなっています。 

 

 

⑧生涯学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が 3割を超えています。 

 また、「どちらともいえない」という回答の割合が高くなっています。 

  

0.60 

0.40 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

15.9

11.9

やや重要

27.0

22.3

どちらとも

いえない

36.7

41.5

あまり重

要でない

4.5

5.9

重要で

はない

1.6

3.1

無回答

14.3

15.4

地区コミュニティの

活性化の支援

公益的市民活動団体

などへの支援

総数=911 単位:％

0.48 

0.54 

0.50 

0.53 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

12.5

13.2

13.0

13.6

やや重要

27.4

28.8

26.5

27.1

どちらとも

いえない

38.5

37.9

40.4

39.3

あまり重

要でない

5.7

4.4

4.7

4.3

重要で

はない

2.4

2.2

2.3

2.2

無回答

13.4

13.6

13.2

13.5

各センターでの講座開催

など生涯学習活動の支援

スポーツ活動の推進

文化・芸術活動の推進

歴史・文化財の保存と活用

総数=911 単位:％
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⑨産業振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が 4 割を超えています。なかでも「就労希望者への雇用対策」については、

‟重要”が 6割を超えています。 

 

 

⑩自然環境・生活環境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が 5 割を超えています。なかでも「ゴミの収集と処理の推進」、「ゴミの減

量とリサイクルの推進」、「不法投棄防止対策」については‟重要”が 7割を超えています。 

  

0.86 

0.63 

0.87 

0.87 

1.00 

0.80 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

24.7

16.2

22.8

25.5

27.6

21.6

やや重要

27.0

26.7

32.2

28.5

32.6

29.3

どちらとも

いえない

29.6

35.6

27.0

26.7

22.5

30.6

あまり重

要でない

1.9

3.1

2.1

2.3

1.1

1.9

重要で

はない

1.1

1.9

0.8

1.9

1.0

1.3

無回答

15.7

16.6

15.1

15.1

15.3

15.3

多様な形態の農業経営

と担い手の支援

農業体験など農業

・農村交流の推進

商店街や工業団地

などの活性化の支援

企業誘致の推進

就労希望者への雇用対策

消費者被害の防止など

消費者保護の推進

総数=911 単位:％

1.12 

0.92 

0.91 

1.17 

1.32 

1.29 

1.34 

1.17 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

32.6

24.0

23.4

35.1

41.8

40.9

43.1

38.5

やや重要

32.8

35.2

33.5

31.8

30.1

31.1

31.0

27.2

どちらとも

いえない

18.6

24.0

26.5

18.1

13.6

13.5

12.4

17.8

あまり重

要でない

0.8

2.3

1.3

0.5

0.3

0.5

0.5

1.3

重要で

はない

0.7

0.7

0.7

0.4

0.1

0.4

0.1

1.1

無回答

14.6

13.7

14.7

13.9

14.1

13.5

12.8

14.1

自然環境の保全

市民の森など自然と

ふれあう場の提供

環境学習や環境

美化活動の推進

騒音・振動・悪臭

などの公害対策

不法投棄防止対策

ゴミの減量と

リサイクルの推進

ゴミの収集と処理の推進

地球温暖化防止対策

総数=911 単位:％
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1.06 

0.94 

0.81 

1.20 

0.92 

1.10 

0.66 

1.61 

1.45 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

31.1

24.8

22.3

35.7

25.8

33.5

19.4

62.9

51.5

やや重要

31.4

35.9

30.4

33.5

28.8

29.4

24.6

16.7

25.0

どちらとも

いえない

22.0

22.6

29.4

15.7

29.9

22.4

37.3

6.9

10.3

あまり重

要でない

1.2

2.1

2.9

0.4

0.4

0.3

3.2

0.8

0.2

重要で

はない

0.5

1.1

1.1

0.5

0.7

0.5

1.6

0.4

0.5

無回答

13.8

13.5

13.9

14.2

14.5

13.8

13.8

12.3

12.4

計画的な土地

利用・開発

公園の整備

地域の特性を生か

した景観づくり

道路の整備

橋梁や河川の整備

上・下水道の整備

斎場や墓園の整備

鉄道の運賃問題対策

路線バスや循環バスの

利便性向上の取組

総数=911 単位:％

0.67 

0.74 

1.05 

0.83 

0.65 

-2 -1 0 1 2

＜評価点＞

重要

17.8

19.3

35.0

23.4

16.7

やや重要

27.3

28.9

23.3

29.3

27.8

どちらとも

いえない

37.1

35.2

26.7

31.8

39.0

あまり重

要でない

2.4

1.6

0.7

1.0

2.0

重要で

はない

1.4

1.2

1.0

1.3

1.3

無回答

13.9

13.7

13.4

13.2

13.3

人材育成など市民自治

の仕組みづくり

行政評価など効率的な

行政運営の推進

健全な財政運営の推進

情報公開や広報

・ＰＲ活動の取組

市民参加・協働の取組

総数=911 単位:％

 

⑪住環境・生活基盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「斎場や墓園の整備」以外の施策は全て‟重要”が 5割を超えています。なかでも「鉄道の運賃問

題対策」、「路線バスや循環バスの利便性向上の取り組み」は‟重要”が高く、「重要」だけで 5 割を

超えています。「道路の整備」についても‟重要“が 7割弱となっています。 

 

 

⑫行財政・市民参加・協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての施策で‟重要”が 4割を超えています。なかでも「健全な財政運営の推進」については‟重

要”が 6 割弱となっています。 
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（３）施策の今後の方向性 

 

市で取り組んでいる主な施策 58 項目について、満足度・重要度を得点化し、ＣＳグラフを作成

することで、各施策の満足度と重要度の関係を明確にします。グラフは、平均点（満足度、重要度）

の位置（-0.16、1.01）を原点として描きます。 

 

◆重点改善分野・・・満足度：平均より低い 重要度：平均より高い 

これまで以上の取り組みが必要とされている分野です。 

 

◆改善分野・・・満足度：平均より低い 重要度：平均より低い 

実施方法や予算、内容等を見直し、改善することが求められている分野です。 

 

◆重点維持分野・・・満足度：平均より高い 重要度：平均より高い 

今後もこの水準を保つことが望ましいので、現状維持で取り組むべき分野です。 

 

◆維持分野・・・満足度：平均より高い 重要度：平均より低い 

サービス水準の見直しの検討が必要と考えられる分野です。 

 

 

※「満足度」と「重要度」の得点化の方法 

選択肢の「満足（重要）」＝2 点、「やや満足（やや重要）」＝1点、「やや不満（あまり重要で

ない）」＝－1 点、「不満（重要ではない）」＝－2 点として計算し、合計点を回答者数で割るこ

とで、得点化します。 
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＜グラフの見方＞ 

 

 ＣＳグラフとは、縦軸に満足度、横軸に重要度をとり、各施策項目の得点を座標で示したもので

す。満足度・重要度の平均点が交差する点を原点とし、原点を通る線により、各施策を 4つの分野

に分類しています。 

 

 

 

例） 

・満足度が平均より低い（下） 

・重要度が平均より高い（右） 

        ↓ 

『重点改善分野』（右下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜維持分野＞

満足度：高

重要度：低

＜重点維持分野＞

満足度：高

重要度：高

＜重点改善分野＞

満足度：低

重要度：高

＜改善分野＞

満足度：低

重要度：低

高

低

低 高

満
足
度

重要度

平均

平

均
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◆ 1 子どもの医療費助成など子育て支援 ◆ 31 多様な形態の農業経営と担い手の支援

◆ 2 保育園の整備など子育ての環境づくり ◆ 32 農業体験など農業・農村交流の推進

◆ 3 障がい児への療育の支援 ◆ 33 商店街や工業団地などの活性化の支援

◆ 4 児童や青少年の健全育成 ◆ 34 企業誘致の推進

◆ 5 小・中学校での教育・指導内容 ◆ 35 就労希望者への雇用対策

◆ 6 学校施設の整備・安全対策 ◆ 36 消費者被害の防止など消費者保護の推進

◆ 7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり ◆ 37 自然環境の保全

◆ 8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 ◆ 38 市民の森など自然とふれあう場の提供

◆ 9 地震・台風などに備えた防災対策 ◆ 39 環境学習や環境美化活動の推進

◆ 10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 ◆ 40 騒音・振動・悪臭などの公害対策

◆ 11 交通安全対策や防犯対策 ◆ 41 不法投棄防止対策

◆ 12 障がい者への福祉サービス ◆ 42 ゴミの減量とリサイクルの推進

◆ 13 高齢者への福祉サービス ◆ 43 ゴミの収集と処理の推進

◆ 14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 ◆ 44 地球温暖化防止対策

◆ 15 バリアフリーの環境づくり ◆ 45 計画的な土地利用・開発

◆ 16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 ◆ 46 公園の整備

◆ 17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 ◆ 47 地域の特性を生かした景観づくり

◆ 18 男女共同参画社会づくり ◆ 48 道路の整備

◆ 19 国際交流など国際化の推進 ◆ 49 橋梁や河川の整備

◆ 20 平和意識の啓発や平和教育の推進 ◆ 50 上・下水道の整備

◆ 21 健康づくりの推進 ◆ 51 斎場や墓園の整備

◆ 22 乳幼児健診など母子の健康対策 ◆ 52 鉄道の運賃問題対策

◆ 23 がん検診など病気の予防対策 ◆ 53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組

◆ 24 休日・夜間や緊急時の医療体制 ◆ 54 人材育成など市民自治の仕組みづくり

◆ 25 地区コミュニティの活性化の支援 ◆ 55 行政評価など効率的な行政運営の推進

◆ 26 公益的市民活動団体などへの支援 ◆ 56 健全な財政運営の推進

◆ 27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 ◆ 57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組

◆ 28 スポーツ活動の推進 ◆ 58 市民参加・協働の取組

◆ 29 文化・芸術活動の推進

◆ 30 歴史・文化財の保存と活用

健
康
・
保

健
・
医
療

市
民

活
動

生
涯
学
習

自
然
環
境
・

生
活
環
境

住
環
境
・
生
活
基
盤

行
財
政
・

市
民
参
加
・

協
働

福
祉

人
権

子
育
て

教
育

防
災
・

防
犯

産
業
振
興

123 4
5

6
7

8

9

10

11

12 13
14

15 16

171819
20

21
22

23

24

25

26

27 28

29

30

31
32

33

34

35

36

37
38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55 56

57

58

‐1.60

‐1.40

‐1.20

‐1.00

‐0.80

‐0.60

‐0.40

‐0.20

0.00

0.20

0.40

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00

満足度と重要度

高
い

低
い

満
足
度

高い低い 重要度

全体の満足度 平均 ‐0.16

全体の重要度 平均 1.01
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①分野別施策一覧 

 

＜維持分野＞ 

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり 

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進

18 男女共同参画社会づくり 

19 国際交流など国際化の推進 

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 

25 地区コミュニティの活性化の支援 

26 公益的市民活動団体などへの支援 

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 

28 スポーツ活動の推進 

29 文化・芸術活動の推進 

30 歴史・文化財の保存と活用 

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 

39 環境学習や環境美化活動の推進 

46 公園の整備 

51 斎場や墓園の整備 

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 

58 市民参加・協働の取組 

 

＜重点維持分野＞ 

1 子どもの医療費助成など子育て支援 

2 保育園の整備など子育ての環境づくり 

3 障がい児への療育の支援 

4 児童や青少年の健全育成 

5 小・中学校での教育・指導内容 

6 学校施設の整備・安全対策 

9 地震・台風などに備えた防災対策 

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 

12 障がい者への福祉サービス 

13 高齢者への福祉サービス 

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 

21 健康づくりの推進 

22 乳幼児健診など母子の健康対策 

23 がん検診など病気の予防対策 

37 自然環境の保全 

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 

43 ゴミの収集と処理の推進 

50 上・下水道の整備 

 

＜改善分野＞ 

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 

32 農業体験など農業・農村交流の推進 

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 

34 企業誘致の推進 

35 就労希望者への雇用対策 

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 

47 地域の特性を生かした景観づくり 

49 橋梁や河川の整備 

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり 

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 

 

 

 

＜重点改善分野＞ 

11 交通安全対策や防犯対策 

15 バリアフリーの環境づくり 

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 

41 不法投棄防止対策 

44 地球温暖化防止対策 

45 計画的な土地利用・開発 

48 道路の整備 

52 鉄道の運賃問題対策 

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 

56 健全な財政運営の推進 

 

 

 

 重点改善分野の施策が 12、改善分野の施策が 10、重点維持分野の施策が 19、維持分野の施策が

17 となっています。 

重点改善分野について、前回調査時と比べると、該当する施策の数は 13 から 12 へと 1 つ減少し

ています。内訳は、新たに「44.地球温暖化防止対策」が重点維持分野から重点改善分野に追加され

た一方、「9.地震・台風などに備えた防災対策」が重点維持分野に、「35.就労希望者への雇用対策」

が改善分野に分類され、その他 11 の施策は引き続き重点改善分野に分類されています。 

  

重要度 平均 

満
足
度 

平均 
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②満足度・重要度上位 10 施策 

 

◆満足度ランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度が最も低い施策は「鉄道の運賃問題対策」です。施策分野別では「住環境・生活基盤」で

4 施策、「産業振興」で 3 施策が入っています。 

 

 

 

 

 

◆重要度ランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度が最も高い施策は「鉄道の運賃問題対策」です。施策分野別は「防災・防犯」で 3施策が

入っています。 

 

＊満足度・重要度で少数第 2位までの数値が同じもの順位は、少数第 3位以下の数値の差によります。 

  

順位 施策分野 施策 施策番号 満足度

1 住環境・生活基盤 鉄道の運賃問題対策 52 -1.45

2 住環境・生活基盤 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 53 -0.92

3 産業振興 企業誘致の推進 34 -0.59

4 住環境・生活基盤 計画的な土地利用・開発 45 -0.52

5 産業振興 商店街や工業団地などの活性化の支援 33 -0.51

6 自然環境・生活環境 不法投棄防止対策 41 -0.46

7 産業振興 就労希望者への雇用対策 35 -0.39

8 住環境・生活基盤 道路の整備 48 -0.38

9 行財政・市民参加・協働 健全な財政運営の推進 56 -0.30

10 健康・保健・医療 休日・夜間や緊急時の医療体制 24 -0.30

順位 施策分野 施策 施策番号 重要度

1 住環境・生活基盤 鉄道の運賃問題対策 52 1.61

2 防災・防犯 地震・台風などに備えた防災対策 9 1.50

3 防災・防犯 交通安全対策や防犯対策 11 1.50

4 住環境・生活基盤 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 53 1.45

5 防災・防犯 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 10 1.44

6 健康・保健・医療 休日・夜間や緊急時の医療体制 24 1.42

7 自然環境・生活環境 ゴミの収集と処理の推進 43 1.34

8 子育て 子どもの医療費助成など子育て支援 1 1.33

9 自然環境・生活環境 不法投棄防止対策 41 1.32

10 教育 小・中学校での教育・指導内容 5 1.30
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③満足度・重要度の単純集計と全ランキング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

1 子どもの医療費助成など子育て支援 -0.03 1.33 19 8 2 1

2 保育園の整備など子育ての環境づくり -0.03 1.28 15 13 1 2

3 障がい児への療育の支援 -0.06 1.17 22 22 4 4

4 児童や青少年の健全育成 -0.05 1.23 20 16 3 3

5 小・中学校での教育・指導内容 -0.06 1.30 21 10 3 1

6 学校施設の整備・安全対策 -0.12 1.30 35 11 4 2

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり -0.03 0.94 18 34 2 3

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 0.00 0.90 13 38 1 4

9 地震・台風などに備えた防災対策 -0.16 1.50 37 2 2 1

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 -0.02 1.44 14 5 1 3

11 交通安全対策や防犯対策 -0.27 1.50 47 3 3 2

12 障がい者への福祉サービス -0.11 1.15 33 25 2 5

13 高齢者への福祉サービス -0.12 1.20 34 19 3 2

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 -0.07 1.16 25 24 1 4

15 バリアフリーの環境づくり -0.27 1.16 48 23 5 3

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 -0.25 1.22 43 17 4 1

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 -0.09 1.02 30 31 3 1

18 男女共同参画社会づくり -0.06 0.69 23 47 2 3

19 国際交流など国際化の推進 -0.03 0.54 16 53 1 4

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 -0.10 0.72 31 46 4 2

21 健康づくりの推進 0.15 1.13 3 26 3 4

22 乳幼児健診など母子の健康対策 0.22 1.23 1 15 1 3

23 がん検診など病気の予防対策 0.16 1.27 2 14 2 2

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 -0.30 1.42 49 6 4 1

25 地区コミュニティの活性化の支援 -0.07 0.60 24 52 1 1

26 公益的市民活動団体などへの支援 -0.08 0.40 27 58 2 2

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.03 0.48 8 57 2 4

28 スポーツ活動の推進 0.00 0.54 12 54 4 1

29 文化・芸術活動の推進 0.01 0.50 10 56 3 3

30 歴史・文化財の保存と活用 0.03 0.53 6 55 1 2

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 -0.26 0.86 45 41 3 4

32 農業体験など農業・農村交流の推進 -0.21 0.63 41 51 2 6

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 -0.51 0.87 54 39 5 2

34 企業誘致の推進 -0.59 0.87 56 40 6 3

35 就労希望者への雇用対策 -0.39 1.00 52 32 4 1

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 -0.14 0.80 36 44 1 5

37 自然環境の保全 0.03 1.12 7 27 2 6

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 0.04 0.92 5 35 1 7

39 環境学習や環境美化活動の推進 0.00 0.91 11 37 4 8

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 -0.22 1.17 42 21 7 5

41 不法投棄防止対策 -0.46 1.32 53 9 8 2

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 -0.09 1.29 28 12 5 3

43 ゴミの収集と処理の推進 0.03 1.34 9 7 3 1

44 地球温暖化防止対策 -0.20 1.17 40 20 6 4

45 計画的な土地利用・開発 -0.52 1.06 55 29 7 5

46 公園の整備 -0.03 0.94 17 33 2 6

47 地域の特性を生かした景観づくり -0.25 0.81 44 43 5 8

48 道路の整備 -0.38 1.20 51 18 6 3

49 橋梁や河川の整備 -0.18 0.92 39 36 4 7

50 上・下水道の整備 0.04 1.10 4 28 1 4

51 斎場や墓園の整備 -0.09 0.66 29 49 3 9

52 鉄道の運賃問題対策 -1.45 1.61 58 1 9 1

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 -0.92 1.45 57 4 8 2

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり -0.17 0.67 38 48 3 4

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 -0.26 0.74 46 45 4 3

56 健全な財政運営の推進 -0.30 1.05 50 30 5 1

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 -0.10 0.83 32 42 2 2

58 市民参加・協働の取組 -0.08 0.65 26 50 1 5

子
育
て

教
育

防
災
・

防
犯

全施策の順位 分野別施策順位
施策

住
環
境
・
生
活
基
盤

行
財
政
・
市

民
参
加
・
協

働

分野
施策
番号

施策の評価
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④個別施策ごとの過去調査との比較 

前回調査と比べて、満足度は、「2.保育園の整備など子育ての環境づくり」や「35.就労希望者へ

の雇用対策」などをはじめとして上昇しています。 

分野別では、子育て、健康・保健・医療の分野で全施策の満足度が上昇しています。 

前回調査と比べて、重要度は、「10.火災に対する消防体制や緊急時の救急体制」、「23.がん検診な

ど病気の予防対策」、「24.休日・夜間や緊急時の医療体制」を除き全ての施策で上昇しています。特

に、「3.障がい児への療育の支援」をはじめ子育て、教育の分野で重要度が上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H21 H26 R1
変化

(H26⇒R1)
H21 H26 R1

変化
(H26⇒R1)

1 子どもの医療費助成など子育て支援 - -0.19 -0.03 ↑ - 0.55 1.33 ↑

2 保育園の整備など子育ての環境づくり -0.40 -0.12 -0.03 ↑ 0.88 0.42 1.28 ↑

3 障がい児への療育の支援 - -0.09 -0.06 ↑ - 0.29 1.17 ↑

4 児童や青少年の健全育成 -0.19 -0.11 -0.05 ↑ 0.88 0.64 1.23 ↑

5 小・中学校での教育・指導内容 -0.18 -0.09 -0.06 ↑ 0.96 0.73 1.30 ↑

6 学校施設の整備・安全対策 - -0.08 -0.12 ↓ - 0.78 1.30 ↑

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり - 0.00 -0.03 ↓ - 0.50 0.94 ↑

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 - -0.08 0.00 ↑ - 0.38 0.90 ↑

9 地震・台風などに備えた防災対策 -0.21 -0.28 -0.16 ↑ 1.36 1.45 1.50 ↑

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 -0.01 -0.09 -0.02 ↑ 1.41 1.45 1.44 ↓

11 交通安全対策や防犯対策 -0.24 -0.26 -0.27 ↓ 1.28 1.42 1.50 ↑

12 障がい者への福祉サービス -0.24 -0.10 -0.11 ↓ 1.01 0.70 1.15 ↑

13 高齢者への福祉サービス -0.23 -0.14 -0.12 ↑ 1.26 1.12 1.20 ↑

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 - -0.06 -0.07 ↓ - 1.08 1.16 ↑

15 バリアフリーの環境づくり -0.52 -0.25 -0.27 ↓ 1.27 1.04 1.16 ↑

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 - -0.29 -0.25 ↑ - 1.08 1.22 ↑

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 -0.15 -0.18 -0.09 ↑ 0.64 0.78 1.02 ↑

18 男女共同参画社会づくり -0.09 -0.14 -0.06 ↑ 0.38 0.50 0.69 ↑

19 国際交流など国際化の推進 0.00 0.03 -0.03 ↓ 0.16 0.28 0.54 ↑

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 - -0.16 -0.10 ↑ - 0.54 0.72 ↑

21 健康づくりの推進 0.03 0.07 0.15 ↑ 1.37 1.09 1.13 ↑

22 乳幼児健診など母子の健康対策 - 0.14 0.22 ↑ - 0.68 1.23 ↑

23 がん検診など病気の予防対策 0.00 0.08 0.16 ↑ 1.43 1.28 1.27 ↓

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 -0.56 -0.55 -0.30 ↑ 1.54 1.45 1.42 ↓

25 地区コミュニティの活性化の支援 - -0.08 -0.07 ↑ - 0.52 0.60 ↑

26 公益的市民活動団体などへの支援 - -0.05 -0.08 ↓ - 0.23 0.40 ↑

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.02 0.00 0.03 ↑ 0.42 0.33 0.48 ↑

28 スポーツ活動の推進 0.00 0.02 0.00 ↓ 0.32 0.32 0.54 ↑

29 文化・芸術活動の推進 -0.08 -0.01 0.01 ↑ 0.27 0.31 0.50 ↑

30 歴史・文化財の保存と活用 - 0.01 0.03 ↑ - 0.29 0.53 ↑

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 - ※ -0.26 - - ※ 0.86 -

32 農業体験など農業・農村交流の推進 - -0.24 -0.21 - - 0.22 0.63 -

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 - -0.56 -0.51 ↑ - 0.57 0.87 ↑

34 企業誘致の推進 -0.41 -0.59 -0.59 ↓ 0.46 0.54 0.87 ↑

35 就労希望者への雇用対策 -0.72 -0.59 -0.39 ↑ 0.84 0.78 1.00 ↑

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 - -0.22 -0.14 ↑ - 0.76 0.80 ↑

37 自然環境の保全 -0.04 0.00 0.03 ↑ 1.18 1.02 1.12 ↑

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 - -0.04 0.04 ↑ - 0.88 0.92 ↑

39 環境学習や環境美化活動の推進 - -0.04 0.00 ↑ - 0.72 0.91 ↑

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 -0.34 -0.35 -0.22 ↑ 1.24 1.11 1.17 ↑

41 不法投棄防止対策 -0.61 -0.54 -0.46 ↑ 1.29 1.11 1.32 ↑

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 0.03 -0.02 -0.09 ↓ 1.23 1.11 1.29 ↑

43 ゴミの収集と処理の推進 0.18 0.06 0.03 ↓ 1.32 1.17 1.34 ↑

44 地球温暖化防止対策 - -0.15 -0.20 ↓ - 0.99 1.17 ↑

45 計画的な土地利用・開発 -0.74 -0.57 -0.52 ↑ 0.92 0.81 1.06 ↑

46 公園の整備 0.03 -0.07 -0.03 ↑ 0.89 0.88 0.94 ↑

47 地域の特性を生かした景観づくり - -0.20 -0.25 ↓ - 0.75 0.81 ↑

48 道路の整備 -0.39 -0.33 -0.38 ↓ 1.02 1.08 1.20 ↑

49 橋梁や河川の整備 -0.27 -0.19 -0.18 ↑ 0.68 0.78 0.92 ↑

50 上・下水道の整備 0.23 0.17 0.04 ↓ 1.13 1.00 1.10 ↑

51 斎場や墓園の整備 - -0.10 -0.09 ↑ - 0.64 0.66 ↑

52 鉄道の運賃問題対策 -1.62 -1.60 -1.45 ↑ 1.62 1.57 1.61 ↑

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 -0.99 -0.84 -0.92 ↓ 1.15 1.26 1.45 ↑

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり - -0.17 -0.17 ↑ - 0.37 0.67 ↑

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 - -0.24 -0.26 ↓ - 0.53 0.74 ↑

56 健全な財政運営の推進 -0.50 -0.31 -0.30 ↑ 1.02 0.83 1.05 ↑

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 -0.19 -0.06 -0.10 ↓ 0.73 0.66 0.83 ↑

58 市民参加・協働の取組 -0.03 -0.04 -0.08 ↓ 0.55 0.41 0.65 ↑

注)H26度調査が「※」の項目は、R1年調査で新たに加えられた項目

注)H21度調査が「-」の項目は、H26年調査で加えられた項目

分野
施策
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⑤属性別満足度 

年代別にみると、50 歳代では教育や福祉、自然環境・生活環境の分野をはじめ満足度が低い傾向

にあります。その他、10 歳代・20 歳代では子育て、健康・保健・医療、行財政・市民参加・協働の

分野で満足度の低い施策が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体　満足度の評価点（年齢別）

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上
1 子どもの医療費助成など子育て支援 -0.03 -0.54 -0.21 0.05 -0.08 -0.04 0.09

2 保育園の整備など子育ての環境づくり -0.03 -0.11 -0.09 0.03 -0.17 -0.09 0.08

3 障がい児への療育の支援 -0.06 -0.08 -0.10 0.14 -0.11 -0.18 -0.07

4 児童や青少年の健全育成 -0.05 0.07 -0.12 0.08 -0.09 -0.23 0.03

5 小・中学校での教育・指導内容 -0.06 0.00 -0.16 0.06 -0.16 -0.16 0.04

6 学校施設の整備・安全対策 -0.12 0.10 -0.43 -0.10 -0.24 -0.17 0.02

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり -0.03 -0.04 -0.04 0.00 -0.17 -0.08 0.03

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 0.00 0.11 0.17 0.05 -0.20 -0.13 0.06

9 地震・台風などに備えた防災対策 -0.16 0.03 -0.16 0.04 -0.27 -0.31 -0.14

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 -0.02 0.43 0.00 0.04 -0.24 -0.06 0.01

11 交通安全対策や防犯対策 -0.27 -0.03 -0.50 -0.22 -0.38 -0.33 -0.15

12 障がい者への福祉サービス -0.11 0.00 -0.24 -0.01 -0.21 -0.17 -0.08

13 高齢者への福祉サービス -0.12 0.05 -0.21 0.01 -0.23 -0.20 -0.06

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 -0.07 -0.20 -0.11 0.04 -0.27 -0.11 0.02

15 バリアフリーの環境づくり -0.27 -0.09 -0.28 -0.18 -0.38 -0.38 -0.19

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 -0.25 -0.42 -0.21 -0.11 -0.30 -0.44 -0.17

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 -0.09 -0.27 0.02 0.10 -0.17 -0.19 -0.10

18 男女共同参画社会づくり -0.06 0.07 0.06 0.09 -0.22 -0.11 -0.12

19 国際交流など国際化の推進 -0.03 0.05 -0.04 0.02 -0.08 0.00 -0.05

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 -0.10 0.16 -0.02 -0.05 -0.23 -0.16 -0.09

21 健康づくりの推進 0.15 -0.11 0.04 0.27 -0.03 0.04 0.31

22 乳幼児健診など母子の健康対策 0.22 -0.06 0.30 0.31 0.06 0.14 0.27

23 がん検診など病気の予防対策 0.16 -0.26 0.01 0.22 0.00 0.00 0.41

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 -0.30 -0.28 -0.47 -0.42 -0.35 -0.35 -0.09

25 地区コミュニティの活性化の支援 -0.07 -0.21 0.04 -0.05 -0.20 -0.15 0.00

26 公益的市民活動団体などへの支援 -0.08 -0.16 0.04 0.00 -0.19 -0.19 -0.07

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.03 0.10 0.22 0.16 -0.11 -0.16 0.06

28 スポーツ活動の推進 0.00 -0.21 0.04 0.20 -0.20 -0.06 0.01

29 文化・芸術活動の推進 0.01 0.00 0.11 0.18 -0.16 -0.10 0.02

30 歴史・文化財の保存と活用 0.03 -0.05 0.15 0.24 -0.03 -0.09 -0.03

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 -0.26 -0.38 -0.10 -0.25 -0.32 -0.25 -0.30

32 農業体験など農業・農村交流の推進 -0.21 -0.11 -0.15 -0.08 -0.37 -0.20 -0.32

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 -0.51 -0.45 -0.63 -0.52 -0.60 -0.57 -0.39

34 企業誘致の推進 -0.59 -0.78 -0.66 -0.73 -0.61 -0.57 -0.50

35 就労希望者への雇用対策 -0.39 -0.37 -0.37 -0.39 -0.42 -0.48 -0.37

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 -0.14 -0.20 -0.18 -0.07 -0.29 -0.19 -0.07

37 自然環境の保全 0.03 0.15 0.22 0.10 -0.15 -0.07 0.06

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 0.04 0.28 0.30 0.12 -0.06 -0.18 0.05

39 環境学習や環境美化活動の推進 0.00 0.21 0.15 0.08 -0.13 -0.13 -0.01

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 -0.22 0.07 -0.21 -0.17 -0.38 -0.29 -0.19

41 不法投棄防止対策 -0.46 -0.50 -0.36 -0.30 -0.65 -0.60 -0.44

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 -0.09 -0.14 -0.14 -0.07 -0.21 -0.19 0.05

43 ゴミの収集と処理の推進 0.03 -0.06 -0.13 -0.12 -0.11 -0.08 0.33

44 地球温暖化防止対策 -0.20 -0.25 -0.13 -0.25 -0.31 -0.25 -0.12

45 計画的な土地利用・開発 -0.52 -0.83 -0.41 -0.55 -0.67 -0.46 -0.43

46 公園の整備 -0.03 0.09 -0.27 -0.02 -0.19 0.05 0.07

47 地域の特性を生かした景観づくり -0.25 -0.21 -0.22 -0.19 -0.46 -0.24 -0.21

48 道路の整備 -0.38 -0.51 -0.44 -0.41 -0.49 -0.41 -0.23

49 橋梁や河川の整備 -0.18 0.00 -0.17 -0.16 -0.23 -0.32 -0.11

50 上・下水道の整備 0.04 0.25 -0.18 0.09 -0.18 -0.04 0.23

51 斎場や墓園の整備 -0.09 0.11 0.00 -0.04 -0.39 -0.14 0.01

52 鉄道の運賃問題対策 -1.45 -1.75 -1.57 -1.51 -1.46 -1.51 -1.26

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 -0.92 -1.03 -0.91 -0.95 -1.06 -0.99 -0.77

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり -0.17 -0.45 -0.20 -0.08 -0.26 -0.20 -0.12

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 -0.26 -0.47 -0.18 -0.24 -0.38 -0.35 -0.19

56 健全な財政運営の推進 -0.30 -0.39 -0.29 -0.29 -0.38 -0.38 -0.23

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 -0.10 -0.44 0.06 -0.08 -0.31 -0.15 0.02

58 市民参加・協働の取組 -0.08 -0.11 -0.04 -0.07 -0.21 -0.09 -0.03

凡例： *.** 第1位
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居住地区別にみると、子育て、健康・保健・医療、市民活動、生涯学習、自然環境・生活環境な

どの分野を中心に白井第二小学校区で満足度が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体　満足度の評価点（居住地区別）

白井第一 白井第二 白井第三 大山口 清水口 七次台 南山 池の上 桜台

1 子どもの医療費助成など子育て支援 -0.03 0.16 -0.19 0.03 -0.10 -0.11 0.24 -0.20 -0.10 0.02

2 保育園の整備など子育ての環境づくり -0.03 -0.08 -0.22 -0.11 0.16 -0.04 0.15 -0.09 -0.07 -0.04

3 障がい児への療育の支援 -0.06 0.20 -0.36 -0.21 0.13 -0.12 0.09 0.02 -0.16 -0.14

4 児童や青少年の健全育成 -0.05 0.20 -0.22 -0.17 0.13 -0.13 0.00 -0.05 -0.02 -0.13

5 小・中学校での教育・指導内容 -0.06 0.14 -0.33 -0.19 0.03 -0.28 -0.04 0.05 0.10 -0.04

6 学校施設の整備・安全対策 -0.12 0.05 -0.47 -0.10 0.05 -0.26 -0.24 -0.11 -0.27 0.00

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり -0.03 0.12 -0.07 -0.02 0.00 -0.26 0.06 0.08 -0.15 -0.08

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 0.00 0.13 0.15 -0.05 0.05 -0.06 0.23 -0.03 -0.12 -0.18

9 地震・台風などに備えた防災対策 -0.16 -0.04 -0.46 -0.27 -0.02 -0.31 -0.12 -0.02 -0.24 -0.20

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 -0.02 0.06 -0.11 -0.11 0.03 -0.11 0.10 0.02 0.00 -0.05

11 交通安全対策や防犯対策 -0.27 -0.31 -0.30 -0.41 -0.14 -0.41 -0.24 -0.14 -0.33 -0.21

12 障がい者への福祉サービス -0.11 0.00 -0.22 -0.39 0.06 -0.25 0.00 -0.04 -0.06 -0.09

13 高齢者への福祉サービス -0.12 -0.06 -0.40 -0.35 -0.01 -0.14 0.11 -0.15 -0.13 -0.02

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 -0.07 -0.02 -0.17 -0.18 0.04 -0.22 -0.10 0.06 0.00 -0.15

15 バリアフリーの環境づくり -0.27 -0.14 -0.11 -0.43 -0.03 -0.42 -0.36 -0.25 -0.16 -0.42

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 -0.25 -0.17 -0.35 -0.33 -0.05 -0.38 -0.23 -0.22 -0.35 -0.31

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 -0.09 0.06 -0.11 -0.11 0.00 -0.26 -0.05 0.07 -0.26 -0.23

18 男女共同参画社会づくり -0.06 0.13 -0.17 -0.06 0.06 -0.22 0.09 -0.08 -0.30 -0.07

19 国際交流など国際化の推進 -0.03 0.15 -0.13 -0.05 0.12 -0.21 0.02 -0.04 -0.09 -0.12

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 -0.10 -0.03 -0.11 -0.03 -0.03 -0.28 -0.09 -0.05 -0.26 -0.07

21 健康づくりの推進 0.15 0.22 -0.04 0.13 0.17 0.07 0.25 0.22 0.07 0.11

22 乳幼児健診など母子の健康対策 0.22 0.26 -0.05 0.13 0.25 0.17 0.40 0.28 0.21 0.17

23 がん検診など病気の予防対策 0.16 0.30 -0.08 0.13 0.13 0.17 0.17 0.20 0.13 0.15

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 -0.30 -0.08 -0.63 -0.24 -0.26 -0.32 -0.29 -0.22 -0.38 -0.38

25 地区コミュニティの活性化の支援 -0.07 0.00 -0.23 -0.06 -0.09 -0.02 -0.10 -0.07 -0.10 -0.04

26 公益的市民活動団体などへの支援 -0.08 -0.03 -0.32 -0.07 -0.12 -0.02 0.02 -0.07 -0.27 0.02

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.03 0.18 -0.21 -0.04 0.13 0.14 0.18 0.00 -0.12 -0.07

28 スポーツ活動の推進 0.00 0.17 -0.41 -0.09 0.08 0.10 0.13 -0.02 -0.14 -0.05

29 文化・芸術活動の推進 0.01 0.04 -0.24 -0.06 0.08 0.03 0.09 0.07 -0.05 -0.05

30 歴史・文化財の保存と活用 0.03 0.33 -0.38 -0.02 0.03 0.02 0.15 0.13 -0.09 -0.10

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 -0.26 -0.22 -0.45 -0.42 -0.33 -0.20 0.00 -0.28 -0.12 -0.30

32 農業体験など農業・農村交流の推進 -0.21 0.09 -0.32 -0.49 -0.22 -0.25 -0.03 -0.28 -0.06 -0.19

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 -0.51 -0.34 -0.18 -0.37 -0.51 -0.82 -0.37 -0.67 -0.69 -0.30

34 企業誘致の推進 -0.59 -0.57 -0.22 -0.61 -0.61 -0.79 -0.19 -0.73 -0.78 -0.50

35 就労希望者への雇用対策 -0.39 -0.26 -0.25 -0.38 -0.34 -0.54 -0.25 -0.61 -0.34 -0.41

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 -0.14 0.03 -0.26 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.10 -0.17 -0.17

37 自然環境の保全 0.03 -0.06 -0.14 -0.03 0.16 -0.09 -0.12 0.23 0.08 0.03

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 0.04 0.16 0.04 -0.03 0.11 -0.04 -0.06 0.03 0.08 0.15

39 環境学習や環境美化活動の推進 0.00 -0.21 0.00 -0.01 0.12 -0.08 0.10 0.01 0.04 -0.03

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 -0.22 -0.40 -0.37 -0.35 -0.11 -0.27 -0.16 -0.08 -0.13 -0.24

41 不法投棄防止対策 -0.46 -0.81 -0.88 -0.44 -0.30 -0.60 -0.41 -0.33 -0.35 -0.48

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 -0.09 -0.24 -0.40 0.02 -0.10 -0.13 0.12 -0.06 -0.10 -0.18

43 ゴミの収集と処理の推進 0.03 0.00 -0.48 0.05 -0.03 0.05 0.21 0.09 0.07 -0.05

44 地球温暖化防止対策 -0.20 -0.13 -0.48 -0.19 -0.22 -0.39 -0.04 -0.16 -0.13 -0.26

45 計画的な土地利用・開発 -0.52 -0.42 -0.63 -0.61 -0.43 -0.77 -0.41 -0.45 -0.49 -0.49

46 公園の整備 -0.03 0.18 -0.39 -0.33 0.07 -0.16 -0.10 0.12 0.11 0.05

47 地域の特性を生かした景観づくり -0.25 -0.38 -0.72 -0.35 -0.16 -0.37 -0.17 -0.12 -0.30 -0.09

48 道路の整備 -0.38 -0.56 -0.96 -0.55 -0.01 -0.47 -0.44 -0.26 -0.14 -0.54

49 橋梁や河川の整備 -0.18 -0.26 -0.50 -0.29 0.08 -0.18 -0.13 -0.25 -0.06 -0.31

50 上・下水道の整備 0.04 0.00 -0.96 -0.16 0.27 0.10 0.03 0.16 0.35 -0.18

51 斎場や墓園の整備 -0.09 0.17 -0.09 -0.17 -0.04 0.02 -0.03 -0.23 -0.10 -0.20

52 鉄道の運賃問題対策 -1.45 -1.27 -1.19 -1.25 -1.44 -1.63 -1.46 -1.54 -1.53 -1.54

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 -0.92 -0.81 -1.19 -0.85 -1.16 -1.05 -1.20 -0.70 -0.84 -0.60

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり -0.17 -0.16 -0.55 -0.11 -0.15 -0.26 0.00 -0.20 -0.16 -0.15

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 -0.26 -0.23 -0.35 -0.16 -0.29 -0.39 -0.04 -0.30 -0.35 -0.31

56 健全な財政運営の推進 -0.30 -0.36 -0.37 -0.21 -0.27 -0.44 -0.15 -0.26 -0.36 -0.43

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 -0.10 -0.05 -0.25 -0.04 0.04 -0.21 0.03 -0.12 -0.24 -0.19

58 市民参加・協働の取組 -0.08 0.06 -0.32 -0.10 -0.04 -0.10 0.06 -0.10 -0.12 -0.15

凡例： *.** 第1位
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⑥属性別重要度 

年齢別にみると、子育てや教育などの分野は、30 歳代を中心に比較的若年層で重要度が高くなっ

ています。一方、防災・防犯、福祉などの分野は 50 歳代を中心に高年齢層で重要度が高くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体　重要度の評価点（年齢別）

18～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

1 子どもの医療費助成など子育て支援 1.33 1.52 1.61 1.49 1.13 1.31 1.20

2 保育園の整備など子育ての環境づくり 1.28 1.50 1.43 1.24 1.19 1.29 1.24

3 障がい児への療育の支援 1.17 1.24 0.98 1.17 1.08 1.25 1.20

4 児童や青少年の健全育成 1.23 1.26 1.29 1.18 1.14 1.26 1.22

5 小・中学校での教育・指導内容 1.30 1.38 1.47 1.46 1.17 1.26 1.19

6 学校施設の整備・安全対策 1.30 1.12 1.51 1.45 1.20 1.31 1.16

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり 0.94 0.85 1.06 0.88 0.86 0.99 0.98

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 0.90 0.93 1.15 0.82 0.71 0.88 1.00

9 地震・台風などに備えた防災対策 1.50 1.46 1.49 1.48 1.55 1.56 1.45

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 1.44 1.46 1.40 1.40 1.50 1.47 1.41

11 交通安全対策や防犯対策 1.50 1.44 1.55 1.50 1.52 1.51 1.44

12 障がい者への福祉サービス 1.15 1.15 0.94 1.17 1.18 1.17 1.19

13 高齢者への福祉サービス 1.20 1.07 0.91 1.16 1.32 1.25 1.24

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 1.16 0.98 1.00 1.10 1.22 1.22 1.20

15 バリアフリーの環境づくり 1.16 1.02 1.01 1.18 1.24 1.21 1.13

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 1.22 1.12 0.91 1.17 1.31 1.31 1.28

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 1.02 1.10 0.88 0.87 1.05 1.06 1.11

18 男女共同参画社会づくり 0.69 0.95 0.57 0.62 0.67 0.82 0.68

19 国際交流など国際化の推進 0.54 0.60 0.52 0.45 0.53 0.58 0.60

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 0.72 0.88 0.52 0.54 0.65 0.84 0.86

21 健康づくりの推進 1.13 1.19 1.15 0.99 0.98 1.20 1.24

22 乳幼児健診など母子の健康対策 1.23 1.33 1.40 1.17 1.12 1.20 1.25

23 がん検診など病気の予防対策 1.27 1.31 1.47 1.27 1.19 1.23 1.27

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 1.42 1.31 1.53 1.54 1.42 1.41 1.34

25 地区コミュニティの活性化の支援 0.60 0.63 0.57 0.45 0.55 0.62 0.72

26 公益的市民活動団体などへの支援 0.40 0.35 0.36 0.29 0.31 0.48 0.52

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.48 0.59 0.30 0.31 0.53 0.55 0.57

28 スポーツ活動の推進 0.54 0.73 0.39 0.40 0.58 0.59 0.59

29 文化・芸術活動の推進 0.50 0.57 0.41 0.39 0.52 0.61 0.50

30 歴史・文化財の保存と活用 0.53 0.76 0.48 0.38 0.48 0.68 0.54

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 0.86 1.12 0.72 0.82 0.81 0.94 0.82

32 農業体験など農業・農村交流の推進 0.63 0.66 0.58 0.64 0.55 0.67 0.65

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 0.87 0.78 0.79 0.92 0.83 0.97 0.84

34 企業誘致の推進 0.87 0.71 0.86 0.97 0.83 0.92 0.81

35 就労希望者への雇用対策 1.00 1.07 0.94 0.92 1.00 1.14 0.94

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 0.80 0.80 0.61 0.69 0.81 0.86 0.93

37 自然環境の保全 1.12 0.95 1.14 1.02 1.06 1.30 1.10

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 0.92 0.83 1.12 0.82 0.84 1.02 0.91

39 環境学習や環境美化活動の推進 0.91 0.86 1.14 0.74 0.81 1.02 0.94

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 1.17 1.21 1.23 0.97 1.18 1.23 1.22

41 不法投棄防止対策 1.32 1.24 1.21 1.10 1.33 1.46 1.39

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 1.29 1.12 1.16 1.18 1.27 1.46 1.32

43 ゴミの収集と処理の推進 1.34 1.12 1.26 1.21 1.39 1.40 1.38

44 地球温暖化防止対策 1.17 1.05 1.10 1.04 1.13 1.32 1.22

45 計画的な土地利用・開発 1.06 1.31 1.03 1.09 1.00 1.04 1.03

46 公園の整備 0.94 1.02 1.25 0.99 0.80 0.88 0.91

47 地域の特性を生かした景観づくり 0.81 0.86 0.87 0.70 0.68 0.90 0.86

48 道路の整備 1.20 1.41 1.37 1.19 1.16 1.09 1.23

49 橋梁や河川の整備 0.92 1.00 0.82 0.77 0.84 1.00 1.04

50 上・下水道の整備 1.10 1.12 1.03 0.89 1.02 1.14 1.28

51 斎場や墓園の整備 0.66 0.69 0.41 0.51 0.66 0.69 0.84

52 鉄道の運賃問題対策 1.61 1.79 1.51 1.67 1.71 1.61 1.49

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 1.45 1.50 1.36 1.45 1.46 1.48 1.42

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり 0.67 0.86 0.64 0.49 0.74 0.72 0.70

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 0.74 0.86 0.70 0.54 0.73 0.87 0.79

56 健全な財政運営の推進 1.05 1.05 0.84 0.79 1.01 1.25 1.17

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 0.83 0.86 0.78 0.64 0.77 0.96 0.94

58 市民参加・協働の取組 0.65 0.86 0.60 0.55 0.60 0.71 0.70

凡例： *.** 第1位

*.** 第2位

*.** 第3位
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居住地区別にみると、子育て、教育、健康・保健・医療などの分野を中心に、大山口小学校区で

重要度が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体　重要度の評価点（居住地区別）

白井第一 白井第二 白井第三 大山口 清水口 七次台 南山 池の上 桜台

1 子どもの医療費助成など子育て支援 1.33 1.40 1.28 1.29 1.48 1.22 1.44 1.34 1.33 1.23

2 保育園の整備など子育ての環境づくり 1.28 1.23 1.24 1.21 1.37 1.27 1.22 1.34 1.38 1.26

3 障がい児への療育の支援 1.17 1.34 1.04 1.10 1.19 1.21 1.09 1.22 1.23 1.07

4 児童や青少年の健全育成 1.23 1.18 1.34 1.12 1.38 1.19 1.16 1.27 1.25 1.18

5 小・中学校での教育・指導内容 1.30 1.21 1.32 1.25 1.50 1.21 1.44 1.25 1.32 1.21

6 学校施設の整備・安全対策 1.30 1.13 1.04 1.23 1.42 1.36 1.41 1.27 1.40 1.21

7 地域の教育資源を活用した開かれた学校づくり 0.94 0.82 0.89 0.88 1.04 0.99 0.94 0.94 1.09 0.84

8 小学校へのスムーズな就学のための幼児教育の推進 0.90 0.82 0.96 0.86 1.03 0.99 0.97 0.85 0.85 0.81

9 地震・台風などに備えた防災対策 1.50 1.58 1.62 1.47 1.52 1.48 1.53 1.47 1.48 1.44

10 火災に対する消防体制や緊急時の救急体制 1.44 1.58 1.52 1.37 1.52 1.44 1.44 1.38 1.41 1.38

11 交通安全対策や防犯対策 1.50 1.61 1.52 1.47 1.58 1.49 1.56 1.42 1.45 1.42

12 障がい者への福祉サービス 1.15 1.37 0.79 1.07 1.14 1.20 1.19 1.24 1.13 1.08

13 高齢者への福祉サービス 1.20 1.42 0.96 1.24 1.19 1.17 1.17 1.29 1.05 1.16

14 保健や福祉の相談窓口機能の充実 1.16 1.23 1.04 1.11 1.21 1.12 1.18 1.24 1.17 1.04

15 バリアフリーの環境づくり 1.16 1.30 0.96 1.15 1.19 1.16 1.18 1.21 1.03 1.16

16 独居高齢者の見守りなど地域福祉活動の支援 1.22 1.48 1.00 1.23 1.27 1.17 1.22 1.23 1.11 1.15

17 差別、偏見、虐待などを防止する人権対策 1.02 1.08 0.79 0.89 1.04 1.14 1.09 0.99 1.16 0.89

18 男女共同参画社会づくり 0.69 0.66 0.57 0.49 0.78 0.73 0.74 0.73 0.89 0.58

19 国際交流など国際化の推進 0.54 0.50 0.39 0.41 0.59 0.61 0.63 0.64 0.69 0.31

20 平和意識の啓発や平和教育の推進 0.72 0.72 0.34 0.53 0.71 0.82 0.77 0.73 1.01 0.57

21 健康づくりの推進 1.13 1.15 0.86 1.00 1.32 1.11 1.10 1.20 1.19 1.00

22 乳幼児健診など母子の健康対策 1.23 1.29 1.04 1.18 1.32 1.19 1.16 1.29 1.31 1.18

23 がん検診など病気の予防対策 1.27 1.30 1.04 1.21 1.42 1.21 1.20 1.35 1.30 1.19

24 休日・夜間や緊急時の医療体制 1.42 1.42 1.38 1.40 1.50 1.40 1.48 1.50 1.33 1.34

25 地区コミュニティの活性化の支援 0.60 0.61 0.57 0.54 0.62 0.64 0.72 0.71 0.58 0.36

26 公益的市民活動団体などへの支援 0.40 0.42 0.46 0.33 0.39 0.34 0.49 0.51 0.47 0.23

27 各センターでの講座開催など生涯学習活動の支援 0.48 0.50 0.29 0.51 0.53 0.43 0.46 0.56 0.60 0.25

28 スポーツ活動の推進 0.54 0.64 0.39 0.48 0.59 0.43 0.56 0.68 0.58 0.35

29 文化・芸術活動の推進 0.50 0.67 0.25 0.44 0.52 0.52 0.51 0.61 0.51 0.30

30 歴史・文化財の保存と活用 0.53 0.74 0.39 0.40 0.57 0.53 0.54 0.61 0.54 0.41

31 多様な形態の農業経営と担い手の支援 0.86 1.03 1.11 0.64 0.98 0.91 0.96 0.90 0.75 0.67

32 農業体験など農業・農村交流の推進 0.63 0.66 0.89 0.49 0.75 0.67 0.70 0.69 0.57 0.44

33 商店街や工業団地などの活性化の支援 0.87 0.95 0.79 0.72 1.00 0.97 0.97 0.98 0.88 0.57

34 企業誘致の推進 0.87 0.91 0.52 0.72 0.87 0.86 0.99 0.99 1.03 0.70

35 就労希望者への雇用対策 1.00 1.09 0.83 0.97 1.11 0.93 1.13 0.98 1.02 0.84

36 消費者被害の防止など消費者保護の推進 0.80 0.84 0.79 0.69 0.77 0.78 0.95 0.82 1.01 0.57

37 自然環境の保全 1.12 1.10 0.96 0.88 1.27 1.25 1.18 1.21 1.16 0.91

38 市民の森など自然とふれあう場の提供 0.92 0.95 0.79 0.80 1.04 0.97 1.03 0.95 0.89 0.76

39 環境学習や環境美化活動の推進 0.91 0.95 0.86 0.75 1.12 0.93 0.99 0.88 1.00 0.66

40 騒音・振動・悪臭などの公害対策 1.17 1.21 1.28 1.09 1.20 1.13 1.18 1.21 1.25 1.05

41 不法投棄防止対策 1.32 1.42 1.29 1.16 1.37 1.36 1.35 1.28 1.38 1.24

42 ゴミの減量とリサイクルの推進 1.29 1.25 1.38 1.07 1.39 1.27 1.25 1.35 1.40 1.28

43 ゴミの収集と処理の推進 1.34 1.29 1.30 1.27 1.43 1.35 1.28 1.35 1.38 1.30

44 地球温暖化防止対策 1.17 1.19 1.03 1.05 1.19 1.11 1.23 1.23 1.32 1.10

45 計画的な土地利用・開発 1.06 1.07 0.83 1.05 1.19 1.09 1.03 1.07 1.11 0.90

46 公園の整備 0.94 0.84 0.62 0.99 1.14 1.02 0.95 1.00 0.84 0.71

47 地域の特性を生かした景観づくり 0.81 0.79 0.71 0.73 1.01 0.92 0.75 0.84 0.77 0.66

48 道路の整備 1.20 1.41 1.46 1.28 1.21 1.21 1.25 1.14 1.12 1.01

49 橋梁や河川の整備 0.92 1.10 1.00 0.83 0.97 1.00 0.87 0.93 0.95 0.73

50 上・下水道の整備 1.10 1.26 1.14 1.04 1.21 1.15 1.04 1.04 1.11 1.00

51 斎場や墓園の整備 0.66 0.72 0.69 0.65 0.62 0.76 0.71 0.65 0.62 0.56

52 鉄道の運賃問題対策 1.61 1.62 1.25 1.39 1.69 1.60 1.62 1.68 1.72 1.64

53 路線バスや循環バスの利便性向上の取組 1.45 1.44 1.37 1.26 1.60 1.50 1.62 1.41 1.47 1.30

54 人材育成など市民自治の仕組みづくり 0.67 0.63 0.69 0.61 0.83 0.66 0.75 0.77 0.57 0.46

55 行政評価など効率的な行政運営の推進 0.74 0.61 0.90 0.62 0.82 0.66 0.80 0.81 0.77 0.67

56 健全な財政運営の推進 1.05 1.05 1.17 0.82 1.10 0.99 1.05 1.16 1.11 1.01

57 情報公開や広報・ＰＲ活動の取組 0.83 0.97 0.72 0.64 0.94 0.75 0.82 0.92 0.88 0.79

58 市民参加・協働の取組 0.65 0.72 0.59 0.61 0.79 0.56 0.67 0.75 0.66 0.40

凡例： *.** 第1位

*.** 第2位

*.** 第3位

施策
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５ 子育て支援について 

（１）充実していくべき子育て支援施策 

【問７】あなたは、市の子育て支援施策として、どのような取組を充実させていくべきだと思いま

すか。次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

市が充実させていくべき子育て支援施策については、「子どもが安心して医療機関にかかれる体

制」（29.7％）、「必要な時に誰でも利用できる保育サービス」（29.5％）、「医療費への助成」

（29.4％）が 3割弱と高くなっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「保育所や幼稚園にかかる費用負担の軽減」が、女性では「必要な時

に誰でも利用できる保育サービス」が最も高くなっています。 

年齢別にみると、子育て世代である 30 歳代、40 歳代では、「子どもが安心して医療機関にかか

れる体制」、「医療費への助成」が高くなっています。また、10 歳代・20 歳代では「必要な時に誰

でも利用できる保育サービス」、「保育所や幼稚園にかかる費用負担の軽減」が最も高くなってい

ます。  

29.7

29.5

29.4

25.1

22.7

19.2

19.1

17.9

15.9

15.7

12.1

10.4

8.6

6.3

2.5

6.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

子どもが安心して医療機関にかかれる体制

必要な時に誰でも利用できる保育サービス

医療費への助成

保育所や幼稚園にかかる費用負担の軽減

親子が安心して集える身近な場や機会の充実

学童保育の充実

中学生・高校生の居場所づくり

子ども連れでも出かけやすく楽しめる場づくり

子どもたちが様々な人と交流する機会の提供

子育て家庭の家賃や教育ローンへの助成

子育て情報が入手でき相談できる窓口サービス

企業に対する職場環境の改善の働きかけ

子育てについて学べる機会

乳幼児健診などの母子保健の充実

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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居住地区別にみると、清水口小学校区と南山小学校区では「必要な時に誰でも利用できる保育

サービス」、白井第二小学校区、白井第三小学校区、池の上小学校区では「医療費への助成」が最

も高くなっています。 
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て
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る
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実

子
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て
家
庭
の
家
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や
教
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ロ
ー

ン
へ
の
助
成

学
童
保
育
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実

企
業
に
対
す
る
職
場
環
境
の
改
善
の
働
き
か
け

そ
の
他

無
回
答

単位

911 22.7 17.9 15.9 19.1 29.5 12.1 25.1 29.7 8.6 29.4 6.3 15.7 19.2 10.4 2.5 6.3

男性 387 24.5 17.8 15.8 18.6 25.6 9.6 33.6 32.0 8.8 32.0 5.9 20.2 17.3 9.0 2.3 4.1

女性 485 21.4 18.4 16.1 19.2 32.6 14.2 18.8 28.2 8.7 27.2 6.4 12.4 20.8 11.5 2.9 7.4

無回答 39 20.5 12.8 15.4 23.1 30.8 10.3 20.5 25.6 5.1 30.8 7.7 12.8 17.9 10.3 - 12.8

18歳～29歳 45 20.0 24.4 4.4 24.4 42.2 13.3 42.2 20.0 15.6 20.0 8.9 22.2 6.7 13.3 - 4.4

30歳～39歳 97 18.6 29.9 14.4 17.5 27.8 4.1 33.0 37.1 7.2 34.0 8.2 16.5 17.5 8.2 4.1 3.1

40歳～49歳 159 17.0 16.4 17.6 18.9 32.7 6.3 18.2 38.4 5.0 43.4 4.4 22.0 20.1 11.3 2.5 2.5

50歳～59歳 143 19.6 17.5 15.4 18.9 28.7 11.9 31.5 25.2 7.0 35.0 7.0 19.6 14.7 10.5 2.1 2.8

60歳～69歳 179 22.3 13.4 19.6 17.3 31.3 16.8 21.2 30.2 11.2 26.8 6.1 11.7 22.9 14.0 3.4 3.9

70歳以上 263 30.0 16.0 16.0 20.2 26.2 15.2 23.2 26.2 9.9 19.0 6.1 11.8 21.7 7.6 1.9 12.5

無回答 25 24.0 24.0 8.0 20.0 20.0 12.0 20.0 24.0 - 36.0 4.0 8.0 16.0 12.0 4.0 16.0

白井第一 73 16.4 21.9 16.4 16.4 26.0 11.0 23.3 26.0 17.8 24.7 11.0 17.8 21.9 8.2 2.7 6.8

白井第二 37 24.3 21.6 13.5 13.5 21.6 13.5 24.3 24.3 5.4 32.4 - 16.2 21.6 10.8 2.7 10.8

白井第三 138 21.0 15.9 9.4 23.2 21.0 8.0 29.0 26.8 9.4 31.2 4.3 21.7 15.9 10.1 2.2 10.1

大山口 127 26.0 18.1 18.1 16.5 33.1 11.8 24.4 34.6 6.3 32.3 7.1 11.8 22.0 10.2 3.1 3.9

清水口 106 23.6 18.9 21.7 18.9 34.9 15.1 29.2 29.2 6.6 23.6 6.6 12.3 17.9 11.3 1.9 3.8

七次台 88 20.5 10.2 13.6 19.3 35.2 13.6 25.0 36.4 8.0 29.5 5.7 19.3 19.3 8.0 4.5 4.5

南山 124 28.2 19.4 14.5 21.0 32.3 12.9 22.6 26.6 8.1 28.2 2.4 11.3 21.0 11.3 1.6 6.5

池の上 99 18.2 18.2 17.2 22.2 25.3 13.1 27.3 25.3 12.1 33.3 11.1 15.2 21.2 10.1 2.0 4.0

桜台 104 24.0 18.3 20.2 16.3 33.7 12.5 22.1 34.6 5.8 29.8 7.7 16.3 16.3 14.4 1.9 4.8

無回答 15 20.0 26.7 6.7 13.3 20.0 6.7 6.7 33.3 - 26.7 - 20.0 6.7 - 6.7 26.7

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

（％）

全体
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６ 学校教育について 

（１）充実していくべき学校教育施策 

【問８】あなたは、市の学校教育施策として、どのような取組を充実させていくべきだと思います

か。次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

市が充実させていくべき学校教育施策については、「豊かな人間性や社会性・道徳心の育成」

（44.6％）、「いじめ防止対策の推進」（42.8％）、「子どもが自ら学び、思考し、表現する力の育

成」（38.7％）が約 4 割と高くなっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代、30 歳代では、「子ども自らが学び、思考し、表現する力の

育成」が最も高くなっています。その他、30 歳代、40 歳代では「学校施設や設備の改善」も 2割

以上と他の年齢層と比べて高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、南山小学校区では「子ども自らが学び、思考し、表現

する力の育成」、清水口小学校区、池の上小学校区では「いじめ防止対策の推進」が最も高くなっ

ています。 

 

44.6

42.8

38.7

28.6

23.2

17.8

15.4

13.8

13.0

12.0

9.7

7.1

3.3

5.7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

豊かな人間性や社会性・道徳心の育成

いじめ防止対策の推進

子ども自らが学び、思考し、表現する力の育成

子どもの基礎的な知識や技能の向上

個性を生かし、のびのびとした学校生活の実現

体力づくりの推進

学校施設や設備の改善

学校・家庭・地域の連携による教育支援

少人数指導などきめ細かな指導の推進

地域との交流による幅広い学びの機会の提供

職業体験などキャリア教育の充実

地域の食材を生かした「食育」の実施

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

子
ど
も
の
基
礎
的
な
知
識
や
技
能
の
向
上

子
ど
も
自
ら
が
学
び
、

思
考
し
、

表
現
す
る
力
の
育
成

豊
か
な
人
間
性
や
社
会
性
・
道
徳
心
の
育
成

体
力
づ
く
り
の
推
進

個
性
を
生
か
し
、

の
び
の
び
と
し
た
学
校
生
活
の
実
現

少
人
数
指
導
な
ど
き
め
細
か
な
指
導
の
推
進

い
じ
め
防
止
対
策
の
推
進

職
業
体
験
な
ど
キ
ャ

リ
ア
教
育
の
充
実

地
域
の
食
材
を
生
か
し
た
「

食
育
」

の
実
施

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携
に
よ
る
教
育
支
援

地
域
と
の
交
流
に
よ
る
幅
広
い
学
び
の
機
会
の
提
供

学
校
施
設
や
設
備
の
改
善

そ
の
他

無
回
答

単位

911 28.6 38.7 44.6 17.8 23.2 13.0 42.8 9.7 7.1 13.8 12.0 15.4 3.3 5.7

男性 387 27.6 42.9 46.0 22.0 25.3 12.4 41.9 8.5 6.2 11.6 9.8 16.0 3.1 4.9

女性 485 28.5 36.7 43.7 13.8 21.4 13.6 43.7 11.1 8.0 14.4 13.8 15.5 3.3 6.2

無回答 39 41.0 23.1 41.0 25.6 23.1 10.3 41.0 2.6 5.1 28.2 10.3 7.7 5.1 7.7

18歳～29歳 45 28.9 40.0 37.8 24.4 35.6 6.7 37.8 15.6 8.9 13.3 6.7 17.8 - 4.4

30歳～39歳 97 25.8 49.5 34.0 15.5 25.8 15.5 36.1 21.6 8.2 7.2 12.4 20.6 6.2 4.1

40歳～49歳 159 30.8 42.1 43.4 18.9 20.8 16.4 40.9 10.1 6.9 11.3 6.3 24.5 3.1 2.5

50歳～59歳 143 35.0 34.3 37.8 14.7 21.0 14.7 48.3 11.2 7.7 16.8 13.3 18.9 6.3 1.4

60歳～69歳 179 26.8 41.3 52.0 17.3 19.6 11.7 41.9 8.4 7.8 14.5 15.1 12.8 3.4 4.5

70歳以上 263 25.1 35.4 49.8 18.6 25.5 10.3 45.2 4.9 6.1 14.1 12.9 8.4 0.8 11.4

無回答 25 40.0 16.0 36.0 20.0 20.0 20.0 40.0 - 4.0 32.0 16.0 4.0 8.0 8.0

白井第一 73 31.5 35.6 50.7 21.9 15.1 11.0 45.2 8.2 2.7 23.3 12.3 11.0 1.4 6.8

白井第二 37 18.9 24.3 48.6 18.9 37.8 10.8 48.6 5.4 13.5 10.8 8.1 13.5 - 8.1

白井第三 138 30.4 31.2 44.9 17.4 14.5 13.8 39.9 11.6 5.8 13.8 13.8 12.3 3.6 10.1

大山口 127 33.9 44.1 42.5 20.5 19.7 15.0 40.2 11.0 5.5 11.8 14.2 13.4 5.5 3.9

清水口 106 29.2 43.4 34.9 22.6 24.5 5.7 51.9 6.6 11.3 13.2 11.3 17.0 1.9 4.7

七次台 88 21.6 38.6 48.9 22.7 29.5 10.2 47.7 8.0 2.3 11.4 13.6 10.2 6.8 4.5

南山 124 26.6 47.6 47.6 13.7 22.6 12.1 39.5 8.9 9.7 16.1 9.7 24.2 1.6 4.0

池の上 99 30.3 33.3 40.4 13.1 26.3 19.2 43.4 13.1 3.0 12.1 13.1 21.2 3.0 4.0

桜台 104 26.9 39.4 49.0 12.5 31.7 16.3 36.5 10.6 12.5 12.5 9.6 13.5 3.8 3.8

無回答 15 33.3 40.0 33.3 13.3 13.3 13.3 40.0 6.7 6.7 13.3 6.7 6.7 - 20.0

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

（％）

全体
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７ 防災について 

（１）大きな地震が発生した場合に心配に思う事 

【問９】今後大きな地震が発生した場合、あなたが心配に思うことは何ですか。次の中から３つま

で選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

大地震が発生した場合に心配なことについては、「ライフラインが停止すること」（62.8％）が 6

割を超えて最も高くなっています。次いで「自宅が倒壊すること」（41.8％）、「食糧や飲料水、必

要物資が確保できないこと」（37.9％）、「避難場所で生活すること」（37.0％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、高年齢層ほど「自宅が倒壊すること」が高い傾向にあり、若年層ほど「家族

や知人の安否確認ができないこと」が高い傾向にあります。働く人の割合が多い 30 歳代～50 歳代

では「外出（仕事）先から帰宅できないこと」が 2割を超えて、他の年齢層と比べて高くなって

いるほか、30 歳代では「食糧や飲料水、必要物資が確保できないこと」が 5 割を超えて他の年齢

層と比べて高くなっています。 

62.8

41.8

37.9

37.0

24.5

17.6

16.8

16.6

14.4

6.0

4.4

1.0

1.5

2.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ライフラインが停止すること

自宅が倒壊すること

食糧や飲料水、必要物資が確保できないこと

避難場所で生活すること

家族や知人の安否確認ができないこと

情報が混乱すること

火災が発生すること

外出（仕事）先から帰宅できないこと

医療機関で診療を受けられないこと

避難行動要支援者が避難できないこと

地域で助け合いができないこと

土砂崩れやがけ崩れが起こること

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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居住地区別にみると、白井第一小学校区、白井第二小学校区では「自宅が倒壊すること」が約 6

割と最も高くなっています。 

 

 

 

 

  

全
体

自
宅
が
倒
壊
す
る
こ
と

家
族
や
知
人
の
安
否
確
認
が
で
き
な
い
こ
と

避
難
行
動
要
支
援
者
が
避
難
で
き
な
い
こ
と

避
難
場
所
で
生
活
す
る
こ
と

食
糧
や
飲
料
水
、

必
要
物
資
が
確
保
で
き
な
い
こ
と

外
出
（

仕
事
）

先
か
ら
帰
宅
で
き
な
い
こ
と

医
療
機
関
で
診
療
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
停
止
す
る
こ
と

土
砂
崩
れ
や
が
け
崩
れ
が
起
こ
る
こ
と

火
災
が
発
生
す
る
こ
と

情
報
が
混
乱
す
る
こ
と

地
域
で
助
け
合
い
が
で
き
な
い
こ
と

そ
の
他

無
回
答

911 41.8 24.5 6.0 37.0 37.9 16.6 14.4 62.8 1.0 16.8 17.6 4.4 1.5 2.3

男性 387 41.1 21.7 5.9 35.9 37.7 18.3 16.5 63.3 1.3 16.5 16.5 6.7 0.8 1.8

女性 485 41.6 27.0 5.6 38.1 38.1 16.1 13.0 62.5 0.8 16.3 18.6 2.9 1.9 2.7

無回答 39 51.3 20.5 12.8 33.3 35.9 5.1 10.3 61.5 - 25.6 15.4 - 5.1 2.6

18歳～29歳 45 26.7 40.0 4.4 44.4 40.0 15.6 15.6 48.9 4.4 13.3 20.0 4.4 - -

30歳～39歳 97 39.2 35.1 - 37.1 51.5 21.6 13.4 58.8 - 8.2 17.5 8.2 1.0 -

40歳～49歳 159 39.6 41.5 3.8 32.7 34.0 24.5 8.2 66.7 1.3 11.3 15.1 1.9 0.6 1.9

50歳～59歳 143 40.6 25.9 5.6 31.5 39.2 23.1 13.3 69.9 1.4 21.7 14.0 2.8 2.8 0.7

60歳～69歳 179 41.9 19.6 7.3 39.1 36.3 17.9 15.1 63.1 1.1 12.8 22.9 5.0 2.2 0.6

70歳以上 263 46.4 11.0 9.5 40.3 35.4 6.8 18.3 61.6 0.4 22.8 16.7 4.9 0.8 5.7

無回答 25 52.0 16.0 4.0 32.0 36.0 4.0 16.0 48.0 - 28.0 20.0 4.0 8.0 4.0

白井第一 73 60.3 20.5 4.1 35.6 32.9 16.4 19.2 56.2 2.7 17.8 13.7 1.4 1.4 2.7

白井第二 37 59.5 18.9 5.4 45.9 27.0 10.8 16.2 37.8 8.1 24.3 16.2 - 2.7 2.7

白井第三 138 45.7 23.2 5.8 31.2 37.0 10.9 16.7 55.8 0.7 25.4 12.3 7.2 2.9 5.1

大山口 127 39.4 26.8 5.5 42.5 40.2 15.0 12.6 63.0 - 10.2 16.5 7.9 1.6 1.6

清水口 106 35.8 26.4 8.5 39.6 36.8 20.8 17.9 65.1 - 11.3 18.9 2.8 0.9 0.9

七次台 88 48.9 23.9 4.5 36.4 38.6 20.5 10.2 63.6 - 17.0 17.0 4.5 1.1 2.3

南山 124 30.6 29.0 6.5 38.7 37.1 19.4 11.3 73.4 - 14.5 21.8 3.2 2.4 0.8

池の上 99 44.4 20.2 6.1 32.3 39.4 19.2 13.1 67.7 - 15.2 22.2 3.0 1.0 3.0

桜台 104 31.7 26.9 7.7 37.5 44.2 14.4 14.4 67.3 2.9 19.2 19.2 2.9 - -

無回答 15 40.0 13.3 - 26.7 33.3 20.0 13.3 46.7 - 20.0 13.3 13.3 - 13.3

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体
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（２）災害全般に対して得たいと思う知識や情報 

【問 10】あなたは、災害全般に関して日頃からどのような知識や情報を得たいと思いますか。次の

中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

災害全般に関して日頃から得たい知識や情報については、「家庭でできる防災の心構えや準備」

（39.4％）、「被災者の生活確保の方法」（38.2％）、「連絡手段や災害情報の入手方法」（37.7％）が

約 4割と高くなっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「被災者の生活確保の方法」が、女性では「家庭でできる防災の心構

えや準備」が最も高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代、30 歳代では「避難場所や避難経路」が最も高くなっていま

す。また 40 歳代～60 歳代では「住宅などの復興支援の内容」も比較的高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第一小学校区、白井第二小学校区では「地震発生の予報」が約 4

割、大山口小学校区、清水口小学校区、桜台小学校区では「連絡手段や災害情報の入手方法」が 4

割以上と他の小学校区と比べて高くなっています。 

  

39.4

38.2

37.7

33.4

26.8

26.6

24.6

17.5

16.6

6.5

1.0

3.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

家庭でできる防災の心構えや準備

被災者の生活確保の方法

連絡手段や災害情報の入手方法

避難場所や避難経路

住宅などの復興支援の内容

地震発生の予報

市や地域での災害復旧体制

家屋の耐震診断・耐震対策

市の減災（被害を減らす）の取組

自主防災組織の作り方や活動内容

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

家
庭
で
で
き
る
防
災
の
心
構
え
や
準
備

家
屋
の
耐
震
診
断
・
耐
震
対
策

自
主
防
災
組
織
の
作
り
方
や
活
動
内
容

地
震
発
生
の
予
報

市
の
減
災
（

被
害
を
減
ら
す
）

の
取
組

避
難
場
所
や
避
難
経
路

連
絡
手
段
や
災
害
情
報
の
入
手
方
法

市
や
地
域
で
の
災
害
復
旧
体
制

被
災
者
の
生
活
確
保
の
方
法

住
宅
な
ど
の
復
興
支
援
の
内
容

そ
の
他

無
回
答

911 39.4 17.5 6.5 26.6 16.6 33.4 37.7 24.6 38.2 26.8 1.0 3.3

男性 387 35.7 17.6 7.2 26.1 21.2 34.1 33.3 32.3 36.2 27.1 1.0 2.6

女性 485 42.5 17.9 6.0 27.2 13.6 33.2 40.6 18.8 40.2 26.6 0.6 3.3

無回答 39 38.5 10.3 5.1 23.1 7.7 28.2 43.6 20.5 33.3 25.6 5.1 10.3

18歳～29歳 45 26.7 20.0 6.7 35.6 11.1 44.4 42.2 22.2 44.4 22.2 2.2 -

30歳～39歳 97 41.2 17.5 5.2 24.7 17.5 44.3 34.0 24.7 33.0 21.6 1.0 3.1

40歳～49歳 159 35.8 17.0 6.3 29.6 15.7 30.2 43.4 22.6 32.7 30.2 1.3 1.3

50歳～59歳 143 36.4 14.7 6.3 29.4 14.7 30.1 37.8 29.4 37.1 31.5 1.4 2.8

60歳～69歳 179 38.5 18.4 6.1 24.0 17.9 34.6 37.4 26.3 42.5 30.2 0.6 0.6

70歳以上 263 45.2 19.4 7.6 25.1 19.0 30.8 35.4 22.8 40.7 22.8 0.4 6.1

無回答 25 40.0 4.0 4.0 16.0 4.0 28.0 32.0 20.0 32.0 24.0 4.0 16.0

白井第一 73 35.6 19.2 5.5 42.5 11.0 24.7 28.8 34.2 34.2 37.0 - 4.1

白井第二 37 40.5 27.0 2.7 37.8 16.2 18.9 27.0 27.0 35.1 29.7 2.7 2.7

白井第三 138 42.0 13.8 10.1 30.4 18.1 31.2 34.8 18.8 41.3 24.6 0.7 5.1

大山口 127 40.2 15.7 7.1 28.3 11.0 40.9 40.9 25.2 35.4 25.2 0.8 1.6

清水口 106 38.7 13.2 2.8 24.5 21.7 36.8 45.3 19.8 32.1 28.3 0.9 3.8

七次台 88 39.8 21.6 8.0 15.9 14.8 39.8 38.6 20.5 39.8 35.2 1.1 3.4

南山 124 37.1 18.5 8.9 25.0 22.6 30.6 33.9 29.8 37.1 21.0 1.6 3.2

池の上 99 45.5 21.2 6.1 21.2 15.2 29.3 34.3 23.2 43.4 30.3 1.0 2.0

桜台 104 36.5 15.4 2.9 24.0 16.3 39.4 48.1 27.9 42.3 19.2 1.0 1.0

無回答 15 26.7 20.0 6.7 13.3 13.3 13.3 26.7 20.0 40.0 20.0 - 20.0

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体

（％）
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既に取り組

んでいる

11.4

10.2

8.8

4.5

2.3

9.7

3.3

6.1

12.3

4.7

7.0

1.8

0.7

今後取り

組みたい

25.0

31.2

22.2

25.4

20.4

27.9

20.0

12.1

17.5

17.1

24.5

25.4

15.0

どちらとも

いえない

38.2

35.7

41.1

41.2

42.8

38.5

42.3

39.1

39.3

42.8

41.2

41.8

45.8

取り組み

たくない

5.9

4.7

7.0

6.6

8.8

5.0

7.9

13.9

12.5

10.4

5.6

6.5

9.0

わから

ない

12.3

10.3

12.5

14.2

17.2

11.3

18.0

19.5

10.6

17.1

13.6

16.5

21.1

無回答

7.1

7.9

8.5

8.2

8.5

7.6

8.6

9.2

7.8

7.8

8.1

8.1

8.5

１．防犯活動

２．防災活動

３．交通安全活動

４．高齢者を支援する活動

５．障害のある人を支援する活動

６．健康づくりに関する活動

７．子育て世代を支援する活動

８．青少年を支援する活動

９．地域の祭りやイベント

10．文化・芸術活動

11．環境美化活動

12．自然保護活動

13．文化財・伝統的文化の保護活動

総数=911 単位:％

 

８ 市民参加・協働によるまちづくりについて 

（１）参加状況と取組主体 

【問 11】あなたは、次のような活動に取り組んでいますか、あるいは取り組みたいと思いますか。

また、その活動は市民と市役所のどちらが中心となって取り組むべきだと思いますか。

12 の活動のすべてについて、それぞれ１つずつ選んで番号に○をつけてください。 

 

①市民参加・協働のまちづくりの参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既に取り組んでいる活動については、「地域の祭りやイベント」（12.3％）、「防犯活動」

（11.4％）、「防災活動」（10.2％）が 1割を超えて高くなっています。今後取り組みたい活動につ

いては、「防災活動」（31.2％）、「健康づくりに関する活動」（27.9％）が約 3割と高くなっていま

す。 

また、取り組みたくない活動については、「青少年を支援する活動」（13.9％）、「地域の祭りや

イベント」（12.5％）、「文化・芸術活動」（10.4％）が 1 割を超えて高くなっています。 
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【属性別】 

１．防犯活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、高年齢層を中心に「既に取り組んでいる」が高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第三小学校区、大山口小学校区では「今後取り組みたい」が 3割を

超えて高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

11.4

12.9

10.7

4.4

8.2

10.1

7.0

14.0

16.0

9.6

8.1

7.2

11.8

13.2

17.0

8.1

15.2

13.5

今後取り

組みたい

25.0

23.5

27.0

35.6

26.8

26.4

29.4

22.9

21.7

24.7

10.8

32.6

30.7

21.7

26.1

21.8

27.3

20.2

どちらとも

いえない

38.2

41.1

35.7

35.6

40.2

42.8

37.1

42.5

32.7

31.5

37.8

36.2

33.1

34.9

38.6

48.4

35.4

43.3

取り組み

たくない

5.9

6.5

5.4

13.3

7.2

3.1

8.4

5.0

5.3

4.1

8.1

6.5

10.2

6.6

4.5

1.6

5.1

7.7

わから

ない

12.3

10.9

12.8

11.1

12.4

11.9

14.7

10.6

11.4

15.1

24.3

11.6

8.7

14.2

11.4

12.1

12.1

9.6

無回答

7.1

5.2

8.5

0.0

5.2

5.7

3.5

5.0

12.9

15.1

10.8

5.8

5.5

9.4

2.3

8.1

5.1

5.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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２．防災活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、高年齢層ほど「既に取り組んでいる」が高く、若年層ほど「今後取り組みたい」

が高くなっています。 

居住地区別にみると、七次台小学校区では「今後取り組みたい」が 4 割弱と高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

10.2

11.9

9.3

2.2

8.2

6.9

8.4

10.6

15.2

5.5

5.4

9.4

9.4

11.3

11.4

11.3

17.2

7.7

今後取り

組みたい

31.2

31.8

31.5

46.7

35.1

34.0

35.7

29.6

25.1

31.5

18.9

33.3

36.2

30.2

37.5

26.6

29.3

28.8

どちらとも

いえない

35.7

37.0

34.2

28.9

30.9

39.0

33.6

41.9

33.1

31.5

32.4

37.0

33.9

32.1

31.8

40.3

37.4

40.4

取り組み

たくない

4.7

4.1

4.7

11.1

9.3

3.8

4.9

2.8

3.8

4.1

8.1

4.3

6.3

5.7

5.7

2.4

2.0

6.7

わから

ない

10.3

9.0

11.1

11.1

10.3

9.4

13.3

9.5

9.1

13.7

21.6

9.4

7.1

11.3

11.4

9.7

8.1

10.6

無回答

7.9

6.2

9.1

0.0

6.2

6.9

4.2

5.6

13.7

13.7

13.5

6.5

7.1

9.4

2.3

9.7

6.1

5.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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３．交通安全活動 

性別にみると、「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」ともに女性の方が高くなっていま

す。 

年齢別にみると、30 歳代、40 歳代では「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」がともに

高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区では「今後取り組みたい」が 3 割弱と高くなっていま

す。 

  

既に取り組

んでいる

8.8

5.9

10.9

2.2

16.5

17.6

4.2

6.1

6.1

4.1

5.4

8.7

9.4

4.7

13.6

9.7

13.1

6.7

今後取り

組みたい

22.2

21.4

23.5

26.7

28.9

24.5

24.5

20.7

17.9

15.1

13.5

18.8

29.9

26.4

26.1

18.5

24.2

21.2

どちらとも

いえない

41.1

45.2

37.7

37.8

34.0

39.0

44.1

48.0

38.8

31.5

40.5

44.9

33.9

37.7

40.9

44.4

44.4

46.2

取り組み

たくない

7.0

6.7

7.0

15.6

9.3

3.8

7.7

6.1

7.2

11.0

10.8

8.0

7.9

5.7

5.7

6.5

4.0

7.7

わから

ない

12.5

13.4

11.5

17.8

6.2

8.2

16.1

13.4

13.7

23.3

18.9

10.9

13.4

16.0

8.0

9.7

9.1

11.5

無回答

8.5

7.2

9.3

0.0

5.2

6.9

3.5

5.6

16.3

15.1

10.8

8.7

5.5

9.4

5.7

11.3

5.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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４．高齢者を支援する活動 

性別にみると、女性では「今後取り組みたい」が 3割弱と高くなっています。 

年齢別にみると、60 歳代では「今後取り組みたい」が 3割を超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」と

もに低くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

4.5

5.4

3.7

2.2

2.1

3.1

3.5

4.5

7.2

5.5

2.7

4.3

5.5

3.8

3.4

4.8

4.0

4.8

今後取り

組みたい

25.4

22.2

28.9

24.4

13.4

27.7

25.9

31.3

25.1

21.9

13.5

26.8

26.8

24.5

23.9

25.8

28.3

26.0

どちらとも

いえない

41.2

45.2

37.5

40.0

46.4

44.0

44.1

43.6

34.2

35.6

40.5

43.5

37.8

37.7

50.0

41.1

45.5

39.4

取り組み

たくない

6.6

7.8

5.6

20.0

15.5

5.0

5.6

2.2

5.7

4.1

10.8

6.5

9.4

6.6

6.8

7.3

2.0

6.7

わから

ない

14.2

12.4

15.3

11.1

16.5

13.8

17.5

12.8

12.5

20.5

21.6

11.6

14.2

17.0

9.1

11.3

13.1

17.3

無回答

8.2

7.0

9.1

2.2

6.2

6.3

3.5

5.6

15.2

12.3

10.8

7.2

6.3

10.4

6.8

9.7

7.1

5.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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５．障害のある人を支援する活動 

性別にみると、女性では「今後取り組みたい」が 2割を超えて高くなっています。 

年齢別にみると、40 歳代～60 歳代では「今後取り組みたい」が 2 割超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、池の上小学校区では「今後取り組みたい」が 2 割台半ばと高くなってい

ます。 

  

既に取り組

んでいる

2.3

2.8

2.1

2.2

1.0

0.6

3.5

2.8

3.0

4.1

0.0

2.9

2.4

1.9

1.1

4.0

1.0

1.9

今後取り

組みたい

20.4

17.1

23.5

15.6

18.6

23.9

21.0

22.9

18.6

19.2

13.5

19.6

20.5

18.9

21.6

21.8

24.2

20.2

どちらとも

いえない

42.8

48.1

38.4

46.7

44.3

44.7

45.5

43.0

38.0

31.5

40.5

45.7

44.1

42.5

47.7

40.3

47.5

39.4

取り組み

たくない

8.8

9.8

7.8

22.2

16.5

6.9

7.0

6.1

8.0

8.2

16.2

8.7

12.6

6.6

8.0

10.5

3.0

8.7

わから

ない

17.2

15.8

18.4

8.9

14.4

16.4

20.3

19.0

17.1

23.3

18.9

15.2

14.2

20.8

15.9

14.5

17.2

21.2

無回答

8.5

6.5

9.9

4.4

5.2

7.5

2.8

6.1

15.2

13.7

10.8

8.0

6.3

9.4

5.7

8.9

7.1

8.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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６．健康づくりに関する活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「今後取り組みたい」が 4 割台半ばと他の年齢層と比べ

て特に高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、清水口小学校区、七次台小学校区、池の上小学校区で

は「今後取り組みたい」が 3割を超えて高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

9.7

11.4

8.5

2.2

3.1

3.8

7.7

12.8

16.0

6.8

8.1

8.7

12.6

10.4

12.5

7.3

7.1

12.5

今後取り

組みたい

27.9

27.4

28.5

46.7

27.8

29.6

26.6

27.9

24.3

27.4

13.5

24.6

33.1

31.1

33.0

26.6

31.3

23.1

どちらとも

いえない

38.5

39.8

37.3

28.9

46.4

45.9

38.5

40.8

31.9

31.5

40.5

42.0

31.5

32.1

37.5

42.7

42.4

43.3

取り組み

たくない

5.0

4.7

5.4

13.3

6.2

5.7

4.2

3.4

4.2

2.7

8.1

7.2

6.3

2.8

5.7

4.0

5.1

3.8

わから

ない

11.3

10.9

11.8

6.7

11.3

8.8

19.6

8.4

11.0

19.2

16.2

10.1

10.2

14.2

6.8

11.3

9.1

11.5

無回答

7.6

5.9

8.7

2.2

5.2

6.3

3.5

6.7

12.5

12.3

13.5

7.2

6.3

9.4

4.5

8.1

5.1

5.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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７．子育て世代を支援する活動 

性別にみると、「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」ともに女性の方が高くなっていま

す。 

年齢別にみると、30 歳代以下の若年層で「今後取り組みたい」が 3割を超えて高くなっていま

す。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、清水口小学校区、七次台小学校区では「今後取り組み

たい」が 2割台半ば以上と高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

3.3

2.1

4.3

2.2

2.1

1.3

2.1

5.0

4.9

5.5

0.0

2.9

7.1

1.9

1.1

3.2

4.0

1.9

今後取り

組みたい

20.0

15.0

25.2

31.1

35.1

25.8

21.0

20.7

9.1

11.0

16.2

17.4

25.2

27.4

25.0

18.5

18.2

15.4

どちらとも

いえない

42.3

48.3

37.1

42.2

36.1

47.2

45.5

44.1

38.8

31.5

43.2

43.5

37.0

33.0

51.1

46.8

46.5

47.1

取り組み

たくない

7.9

8.3

7.2

11.1

10.3

5.7

8.4

5.6

8.7

6.8

8.1

8.7

9.4

8.5

6.8

7.3

6.1

6.7

わから

ない

18.0

18.9

17.1

13.3

11.3

13.2

20.3

18.4

22.1

31.5

18.9

18.8

13.4

18.9

11.4

15.3

19.2

22.1

無回答

8.6

7.5

9.1

0.0

5.2

6.9

2.8

6.1

16.3

13.7

13.5

8.7

7.9

10.4

4.5

8.9

6.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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８．青少年を支援する活動 

性別にみると、「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」ともに女性の方が高くなっていま

す。 

年齢別にみると、30 歳代、40 歳代では「既に取り組んでいる」、「今後取り組みたい」がともに

高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、七次台小学校区では「既に取り組んでいる」、「今後取

り組みたい」がともに高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

6.1

4.1

8.2

0.0

9.3

15.1

4.9

2.8

4.2

5.5

2.7

5.1

6.3

3.8

8.0

9.7

6.1

3.8

今後取り

組みたい

12.1

11.4

13.0

15.6

15.5

18.2

15.4

11.7

5.7

6.8

10.8

10.1

17.3

11.3

15.9

10.5

13.1

12.5

どちらとも

いえない

39.1

44.7

34.2

48.9

34.0

37.1

44.1

42.5

35.0

28.8

32.4

42.8

37.0

34.9

43.2

39.5

41.4

43.3

取り組み

たくない

13.9

12.4

14.8

26.7

23.7

11.3

11.2

10.1

14.1

12.3

13.5

17.4

14.2

15.1

13.6

12.9

11.1

12.5

わから

ない

19.5

18.9

20.4

8.9

11.3

12.6

21.7

25.1

23.6

32.9

24.3

14.5

15.7

23.6

14.8

17.7

23.2

21.2

無回答

9.2

8.5

9.3

0.0

6.2

5.7

2.8

7.8

17.5

13.7

16.2

10.1

9.4

11.3

4.5

9.7

5.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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９．地域の祭りやイベント 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、高年齢層ほど「既に取り組んでいる」が高く、若年層ほど「今後取り組みた

い」が高くなっています。 

居住地区別にみると、「既に取り組んでいる」は池の上小学校区で 2割弱と高く、「今後取り組

みたい」は白井第二小学校区、大山口小学校区で 2割台半ばと高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

12.3

13.7

10.9

4.4

6.2

11.9

9.8

12.3

17.1

5.5

5.4

14.5

13.4

17.0

13.6

8.9

19.2

6.7

今後取り

組みたい

17.5

16.8

18.8

31.1

30.9

25.2

16.8

15.1

8.7

12.3

24.3

16.7

26.0

13.2

22.7

16.9

16.2

10.6

どちらとも

いえない

39.3

41.3

37.7

33.3

34.0

39.6

42.7

39.7

39.2

37.0

32.4

42.0

32.3

35.8

40.9

40.3

41.4

46.2

取り組み

たくない

12.5

12.7

12.0

24.4

16.5

10.1

11.2

14.0

10.6

12.3

13.5

13.0

10.2

13.2

11.4

15.3

8.1

16.3

わから

ない

10.6

9.3

12.0

6.7

7.2

7.5

16.8

11.7

10.6

20.5

10.8

8.0

7.9

13.2

8.0

9.7

10.1

13.5

無回答

7.8

6.2

8.7

0.0

5.2

5.7

2.8

7.3

13.7

12.3

13.5

5.8

10.2

7.5

3.4

8.9

5.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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10．文化・芸術活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「既に取り組んでいる」は 60 歳代以上で 1 割弱と高くなっている一方で、「今

後取り組みたい」は 70 歳以上以外の全ての年齢層で約 2割と高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、南山小学校区では「今後取り組みたい」が 2割を超え

て高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

4.7

4.4

5.4

0.0

4.1

3.1

0.7

7.8

7.2

5.5

0.0

3.6

6.3

6.6

5.7

4.0

4.0

4.8

今後取り

組みたい

17.1

16.8

18.4

22.2

19.6

18.9

18.2

20.1

12.9

9.6

5.4

17.4

21.3

13.2

18.2

24.2

18.2

15.4

どちらとも

いえない

42.8

46.3

39.2

46.7

39.2

49.1

46.2

39.1

39.5

32.9

40.5

42.0

42.5

46.2

45.5

44.4

45.5

40.4

取り組み

たくない

10.4

11.1

9.7

20.0

14.4

7.5

9.1

10.6

9.5

9.6

16.2

12.3

11.8

9.4

11.4

6.5

11.1

9.6

わから

ない

17.1

15.0

19.0

11.1

17.5

15.1

22.4

16.2

17.1

30.1

24.3

18.1

11.0

15.1

15.9

12.1

15.2

24.0

無回答

7.8

6.5

8.5

0.0

5.2

6.3

3.5

6.1

13.7

12.3

13.5

6.5

7.1

9.4

3.4

8.9

6.1

5.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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11．環境美化活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、60 歳代以上で「既に取り組んでいる」が約 1割と高くなっています。10 歳

代・20 歳代、60 歳代では「今後取り組みたい」が 3割を超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、七次台小学校区では「今後取り組みたい」が約 3割と

高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

7.0

7.5

6.8

0.0

3.1

5.7

2.8

9.5

11.4

9.6

0.0

5.8

8.7

6.6

6.8

6.5

11.1

3.8

今後取り

組みたい

24.5

25.3

25.4

33.3

23.7

24.5

25.2

31.3

20.2

15.1

21.6

21.7

29.1

27.4

29.5

22.6

27.3

23.1

どちらとも

いえない

41.2

43.2

38.8

35.6

46.4

49.7

44.1

37.4

35.0

37.0

24.3

43.5

36.2

39.6

44.3

45.2

41.4

46.2

取り組み

たくない

5.6

4.9

5.8

20.0

7.2

3.1

5.6

5.0

4.2

2.7

13.5

8.7

6.3

5.7

5.7

4.0

2.0

4.8

わから

ない

13.6

12.4

14.4

11.1

14.4

10.7

18.9

11.7

13.7

23.3

27.0

12.3

11.8

12.3

10.2

12.9

11.1

15.4

無回答

8.1

6.7

8.9

0.0

5.2

6.3

3.5

5.0

15.6

12.3

13.5

8.0

7.9

8.5

3.4

8.9

7.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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12．自然保護活動 

性別にみると、男性では「今後取り組みたい」が 3割弱と高くなっています。 

年齢別にみると、全ての年齢層で「既に取り組んでいる」の割合が低い一方、「今後取り組みた

い」は全ての年齢層で 2 割を超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、七次台小学校区、池の上小学校区では「今後取り組み

たい」が約 3 割と高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

1.8

2.1

1.6

0.0

0.0

1.9

0.7

3.4

2.3

1.4

2.7

0.0

1.6

4.7

3.4

1.6

1.0

1.0

今後取り

組みたい

25.4

28.2

24.7

26.7

25.8

26.4

28.7

32.4

20.2

16.4

21.6

23.2

32.3

26.4

29.5

21.8

29.3

24.0

どちらとも

いえない

41.8

45.0

38.4

42.2

43.3

47.8

43.4

39.7

36.9

37.0

24.3

42.8

44.1

38.7

42.0

47.6

44.4

39.4

取り組み

たくない

6.5

5.2

7.0

17.8

10.3

6.3

4.2

4.5

5.7

2.7

16.2

10.1

6.3

5.7

4.5

4.8

6.1

5.8

わから

ない

16.5

13.7

18.8

13.3

15.5

10.7

20.3

14.5

19.8

30.1

21.6

15.9

9.4

14.2

17.0

15.3

12.1

23.1

無回答

8.1

5.9

9.5

0.0

5.2

6.9

2.8

5.6

15.2

12.3

13.5

8.0

6.3

10.4

3.4

8.9

7.1

6.7

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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13．文化財・伝統的文化の保護活動 

性、年齢、居住地区の全ての属性で、「既に取り組んでいる」割合は 3.0％未満と低くなってい

ます。 

年齢別にみると 50 歳代が、居住地区別にみると大山口小学校区で「今後取り組みたい」が 2 割

を超えて高くなっています。 

  

既に取り組

んでいる

0.7

1.3

0.2

0.0

1.0

0.0

0.0

1.7

0.8

1.4

0.0

0.7

2.4

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

今後取り

組みたい

15.0

14.7

16.1

17.8

14.4

16.4

21.0

15.6

11.8

9.6

13.5

15.2

21.3

12.3

13.6

15.3

17.2

14.4

どちらとも

いえない

45.8

51.4

41.0

44.4

45.4

53.5

44.1

44.1

42.2

31.5

24.3

47.8

43.3

49.1

53.4

54.8

45.5

40.4

取り組み

たくない

9.0

8.0

9.1

20.0

14.4

8.2

7.0

8.4

7.2

6.8

16.2

10.1

8.7

7.5

9.1

6.5

12.1

8.7

わから

ない

21.1

18.1

23.9

17.8

18.6

15.7

25.2

22.3

23.2

38.4

32.4

18.8

16.5

21.7

19.3

15.3

17.2

26.9

無回答

8.5

6.5

9.7

0.0

6.2

6.3

2.8

7.8

14.8

12.3

13.5

7.2

7.9

9.4

3.4

8.1

8.1

9.6

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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②市民参加・協働のまちづくりの取組主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民中心の活動については、「地域の祭りやイベント」（27.8％）、「交通安全活動」（25.2％）、

「青少年を支援する活動」（16.1％）が高くなっています。一方、市役所中心の活動については、

「文化財・伝統的文化の保護活動」（33.5％）、「障がいのある人を支援する活動」（29.5％）、「高

齢者を支援する活動」（25.9％）が高くなっています。また、市民と市役所が一緒に取り組むべき

活動については、「防犯活動」（60.4％）、「防災活動」（60.4％）、「環境美化活動」（57.7％）が高

くなっています。 

 

  

市民中心

11.0

6.6

25.2

4.0

2.3

12.8

7.1

16.1

27.8

10.8

8.8

4.3

2.3

市民と市役所

60.4

60.4

48.1

49.9

46.1

49.0

53.2

46.3

45.4

48.3

57.7

53.8

41.7

市役所中心

9.7

14.7

6.1

25.9

29.5

17.6

16.7

10.0

5.4

15.7

13.5

20.9

33.5

わからない

7.8

6.9

8.2

8.3

10.0

9.0

10.6

14.3

10.4

13.6

9.0

10.1

11.1

無回答

11.2

11.4

12.3

11.9

12.1

11.6

12.3

13.3

11.0

11.6

11.0

11.0

11.4

１．防犯活動

２．防災活動

３．交通安全活動

４．高齢者を支援する活動

５．障害のある人を支援する活動

６．健康づくりに関する活動

７．子育て世代を支援する活動

８．青少年を支援する活動

９．地域の祭りやイベント

10．文化・芸術活動

11．環境美化活動

12．自然保護活動

13．文化財・伝統的文化の保護活動

総数=911 単位:％
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【属性別】 

１．防犯活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「市役所中心」が 2 割と高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区では「市民中心」が 1割台半ばと高くなっています。 

  

市民中心

11.0

12.7

10.1

13.3

8.2

13.2

8.4

12.8

11.0

8.2

13.5

13.0

16.5

6.6

9.1

9.7

9.1

13.5

市民と市役所

60.4

60.5

60.4

48.9

66.0

61.6

60.8

64.2

57.8

60.3

54.1

56.5

61.4

61.3

65.9

59.7

63.6

60.6

市役所中心

9.7

10.3

9.1

20.0

11.3

8.8

10.5

10.1

6.8

8.2

5.4

10.9

8.7

12.3

11.4

10.5

9.1

5.8

わからない

7.8

7.5

8.2

11.1

7.2

8.8

11.9

5.0

6.5

9.6

16.2

6.5

4.7

7.5

9.1

8.9

9.1

4.8

無回答

11.2

9.0

12.2

6.7

7.2

7.5

8.4

7.8

17.9

13.7

10.8

13.0

8.7

12.3

4.5

11.3

9.1

15.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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２．防災活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、若年層ほど「市役所中心」が高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区、七次台小学校区、池の上小学校区では「市役所中

心」が約 2割と高くなっています。 

  

市民中心

6.6

8.5

5.2

6.7

4.1

6.9

5.6

5.0

8.7

0.0

8.1

10.1

7.9

4.7

8.0

8.1

7.1

3.8

市民と市役所

60.4

60.2

61.2

55.6

61.9

59.7

61.5

69.3

55.9

64.4

43.2

55.1

67.7

58.5

61.4

58.1

59.6

65.4

市役所中心

14.7

15.5

13.8

20.0

19.6

17.6

14.0

13.4

11.8

13.7

18.9

13.8

11.0

17.0

20.5

13.7

18.2

11.5

わからない

6.9

6.5

7.4

11.1

6.2

8.2

9.8

3.9

6.1

8.2

16.2

8.0

4.7

7.5

5.7

7.3

6.1

4.8

無回答

11.4

9.3

12.4

6.7

8.2

7.5

9.1

8.4

17.5

13.7

13.5

13.0

8.7

12.3

4.5

12.9

9.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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３．交通安全活動 

性別にみると、男性では「市民と市役所」が 5 割を超えて高く、女性では「市民中心」が 2 割

台半ばを超えて高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「市民中心」が 4割を超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「市民中心」が 3割台半ばと高くなっています。

市民中心

25.2

23.0

26.8

40.0

24.7

28.9

23.8

24.0

23.2

28.8

35.1

28.3

26.8

23.6

23.9

24.2

17.2

25.0

市民と市役所

48.1

51.4

46.2

33.3

50.5

50.3

49.0

55.9

43.3

37.0

32.4

43.5

52.8

51.9

53.4

46.8

58.6

47.1

市役所中心

6.1

7.8

4.9

8.9

8.2

4.4

7.7

6.1

5.3

4.1

8.1

5.1

3.9

5.7

8.0

8.1

8.1

5.8

わからない

8.2

7.8

8.7

11.1

8.2

8.2

10.5

5.0

8.4

15.1

13.5

8.7

7.1

6.6

8.0

8.1

6.1

5.8

無回答

12.3

10.1

13.4

6.7

8.2

8.2

9.1

8.9

19.8

15.1

10.8

14.5

9.4

12.3

6.8

12.9

10.1

16.3

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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４．高齢者を支援する活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「市民と市役所」は 60 歳代を中心に高年齢層で高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「市民と市役所」が 3割弱と低くなっている一方

で、「市役所中心」が 3割を超えて高くなっています。 

  

市民中心

4.0

5.2

3.1

6.7

2.1

2.5

4.9

4.5

4.6

5.5

5.4

5.8

3.9

4.7

3.4

2.4

2.0

2.9

市民と市役所

49.9

49.1

50.5

26.7

40.2

42.1

49.0

65.4

52.5

50.7

29.7

44.2

53.5

50.9

46.6

53.2

55.6

52.9

市役所中心

25.9

27.4

25.2

48.9

35.1

37.7

27.3

17.3

17.1

20.5

32.4

26.1

26.8

23.6

31.8

25.8

28.3

21.2

わからない

8.3

8.5

8.2

11.1

14.4

10.1

9.8

3.9

6.8

8.2

18.9

8.7

6.3

8.5

11.4

5.6

7.1

9.6

無回答

11.9

9.8

13.0

6.7

8.2

7.5

9.1

8.9

19.0

15.1

13.5

15.2

9.4

12.3

6.8

12.9

7.1

13.5

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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５．障害のある人を支援する活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「市民と市役所」は 60 歳代を中心に高年齢層で高くなっています。 

居住地区別にみると、各居住地区でほぼ同じ傾向にあります。 

  

市民中心

2.3

2.1

2.5

6.7

0.0

0.6

2.8

4.5

1.9

2.7

2.7

4.3

1.6

2.8

2.3

2.4

0.0

1.0

市民と市役所

46.1

47.3

46.0

26.7

41.2

39.0

44.1

58.7

49.8

41.1

40.5

42.8

44.1

42.5

46.6

51.6

51.5

51.0

市役所中心

29.5

32.3

27.0

48.9

36.1

41.5

31.5

22.9

19.4

28.8

29.7

29.0

33.9

30.2

34.1

25.0

31.3

25.0

わからない

10.0

8.5

11.1

11.1

15.5

11.3

12.6

5.6

8.4

9.6

13.5

10.9

10.2

11.3

11.4

8.1

8.1

9.6

無回答

12.1

9.8

13.4

6.7

7.2

7.5

9.1

8.4

20.5

17.8

13.5

13.0

10.2

13.2

5.7

12.9

9.1

13.5

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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６．健康づくりに関する活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「市民中心」と「市役所中心」が他の年齢層に比べ高い

一方、「市民と市役所」は 3割強と低くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区では「市民と市役所」が 6 割を超えて高くなっていま

す。 

  

市民中心

12.8

14.5

12.0

17.8

13.4

12.6

13.3

11.2

13.3

13.7

13.5

13.0

11.0

13.2

15.9

14.5

11.1

12.5

市民と市役所

49.0

49.4

48.0

31.1

49.5

44.0

49.7

60.3

46.8

43.8

29.7

45.7

60.6

46.2

47.7

48.4

52.5

51.0

市役所中心

17.6

18.1

17.9

31.1

19.6

24.5

14.0

17.3

13.3

20.5

21.6

15.2

12.6

20.8

25.0

16.1

17.2

14.4

わからない

9.0

8.8

9.1

13.3

10.3

11.9

13.3

2.8

7.6

6.8

18.9

11.6

6.3

8.5

8.0

8.9

10.1

7.7

無回答

11.6

9.3

13.0

6.7

7.2

6.9

9.8

8.4

19.0

15.1

16.2

14.5

9.4

11.3

3.4

12.1

9.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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７．子育て世代を支援する活動 

性別にみると、男性では「市役所中心」が 2割を超えて高くなっています。 

年齢別にみると、「市役所中心」は若年層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、大山口小学校区では「市民と市役所」が 6 割強と高くなっています。 

  

市民中心

7.1

7.0

7.4

8.9

4.1

3.8

7.0

8.4

9.5

2.7

13.5

10.9

8.7

6.6

8.0

6.5

6.1

3.8

市民と市役所

53.2

51.7

55.7

46.7

56.7

56.0

56.6

59.8

47.5

53.4

29.7

45.7

63.0

50.9

55.7

57.3

54.5

53.8

市役所中心

16.7

20.7

13.4

26.7

21.6

18.2

16.8

16.8

11.4

13.7

24.3

17.4

12.6

19.8

22.7

12.1

17.2

17.3

わからない

10.6

10.9

9.9

11.1

9.3

13.8

11.2

6.1

11.4

12.3

18.9

12.3

5.5

9.4

10.2

10.5

13.1

10.6

無回答

12.3

9.8

13.6

6.7

8.2

8.2

8.4

8.9

20.2

17.8

13.5

13.8

10.2

13.2

3.4

13.7

9.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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８．青少年を支援する活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「市民中心」は 30 歳代をのぞき、若年層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、七次台小学校区では「市民中心」が 2割を超えて高くなっています。 

  

市民中心

16.1

14.0

17.7

26.7

15.5

20.8

16.8

15.6

11.8

13.7

10.8

18.1

16.5

17.0

20.5

15.3

12.1

16.3

市民と市役所

46.3

48.6

44.9

26.7

47.4

49.1

51.0

51.4

42.6

38.4

35.1

41.3

52.0

44.3

43.2

51.6

52.5

50.0

市役所中心

10.0

12.7

7.8

26.7

10.3

8.2

9.1

12.8

6.5

9.6

13.5

10.1

8.7

11.3

17.0

6.5

10.1

7.7

わからない

14.3

12.9

15.7

13.3

17.5

14.5

14.7

10.6

16.0

19.2

27.0

13.8

11.0

14.2

13.6

13.7

15.2

11.5

無回答

13.3

11.9

13.8

6.7

9.3

7.5

8.4

9.5

23.2

19.2

13.5

16.7

11.8

13.2

5.7

12.9

10.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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９．地域の祭りやイベント 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、70 歳以上で「市民中心」が 3 割台半ばと高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第三小学校区で「市民中心」が 4割を超えて高くなっています。 

  

市民中心

27.8

28.7

27.2

24.4

23.7

26.4

27.3

24.6

34.2

15.1

18.9

40.6

29.9

25.5

26.1

21.8

28.3

31.7

市民と市役所

45.4

44.4

46.4

44.4

53.6

52.2

46.9

50.8

34.2

47.9

40.5

36.2

47.2

48.1

48.9

54.8

44.4

39.4

市役所中心

5.4

7.0

4.3

15.6

6.2

4.4

4.9

6.7

3.4

8.2

10.8

1.4

3.9

7.5

9.1

2.4

7.1

4.8

わからない

10.4

10.6

10.3

8.9

9.3

10.7

13.3

9.5

9.9

15.1

18.9

9.4

7.9

8.5

12.5

9.7

11.1

9.6

無回答

11.0

9.3

11.8

6.7

7.2

6.3

7.7

8.4

18.3

13.7

10.8

12.3

11.0

10.4

3.4

11.3

9.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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10．文化・芸術活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「市役所中心」は若年層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、白井第一小学校区、南山小学校区、池の上小学校区では「市民と市役

所」が 5 割を超えて高く、七次台小学校区では「市役所中心」が 3割弱と高くなっています。 

  

市民中心

10.8

12.1

9.9

15.6

13.4

8.8

11.2

8.4

11.8

2.7

8.1

14.5

9.4

14.2

10.2

8.1

11.1

14.4

市民と市役所

48.3

50.4

47.2

40.0

42.3

49.7

45.5

58.7

47.9

54.8

35.1

42.0

48.8

44.3

39.8

62.1

52.5

48.1

市役所中心

15.7

14.5

16.3

24.4

18.6

19.5

18.9

14.0

9.1

8.2

21.6

15.2

17.3

20.8

27.3

8.9

14.1

10.6

わからない

13.6

13.7

13.6

13.3

17.5

15.1

16.1

10.1

12.2

19.2

24.3

13.8

14.2

8.5

17.0

10.5

13.1

12.5

無回答

11.6

9.3

13.0

6.7

8.2

6.9

8.4

8.9

19.0

15.1

10.8

14.5

10.2

12.3

5.7

10.5

9.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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11．環境美化活動 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、30 歳代、40 歳代、60 歳代では「市民と市役所」が 6 割を超えて高くなってい

ます。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、七次台小学校区、南山小学校区、池の上小学校区では

「市民と市役所」が 6割を超えて高くなっています。 

  

市民中心

8.8

8.5

8.7

15.6

7.2

5.0

7.7

7.3

11.8

6.8

10.8

11.6

11.0

7.5

5.7

6.5

8.1

11.5

市民と市役所

57.7

61.0

56.7

44.4

60.8

61.0

58.7

65.4

54.8

56.2

43.2

54.3

63.0

50.9

61.4

64.5

63.6

53.8

市役所中心

13.5

13.2

13.0

17.8

13.4

16.4

14.0

14.0

8.4

11.0

16.2

12.3

10.2

22.6

18.2

10.5

11.1

10.6

わからない

9.0

8.3

9.7

15.6

10.3

10.7

11.9

5.0

7.6

12.3

21.6

8.7

6.3

6.6

9.1

8.1

9.1

9.6

無回答

11.0

9.0

12.0

6.7

8.2

6.9

7.7

8.4

17.5

13.7

8.1

13.0

9.4

12.3

5.7

10.5

8.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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12．自然保護活動 

性別にみると、男性では「市民と市役所」が 6 割弱と女性よりも高くなっています。 

年齢別にみると、50 歳代以下の年齢層では「市役所中心」が 2割を超えて高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「市民中心」が 1割台半ばと高くなっています。 

 

  

市民中心

4.3

4.7

3.9

8.9

3.1

1.9

3.5

6.1

4.6

1.4

16.2

3.6

7.1

2.8

3.4

1.6

4.0

4.8

市民と市役所

53.8

58.1

51.5

46.7

49.5

52.2

55.9

63.1

53.6

60.3

32.4

55.1

56.7

54.7

50.0

56.5

53.5

52.9

市役所中心

20.9

19.6

21.0

24.4

26.8

29.6

21.0

16.2

13.3

6.8

24.3

18.1

19.7

25.5

28.4

21.0

25.3

18.3

わからない

10.1

9.0

11.1

13.3

12.4

9.4

11.9

6.7

10.6

17.8

18.9

10.1

7.1

4.7

12.5

10.5

9.1

9.6

無回答

11.0

8.5

12.4

6.7

8.2

6.9

7.7

7.8

17.9

13.7

8.1

13.0

9.4

12.3

5.7

10.5

8.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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13．文化財・伝統的文化の保護活動 

性別にみると、男性では「市民と市役所」が 5 割弱と高くなっています。 

年齢別にみると、「市役所中心」は若年層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、清水口小学校区では「市役所中心」が 4割を超えて高くなっています。 

  

市民中心

2.3

2.3

2.3

2.2

2.1

1.3

1.4

3.9

2.3

1.4

2.7

2.2

5.5

0.0

2.3

1.6

3.0

1.9

市民と市役所

41.7

47.3

38.1

31.1

33.0

41.5

41.3

50.3

44.1

41.1

29.7

42.8

48.0

36.8

44.3

43.5

45.5

35.6

市役所中心

33.5

31.0

34.8

46.7

43.3

39.6

35.7

28.5

24.3

27.4

29.7

29.7

31.5

43.4

35.2

33.9

32.3

35.6

わからない

11.1

10.3

12.0

13.3

13.4

10.1

14.0

7.8

11.4

15.1

24.3

11.6

4.7

7.5

12.5

10.5

12.1

12.5

無回答

11.4

9.0

12.8

6.7

8.2

7.5

7.7

9.5

17.9

15.1

13.5

13.8

10.2

12.3

5.7

10.5

7.1

14.4

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（２）参加しやすいと思う地域活動 

【問 12】あなたは、地域で活動するとき、どのような活動が参加しやすいと思いますか。次の中か

ら２つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

参加しやすい地域活動については、「参加したいときに参加できる活動」（41.8％）が 4割を超

えて最も高くなっています。次いで「身体的・精神的な負担がなく参加できる活動」（28.3％）、

「身近なところで参加できる活動」（27.8％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「身体的・精神的な負担がなく参加できる活動」、「身近なところで参加できる

活動」は高年齢層ほど高い傾向があり、「自分にとってメリットがある活動」、「ある程度の収入が

得られる活動」は若年層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、白井第一小学校区、白井第三小学校区では「身近なところで参加できる

活動」が他の小学校区と比べて高くなっています。 

  

41.8

28.3

27.8

21.1

17.1

15.1

10.9

9.3

7.0

1.0

7.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

参加したいときに参加できる活動

身体的・精神的な負担がなく参加できる活動

身近なところで参加できる活動

団体のしがらみがなく参加できる活動

自分の経験や技術が生かせる活動

地域や人の役に立つ活動

身近な仲間と一緒に参加できる活動

自分にとってメリットがある活動

ある程度の収入が得られる活動

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

参
加
し
た
い
と
き
に
参
加
で
き
る
活
動

身
体
的
・
精
神
的
な
負
担
が
な
く
参
加
で
き
る
活
動

団
体
の
し
が
ら
み
が
な
く
参
加
で
き
る
活
動

身
近
な
と
こ
ろ
で
参
加
で
き
る
活
動

自
分
に
と
っ

て
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
活
動

地
域
や
人
の
役
に
立
つ
活
動

自
分
の
経
験
や
技
術
が
生
か
せ
る
活
動

あ
る
程
度
の
収
入
が
得
ら
れ
る
活
動

身
近
な
仲
間
と
一
緒
に
参
加
で
き
る
活
動

そ
の
他

無
回
答

911 41.8 28.3 21.1 27.8 9.3 15.1 17.1 7.0 10.9 1.0 7.2

男性 387 37.5 25.8 20.9 28.2 10.6 19.1 20.7 9.3 9.3 0.5 6.2

女性 485 46.4 30.3 21.4 28.0 8.2 12.4 14.4 5.2 12.2 0.6 7.4

無回答 39 28.2 28.2 17.9 20.5 10.3 10.3 15.4 7.7 10.3 10.3 15.4

18歳～29歳 45 28.9 17.8 24.4 20.0 24.4 8.9 13.3 22.2 8.9 - 11.1

30歳～39歳 97 38.1 24.7 33.0 24.7 20.6 13.4 14.4 10.3 5.2 2.1 6.2

40歳～49歳 159 50.9 27.7 20.8 24.5 13.2 8.2 19.5 8.8 10.7 - 4.4

50歳～59歳 143 46.9 30.1 21.0 24.5 5.6 16.1 18.9 8.4 10.5 - 6.3

60歳～69歳 179 40.2 31.8 25.7 29.6 5.6 19.0 24.0 3.9 6.7 - 3.9

70歳以上 263 39.9 29.7 14.1 33.1 4.2 18.3 11.8 3.8 16.7 1.1 10.3

無回答 25 24.0 16.0 12.0 24.0 16.0 12.0 16.0 4.0 8.0 16.0 20.0

白井第一 73 39.7 27.4 12.3 34.2 9.6 11.0 17.8 9.6 15.1 - 9.6

白井第二 37 37.8 32.4 16.2 18.9 8.1 21.6 5.4 8.1 18.9 - 13.5

白井第三 138 34.1 20.3 19.6 34.1 12.3 15.2 18.8 5.8 11.6 0.7 9.4

大山口 127 40.2 30.7 26.0 28.3 12.6 19.7 15.0 6.3 4.7 - 6.3

清水口 106 42.5 32.1 17.9 27.4 13.2 14.2 17.0 7.5 10.4 - 6.6

七次台 88 46.6 29.5 20.5 27.3 6.8 17.0 17.0 3.4 12.5 - 8.0

南山 124 54.0 28.2 18.5 25.8 8.1 11.3 15.3 5.6 13.7 0.8 5.6

池の上 99 45.5 31.3 28.3 21.2 5.1 10.1 24.2 6.1 9.1 2.0 4.0

桜台 104 35.6 28.8 25.0 28.8 5.8 20.2 17.3 11.5 9.6 2.9 4.8

無回答 15 33.3 20.0 20.0 13.3 6.7 6.7 13.3 13.3 6.7 13.3 20.0

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体
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（３）地域住民の協力による地域課題の解決について 

【問 13】あなたのお住まいの地域では、防災、防犯、福祉など、地域の課題に対して、地域の住民

が協力して解決に向けて取り組んでいると思いますか。次の中から１つ選んで番号に○

をつけてください。 

 

 

 

「思う」（17.2％）、「やや思う」（27.9％）を合わせた、地域の課題に対して地域住民が協力し

て解決に向けて取り組んでいると思う人は、4 割台半ばとなっています。 

一方、「思わない」（7.8％）、「あまり思わない」（22.7％）を合わせた、地域の課題に対して地

域住民が協力して解決に向けて取り組んでいると思わない人は、約 3 割となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、地域の課題に対して地域住民が協力して解決に向けて取り組んでいると思う

人は、高年齢層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、南山小学校区では、地域の課題に対して地域住民が協力して解決に向け

て取り組んでいると思う人は 6 割を超えて高くなっている一方で、白井第一小学校区、白井第二

小学校区では 2割強と低くなっています。 

 

【設問別】 

自治会への加入状況別にみると、地域の課題に対して地域住民が協力して解決に向けて取り組

んでいると思う人は、「加入している」（54.7％）では「加入していない」（22.8％）を約 30 ポイ

ントと大きく上回っています。 

  

思う

17.2%

やや思う

27.9%

あまり思わ

ない

22.7%

思わない

7.8%

わからない

22.8%

無回答

1.5%

総数

911
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思う

17.2

21.6

7.3

6.7

やや思う

27.9

33.1

15.5

15.0

あまり思

わない

22.7

21.5

26.9

20.0

思わない

7.8

5.7

15.0

6.7

わから

ない

22.8

17.0

34.2

50.0

無回答

1.5

1.1

1.0

1.7

全体(911)

加入している(629)

加入していない(193)

わからない( 60)

単位:％

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問 13】地域の課題に対し、地域住民が解決に向けて取り組んでいると思うか 

 

  

思う

17.2

17.6

17.9

2.2

11.3

8.2

16.8

22.3

25.1

8.2

5.4

19.6

21.3

13.2

6.8

29.0

19.2

18.3

やや思う

27.9

29.5

27.2

15.6

18.6

30.2

35.0

27.9

27.8

13.7

18.9

24.6

26.8

33.0

28.4

33.1

28.3

35.6

あまり思

わない

22.7

23.8

21.6

35.6

33.0

23.9

17.5

17.9

21.7

32.9

29.7

18.1

22.0

28.3

26.1

14.5

28.3

16.3

思わない

7.8

7.5

7.6

13.3

9.3

8.2

8.4

10.1

3.8

16.4

13.5

12.3

9.4

3.8

6.8

3.2

3.0

5.8

わから

ない

22.8

19.6

24.5

33.3

26.8

28.9

21.0

20.7

19.0

28.8

32.4

23.9

19.7

16.0

31.8

20.2

21.2

22.1

無回答

1.5

2.1

1.0

0.0

1.0

0.6

1.4

1.1

2.7

0.0

0.0

1.4

0.8

5.7

0.0

0.0

0.0

1.9

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（４）市民参加・協働によるまちづくりを進めるために充実していくべき取組 

【問 14】あなたは、市で市民参加・協働によるまちづくりをより一層進めるために、どのような取

組を充実させていくべきだと思いますか。次の中から３つまで選んで番号に○をつけて

ください。 

 

 

市民参加・協働によるまちづくりをより一層進めるために充実させていくべき取組について

は、「まちづくりに関する情報発信の充実」（46.4％）が 4割を超えて最も高くなっています。次

いで「市民と市職員の交流や意見交換の機会の充実」（38.3％）、「市の計画づくりに市民が関わる

機会の充実」（32.6％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありませんが、男性では「市民活動・地域活動への

支援の充実」、「市民参加・協働についての理解の促進」が比較的女性よりも高い傾向にありま

す。 

年齢別にみると、70 歳以上では「市民と市職員の交流や意見交換の機会の充実」が最も高くな

っています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「市民と市職員の交流や意見交換の機会の充実」

が最も高くなっています。  

46.4

38.3

32.6

29.6

24.4

20.6

19.4

15.1

8.8

2.3

6.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

まちづくりに関する情報発信の充実

市民と市職員の交流や意見交換の機会の充実

市の計画づくりに市民が関わる機会の充実

市民活動・地域活動への支援の充実

市民参加・協働についての理解の促進

市の情報公開制度の推進

市のイベントや行事の市民主体による開催

市民活動・地域活動のリーダーの育成

打合せや会議ができる活動の場の拡充

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

市
民
と
市
職
員
の
交
流
や
意
見
交
換
の
機
会
の
充
実

市
民
参
加
・
協
働
に
つ
い
て
の
理
解
の
促
進

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
情
報
発
信
の
充
実

市
の
情
報
公
開
制
度
の
推
進

市
の
計
画
づ
く
り
に
市
民
が
関
わ
る
機
会
の
充
実

市
の
イ
ベ
ン
ト
や
行
事
の
市
民
主
体
に
よ
る
開
催

市
民
活
動
・
地
域
活
動
の
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

市
民
活
動
・
地
域
活
動
へ
の
支
援
の
充
実

打
合
せ
や
会
議
が
で
き
る
活
動
の
場
の
拡
充

そ
の
他

無
回
答

911 38.3 24.4 46.4 20.6 32.6 19.4 15.1 29.6 8.8 2.3 6.0

男性 387 41.9 28.4 45.0 22.7 31.3 19.1 16.5 34.4 10.3 2.3 2.8

女性 485 36.7 21.0 47.4 19.4 33.4 19.6 14.4 27.0 7.8 2.1 7.8

無回答 39 23.1 25.6 48.7 15.4 35.9 20.5 10.3 15.4 5.1 5.1 15.4

18歳～29歳 45 40.0 24.4 44.4 22.2 20.0 31.1 13.3 31.1 2.2 4.4 6.7

30歳～39歳 97 34.0 20.6 47.4 17.5 33.0 33.0 7.2 22.7 6.2 2.1 5.2

40歳～49歳 159 33.3 23.9 49.7 20.8 36.5 13.8 15.1 31.4 6.9 1.9 3.1

50歳～59歳 143 38.5 24.5 51.7 22.4 27.3 16.8 15.4 26.6 9.8 0.7 2.8

60歳～69歳 179 36.9 25.7 49.2 22.3 43.0 18.4 15.1 26.8 11.7 1.1 2.8

70歳以上 263 44.5 25.1 40.3 20.9 27.8 18.3 19.0 35.4 9.9 3.8 10.3

無回答 25 28.0 24.0 40.0 4.0 36.0 16.0 8.0 20.0 4.0 4.0 24.0

白井第一 73 31.5 26.0 38.4 16.4 28.8 20.5 19.2 34.2 4.1 1.4 13.7

白井第二 37 40.5 13.5 37.8 21.6 35.1 24.3 24.3 29.7 18.9 2.7 8.1

白井第三 138 40.6 21.7 44.2 15.9 27.5 19.6 17.4 31.2 10.9 2.2 6.5

大山口 127 41.7 22.8 42.5 16.5 34.6 26.0 13.4 37.0 6.3 2.4 4.7

清水口 106 36.8 31.1 49.1 26.4 31.1 15.1 13.2 23.6 8.5 2.8 5.7

七次台 88 38.6 28.4 51.1 19.3 35.2 17.0 6.8 25.0 6.8 2.3 4.5

南山 124 39.5 25.0 48.4 24.2 33.1 16.9 15.3 29.0 9.7 2.4 4.8

池の上 99 42.4 20.2 50.5 20.2 35.4 23.2 15.2 31.3 10.1 2.0 1.0

桜台 104 31.7 27.9 52.9 25.0 36.5 15.4 16.3 25.0 8.7 2.9 4.8

無回答 15 33.3 6.7 26.7 26.7 20.0 13.3 20.0 26.7 6.7 - 33.3

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体

（％）
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９ 市の生涯学習について 

（１）充実していくべき生涯学習施策 

【問 15】あなたは、市の生涯学習施策として、どのような取組を充実させていくべきだと思います

か。次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

市が充実させていくべき生涯学習施策については、「市民ニーズの把握」（37.4％）が 4割弱と

最も高くなっています。次いで「生涯学習施設のサービスの充実」（33.5％）、「学習機会の充実」

（31.3％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、50 歳代では「生涯学習施設のサービスの充実」が最も高くなっています。

37.4

33.5

31.3

24.6

20.2

19.0

18.8

11.5

10.5

8.7

6.5

5.4

3.3

3.2

6.9

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

市民ニーズの把握

生涯学習施設（文化センターや公民館など）の

サービスの充実

学習機会（公民館講座や市民大学など）の充実

学習内容の充実

生涯学習施設からの情報発信の充実

青少年の健全育成

学習成果を地域の活動などに生かす環境づくり

生涯学習が困難な人への支援

生涯学習人材バンクの活用

市民文化芸術活動への支援

文化財の保護

社会教育関係団体の活動支援

市史の作成（市の歴史をまとめる）

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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居住地区別にみると、大山口小学校区、清水口小学校区では「生涯学習施設のサービスの充

実」が約 4割と高く、七次台小学校区、南山小学校区、桜台小学校区では「市民ニーズの把握」

が 4割を超えて高くなっています。  

全
体

市
民
ニ
ー

ズ
の
把
握

学
習
機
会
（

公
民
館
講
座
や
市
民
大
学
な
ど
）

の
充
実

学
習
内
容
の
充
実

学
習
成
果
を
地
域
の
活
動
な
ど
に
生
か
す
環
境
づ
く
り

生
涯
学
習
施
設
（

文
化
セ
ン
タ
ー

や
公
民
館
な
ど
）

の
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

生
涯
学
習
施
設
か
ら
の
情
報
発
信
の
充
実

市
民
文
化
芸
術
活
動
へ
の
支
援

社
会
教
育
関
係
団
体
の
活
動
支
援

生
涯
学
習
が
困
難
な
人
へ
の
支
援

生
涯
学
習
人
材
バ
ン
ク
の
活
用

青
少
年
の
健
全
育
成

文
化
財
の
保
護

市
史
の
作
成
（

市
の
歴
史
を
ま
と
め
る
）

そ
の
他

無
回
答

911 37.4 31.3 24.6 18.8 33.5 20.2 8.7 5.4 11.5 10.5 19.0 6.5 3.3 3.2 6.9

男性 387 40.6 34.6 24.5 19.9 34.9 21.7 7.8 5.4 8.0 11.6 19.6 8.5 4.9 4.7 3.6

女性 485 35.7 29.3 24.7 17.7 32.2 19.8 9.7 5.4 14.0 9.9 18.8 4.9 2.3 2.1 8.5

無回答 39 28.2 23.1 23.1 20.5 35.9 10.3 5.1 5.1 15.4 7.7 15.4 5.1 - 2.6 20.5

18歳～29歳 45 46.7 20.0 13.3 17.8 26.7 24.4 4.4 8.9 11.1 8.9 31.1 - 2.2 4.4 2.2

30歳～39歳 97 39.2 20.6 32.0 14.4 32.0 15.5 4.1 3.1 12.4 3.1 25.8 10.3 3.1 6.2 5.2

40歳～49歳 159 40.3 29.6 32.7 16.4 34.6 15.7 3.8 3.1 11.9 8.8 20.1 7.5 3.1 3.1 3.1

50歳～59歳 143 36.4 37.1 28.7 14.0 38.5 21.7 7.0 7.7 10.5 11.2 16.8 7.0 2.1 3.5 2.8

60歳～69歳 179 39.1 36.3 21.2 20.1 35.8 22.9 12.3 6.1 10.1 15.1 14.0 5.6 2.2 1.7 5.6

70歳以上 263 33.8 32.3 19.4 23.6 30.0 22.4 12.9 5.3 12.9 11.8 19.0 5.7 5.3 3.0 12.2

無回答 25 28.0 24.0 20.0 20.0 36.0 8.0 4.0 4.0 8.0 4.0 12.0 8.0 - - 24.0

白井第一 73 30.1 27.4 24.7 15.1 24.7 20.5 5.5 5.5 15.1 13.7 19.2 11.0 2.7 - 15.1

白井第二 37 21.6 16.2 24.3 24.3 27.0 8.1 5.4 8.1 13.5 16.2 29.7 18.9 10.8 2.7 13.5

白井第三 138 31.9 21.0 23.2 21.7 33.3 21.7 8.0 6.5 12.3 12.3 22.5 3.6 3.6 5.8 7.2

大山口 127 37.8 37.0 26.0 16.5 41.7 18.9 11.8 5.5 12.6 7.1 18.9 7.9 3.1 3.9 3.1

清水口 106 37.7 36.8 21.7 17.9 38.7 18.9 8.5 4.7 11.3 9.4 12.3 4.7 4.7 1.9 7.5

七次台 88 43.2 29.5 25.0 19.3 31.8 21.6 10.2 3.4 4.5 4.5 22.7 6.8 1.1 4.5 3.4

南山 124 46.0 35.5 26.6 21.0 33.1 17.7 12.1 4.8 8.9 14.5 15.3 5.6 3.2 3.2 5.6

池の上 99 38.4 38.4 26.3 18.2 28.3 19.2 9.1 6.1 15.2 14.1 21.2 3.0 1.0 3.0 4.0

桜台 104 40.4 31.7 25.0 17.3 32.7 28.8 3.8 4.8 11.5 6.7 17.3 6.7 3.8 1.9 5.8

無回答 15 26.7 20.0 13.3 13.3 40.0 13.3 6.7 6.7 13.3 6.7 13.3 6.7 - - 33.3

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体

（％）
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50.3

30.6

30.3

29.7

25.9

25.5

23.2

17.6

11.4

2.3

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

いじめや虐待などの相談窓口、不登校や

引きこもりなどの自立支援

地域活動やまちづくりに関心をもっても

らうための、学びの機会の提供

青少年や若者中心のイベントやボラン

ティアなどの自主的な活動の支援

青少年や若者が参加できるイベントなど

の情報提供

経済的な困難を抱えている家庭への支援

地域活動を通じて、家庭・学校・地域が

ともに青少年を育成するまちづくり

多様な授業（国際交流等）を取り入れる

などの学校教育

就職に向けたサポート体制

青少年活動のリーダーとなる人材の育成

その他

無回答

総数=911 （複数回答）

 

（２）充実していくべき青少年・若者施策 

【問 16】あなたは、市の青少年・若者施策について、どのような取組を充実させていくべきだと思

いますか。次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が充実させていくべき青少年・若者施策については、「いじめや虐待などの相談窓口、不登校

や引きこもりなどの自立支援」（50.3％）が 5割を超えて最も高くなっています。次いで「地域活

動やまちづくりに関心をもってもらうための、学びの機会の提供」（30.6％）、「青少年や若者中心

のイベントやボランティアなどの自主的な活動の支援」（30.3％）、「青少年や若者が参加できるイ

ベントなどの情報提供」（29.7％）が約 3割となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありませんが、男性では「地域活動やまちづくりに

関心をもってもらうための、学びの機会の提供」が比較的女性よりも高い傾向にあります。 

年齢別にみると、全ての年齢層で「いじめや虐待などの相談窓口、不登校や引きこもりなどの

自立支援」が最も高くなっています。その他、10 歳代・20 歳代では「就職に向けたサポート体

制」が、30 歳代、40 歳代では「多様な授業（国際交流等）を取り入れるなどの学校教育」が他の

年齢層と比べて高くなっています。 

居住地区別にみると、全ての居住地区で「いじめや虐待などの相談窓口、不登校や引きこもり

などの自立支援」が最も高くなっています。白井第二小学校区では「経済的な困難を抱えている
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家庭への支援」が、南山小学校区では「地域活動を通じて、家庭・学校・地域がともに青少年を

育成するまちづくり」が他の小学校区と比べて高くなっています。  

全
体

青
少
年
や
若
者
が
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
提
供

地
域
活
動
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
を
も
っ

て
も
ら
う
た
め
の
、

学
び
の
機
会
の
提
供

青
少
年
や
若
者
中
心
の
イ
ベ
ン
ト
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
の
自
主
的
な
活
動
の
支
援

地
域
活
動
を
通
じ
て
、

家
庭
・
学
校
・
地
域
が
と
も
に
青
少
年
を
育
成
す
る
ま
ち
づ
く
り

青
少
年
活
動
の
リ
ー

ダ
ー

と
な
る
人
材
の
育
成

経
済
的
な
困
難
を
抱
え
て
い
る
家
庭
へ
の
支
援

い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
相
談
窓
口
、

不
登
校
や
引
き
こ
も
り
な
ど
の
自
立
支
援

多
様
な
授
業
（

国
際
交
流
等
）

を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
学
校
教
育

就
職
に
向
け
た
サ
ポ
ー

ト
体
制

そ
の
他

無
回
答

911 29.7 30.6 30.3 25.5 11.4 25.9 50.3 23.2 17.6 2.3 5.5

男性 387 32.3 36.2 30.5 27.9 13.4 27.6 46.5 19.9 16.8 3.1 3.1

女性 485 27.8 26.8 31.1 23.7 10.3 25.2 53.2 25.8 18.1 1.2 6.2

無回答 39 28.2 23.1 17.9 23.1 5.1 17.9 51.3 23.1 17.9 7.7 20.5

18歳～29歳 45 28.9 24.4 20.0 13.3 6.7 28.9 46.7 24.4 37.8 2.2 -

30歳～39歳 97 29.9 26.8 24.7 14.4 6.2 29.9 48.5 38.1 15.5 3.1 6.2

40歳～49歳 159 26.4 30.8 31.4 17.6 9.4 23.3 49.7 29.6 20.1 2.5 1.9

50歳～59歳 143 31.5 25.2 24.5 16.8 9.1 35.7 56.6 19.6 26.6 2.1 2.8

60歳～69歳 179 26.3 36.3 37.4 32.4 12.8 21.8 50.3 18.4 18.4 2.2 3.4

70歳以上 263 33.5 32.3 32.7 36.5 16.3 24.3 48.3 19.4 8.7 1.5 9.5

無回答 25 28.0 28.0 20.0 24.0 4.0 12.0 52.0 16.0 8.0 8.0 24.0

白井第一 73 31.5 23.3 34.2 17.8 16.4 26.0 47.9 17.8 23.3 - 11.0

白井第二 37 27.0 35.1 24.3 24.3 21.6 37.8 43.2 18.9 18.9 - 8.1

白井第三 138 28.3 26.1 30.4 23.2 13.0 24.6 50.7 18.8 24.6 2.9 5.8

大山口 127 31.5 32.3 37.0 25.2 11.8 20.5 48.8 28.3 18.9 1.6 2.4

清水口 106 34.0 28.3 25.5 24.5 11.3 27.4 52.8 22.6 16.0 1.9 5.7

七次台 88 39.8 30.7 23.9 26.1 8.0 29.5 51.1 22.7 11.4 4.5 3.4

南山 124 31.5 32.3 31.5 34.7 12.1 26.6 39.5 30.6 12.9 0.8 6.5

池の上 99 23.2 37.4 32.3 25.3 8.1 23.2 57.6 23.2 14.1 2.0 3.0

桜台 104 25.0 32.7 30.8 25.0 7.7 26.9 58.7 21.2 19.2 4.8 1.9

無回答 15 - 26.7 13.3 20.0 6.7 26.7 46.7 13.3 6.7 6.7 40.0

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体
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（３）充実していくべきスポーツ施策 

【問 17】あなたは、市のスポーツ施策として、どのような取組を充実させていくべきだと思います

か。次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

市が充実させていくべきスポーツ施策については、「年齢層にあったスポーツ活動」（49.8％）

が約 5割と最も高くなっています。次いで「スポーツ施設の整備・充実」（38.4％）、「スポーツを

通じた健康づくり」（33.5％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありませが、男性では「スポーツ施策の整備・充

実」が比較的女性よりも高い傾向にあります。 

年齢別にみると、40 歳代以下の若年層では「スポーツ施設の整備・充実」が最も高くなってい

ます。また、30 歳代、40 歳代の子育て世代では「スポーツ教室やイベントの開催」が他の年齢層

と比べて高くなっています。 

居住地区別にみると、清水口小学校区では「スポーツ教室やイベントの開催」が、七次台小学

校区では「スポーツを通じた健康づくり」が他の小学校区と比べて低くなっています。 

  

49.8

38.4

33.5

28.5

26.8

19.9

16.1

11.4

7.8

7.7

5.0

3.2

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

年齢層にあったスポーツ活動

スポーツ施設の整備・充実

スポーツを通じた健康づくり

スポーツ教室やイベントの開催

運動習慣づくり

総合型地域スポーツクラブの充実

スポーツに関する情報提供の充実

指導者の育成と活用

障がい者スポーツの普及

スポーツ団体の活性化

競技スポーツの支援

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

年
齢
層
に
あ
っ

た
ス
ポ
ー

ツ
活
動

障
が
い
者
ス
ポ
ー

ツ
の
普
及

ス
ポ
ー

ツ
教
室
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

指
導
者
の
育
成
と
活
用

ス
ポ
ー

ツ
団
体
の
活
性
化

ス
ポ
ー

ツ
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実

ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
整
備
・
充
実

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
の
充
実

競
技
ス
ポ
ー

ツ
の
支
援

ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り

運
動
習
慣
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

911 49.8 7.8 28.5 11.4 7.7 16.1 38.4 19.9 5.0 33.5 26.8 3.2 5.4

男性 387 48.6 5.2 26.9 11.1 8.5 19.4 45.7 19.6 7.5 35.4 26.4 4.4 3.1

女性 485 50.9 9.7 31.3 12.0 7.2 13.8 32.4 20.4 3.1 31.5 28.2 2.1 6.6

無回答 39 48.7 10.3 10.3 7.7 5.1 12.8 41.0 15.4 5.1 38.5 12.8 5.1 12.8

18歳～29歳 45 35.6 8.9 17.8 8.9 20.0 17.8 51.1 28.9 8.9 20.0 22.2 4.4 2.2

30歳～39歳 97 27.8 6.2 44.3 13.4 10.3 13.4 47.4 35.1 5.2 19.6 23.7 4.1 5.2

40歳～49歳 159 35.2 6.3 39.0 9.4 10.7 14.5 45.3 31.4 7.5 18.9 22.6 4.4 2.5

50歳～59歳 143 51.7 8.4 29.4 7.7 5.6 21.7 32.2 16.8 6.3 31.5 34.3 - 4.9

60歳～69歳 179 55.3 8.9 27.9 8.4 6.7 16.8 37.4 16.2 3.9 43.0 26.3 3.9 2.8

70歳以上 263 63.5 8.0 19.8 16.7 4.9 15.2 33.1 10.3 3.0 43.3 28.5 3.0 9.1

無回答 25 60.0 8.0 12.0 8.0 4.0 8.0 36.0 16.0 4.0 44.0 16.0 4.0 12.0

白井第一 73 47.9 4.1 28.8 9.6 5.5 16.4 32.9 23.3 9.6 34.2 28.8 1.4 9.6

白井第二 37 48.6 8.1 32.4 10.8 8.1 8.1 40.5 21.6 5.4 35.1 24.3 2.7 8.1

白井第三 138 50.0 6.5 29.0 11.6 8.7 13.0 38.4 23.9 0.7 32.6 23.9 3.6 5.1

大山口 127 53.5 6.3 31.5 10.2 9.4 17.3 37.0 18.1 6.3 37.0 26.8 5.5 3.1

清水口 106 50.9 11.3 17.9 13.2 5.7 16.0 37.7 17.9 5.7 34.0 30.2 1.9 7.5

七次台 88 46.6 6.8 31.8 9.1 10.2 19.3 45.5 21.6 4.5 25.0 27.3 2.3 5.7

南山 124 51.6 7.3 30.6 12.9 8.9 18.5 40.3 25.0 4.0 33.1 21.8 2.4 4.0

池の上 99 48.5 10.1 28.3 12.1 7.1 16.2 36.4 11.1 2.0 36.4 34.3 6.1 3.0

桜台 104 50.0 8.7 29.8 12.5 5.8 16.3 39.4 14.4 9.6 35.6 24.0 1.0 3.8

無回答 15 33.3 13.3 20.0 6.7 - 13.3 26.7 33.3 6.7 20.0 33.3 6.7 20.0

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

全体

単位 （％）
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10 市の産業振興について 

（１）地場（市内でつくられた）の農産品購入状況 

【問 18】あなたは、地場（市内でつくられた）の農産品を購入していますか。次の中から１つ選ん

で番号に○をつけてください。 

 

 
 

地場の農産品の購入について、「積極的に購入している」（20.3％）と「商品を見かけた時は購

入している」（48.2％）を合わせた、購入している人は 7割弱となっています。一方、「商品を見

かけても購入しないことが多い」（6.5％）と「購入しない」（3.5％）を合わせた、購入しない人

は 1割で、「購入するものが地場商品なのかわからない」（16.4％）は 2 割台半ばとなっていま

す。 

 

【属性別】 

性別にみると、女性では「商品を見かけた時は購入している」が約 5 割と高くなっています。 

年齢別にみると、購入している人は高年齢層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、購入している人は大山口小学校区が 8割弱と高くなっています。 

 

【設問別】 

日用品を購入する場所別にみると、購入している人は「白井市内」が 72.8％と高くなっていま

す。次いで「印西市」（63.5％）、「鎌ケ谷市」（59.2％）となっています。 

白井駅周辺で買物や遊んだりする頻度別にみると、購入している人は「よく利用している」、

「たまに利用している」、「ほとんど利用していない」で 7割強となっており、大きな差はみられ

ません。 

  

積極的に購入

している

20.3%

商品を見かけ

た時は購入し

ている

48.2%

商品を見かけ

ても購入しな

いことが多い

6.5%

購入しない

3.5%

購入するものが

地場産品なのか

わからない

16.4%

その他

2.0%

無回答

3.2%

総数

911
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積極的に購

入している

20.3

19.1

20.8

8.9

12.4

13.8

23.8

22.9

25.1

23.3

24.3

18.1

18.1

20.8

17.0

20.2

21.2

23.1

商品を見かけた時

は購入している

48.2

45.0

51.5

31.1

42.3

55.3

44.1

50.3

51.3

43.8

43.2

48.6

59.1

49.1

51.1

47.6

45.5

44.2

商品を見かけても購

入しないことが多い

6.5

5.9

7.2

11.1

10.3

6.9

6.3

6.7

3.8

9.6

2.7

5.1

3.9

8.5

9.1

5.6

7.1

5.8

購入し

ない

3.5

4.9

2.7

22.2

4.1

1.3

3.5

2.8

2.3

2.7

8.1

3.6

4.7

2.8

2.3

3.2

2.0

4.8

購入するものが地場産

品なのかわからない

16.4

20.4

13.0

17.8

24.7

19.5

18.2

14.5

11.4

12.3

18.9

19.6

10.2

14.2

12.5

20.2

20.2

17.3

その他

2.0

2.3

1.9

8.9

3.1

1.9

2.1

1.7

0.8

0.0

0.0

0.7

2.4

1.9

5.7

2.4

1.0

2.9

無回答

3.2

2.3

2.9

0.0

3.1

1.3

2.1

1.1

5.3

8.2

2.7

4.3

1.6

2.8

2.3

0.8

3.0

1.9

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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【問 19 日用品を購入する場所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積極的に購

入している

20.3

23.4

15.0

11.1

20.0

0.0

0.0

20.0

商品を見かけた時

は購入している

48.2

49.4

48.5

48.1

60.0

33.3

20.0

0.0

商品を見かけても購

入しないことが多い

6.5

5.4

9.2

11.1

0.0

16.7

0.0

0.0

購入し

ない

3.5

3.0

4.4

3.7

0.0

0.0

20.0

20.0

購入するものが地場産

品なのかわからない

16.4

14.8

18.9

22.2

20.0

50.0

40.0

20.0

その他

2.0

1.4

2.9

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

無回答

3.2

2.4

1.0

0.0

0.0

0.0

20.0

40.0

全体(911)

白井市内(627)

印西市(206)

鎌ケ谷市( 27)

船橋市(  5)

柏市(  6)

その他県内(  5)

県外(  5)

単位:％



107 

【問 20 白井駅周辺で買い物や遊んだりすること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積極的に購

入している

20.3

25.5

20.7

19.8

12.9

商品を見かけた時

は購入している

48.2

48.2

51.0

53.8

39.3

商品を見かけても購

入しないことが多い

6.5

5.0

6.5

8.6

6.1

購入し

ない

3.5

4.3

1.1

2.5

7.4

購入するものが地場産

品なのかわからない

16.4

13.7

17.6

9.6

27.6

その他

2.0

0.7

1.5

3.6

3.1

無回答

3.2

2.5

1.5

2.0

3.7

全体(911)

よく利用

している(278)

たまに利用

している(261)

ほとんど利用

していない(197)

まったく利用

していない(163)

単位:％
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（２）日用品の買物場所 

【問 19】あなたは、どこで日用品の買物をすることが多いですか。次の中から１つ選んで番号に○

をつけてください。 

 

 

 

日用品の買物をする場所について、「白井市内」（68.8％）が 7割弱と最も高くなっています。

次いで「印西市」（22.6％）、「鎌ケ谷市」（3.0％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女ともほぼ同じ傾向になっています。 

年齢別にみると、「白井市内」は高年齢層ほど高い傾向に、「印西市」は 30 歳代を中心に、若年

層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区、桜台小学校区では「白井市内」が低く、「印西市」が

高くなっています。特に桜台小学校区では「印西市」が 7 割台半ばと高くなっています。 

  

白井市内

68.8%

印西市

22.6%

鎌ケ谷市

3.0%

船橋市

0.5%

柏市

0.7%

その他県内

0.5%
県外

0.5%

無回答

3.3%

総数

911
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全
体

白
井
市
内

印
西
市

鎌
ケ
谷
市

船
橋
市

柏
市

そ
の
他
県
内

県
外

無
回
答

911 68.8 22.6 3.0 0.5 0.7 0.5 0.5 3.3

男性 387 69.0 23.8 2.8 0.3 0.5 0.5 0.3 2.8

女性 485 68.7 21.4 3.3 0.8 0.8 0.6 0.6 3.7

無回答 39 69.2 25.6 - - - - 2.6 2.6

18歳～29歳 45 55.6 31.1 6.7 - 4.4 - 2.2 -

30歳～39歳 97 46.4 37.1 5.2 2.1 1.0 2.1 1.0 5.2

40歳～49歳 159 66.7 27.7 2.5 0.6 - - 0.6 1.9

50歳～59歳 143 68.5 21.7 6.3 0.7 - - - 2.8

60歳～69歳 179 69.3 22.9 1.7 - 1.7 1.7 0.6 2.2

70歳以上 263 80.2 13.3 0.8 0.4 - - 0.4 4.9

無回答 25 72.0 20.0 4.0 - - - - 4.0

白井第一 73 79.5 17.8 - - 1.4 1.4 - -

白井第二 37 48.6 35.1 - - 2.7 5.4 2.7 5.4

白井第三 138 71.0 8.7 9.4 2.2 - 0.7 1.4 6.5

大山口 127 79.5 13.4 6.3 - 0.8 - - -

清水口 106 82.1 9.4 2.8 - - 0.9 - 4.7

七次台 88 73.9 20.5 2.3 - 2.3 - - 1.1

南山 124 76.6 17.7 - 0.8 0.8 - 0.8 3.2

池の上 99 77.8 19.2 - - - - 1.0 2.0

桜台 104 18.3 76.9 - 1.0 - - - 3.8

無回答 15 60.0 13.3 6.7 - - - - 20.0

凡例：**.* 第1位

全体

（％）単位

性
別

年
齢

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）
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（３）白井駅周辺で買物や遊んだりする頻度 

【問 20】あなたは、市の中心拠点である白井駅周辺で買物や遊んだりすることは、どのくらいあり

ますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

白井駅周辺で買物や遊んだりする頻度については、「よく利用している」（30.5％）と「たまに

利用している」（28.6％）を合わせた、利用している人は６割弱となっています。 

一方、「ほとんど利用していない」（21.6％）と「まったく利用していない」（17.9％）を合わせ

た、利用していない人は 4割弱となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女ともほぼ同じ傾向になっています。 

年齢別にみると、利用している人は高年齢層ほど高い傾向にあります。 

居住地区別にみると、利用している人は南山小学校区と池の上小学校区で 8 割以上と高くなっ

ている一方で、桜台小学校区では 2 割弱と低くなっています。  

よく利用して

いる

30.5%

たまに利用し

ている

28.6%

ほとんど利用

していない

21.6%

まったく利用

していない

17.9%

無回答

1.3%

総数

911
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よく利用

している

30.5

31.3

30.1

17.8

15.5

25.8

25.9

34.1

41.1

32.9

16.2

14.5

18.9

22.6

18.2

72.6

64.6

1.9

たまに利用

している

28.6

28.4

29.3

20.0

27.8

32.7

31.5

29.1

26.2

35.6

40.5

32.6

41.7

34.0

35.2

16.9

19.2

14.4

ほとんど利用

していない

21.6

22.7

20.8

26.7

26.8

24.5

23.1

17.3

19.8

16.4

29.7

24.6

22.0

23.6

29.5

6.5

14.1

34.6

まったく利用

していない

17.9

16.8

18.1

33.3

29.9

16.4

19.6

18.4

10.3

13.7

13.5

26.8

17.3

17.0

15.9

3.2

2.0

47.1

無回答

1.3

0.8

1.6

2.2

0.0

0.6

0.0

1.1

2.7

1.4

0.0

1.4

0.0

2.8

1.1

0.8

0.0

1.9

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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44.7

42.3

28.8

26.6

26.3

26.1

21.4

17.3

14.3

12.5

10.5

4.6

2.9

2.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

身近な買物の場や医療機関があるまち

鉄道やバス交通が充実したまち

駅前などに商業施設などが数多く立地するまち

歩行者や自転車が安全に移動できるまち

自然環境や農地などのみどりを大切にするまち

ゆとりある住宅地が広がる住環境のよいまち

子育て環境の整ったまち

企業や工場が立地して働く場が多くあるまち

地域の住民が協力して魅力ある地域づくりを進

めるまち

再生可能エネルギーの活用や省エネルギーが進

んだ環境にやさしいまち

道路網が整った自動車で移動しやすいまち

歴史や文化的な資源を大切にするまち

その他

無回答

総数=911 （複数回答）

 

11 市のまちづくりについて 

（１）将来のまちづくりの方向性 

 

【問 21】あなたは、市が将来どのようなまちを目指していくべきだと思いますか。次の中から３つ

まで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来のまちづくりの方向性については、「身近な買物の場や医療機関があるまち」（44.7％）、

「鉄道やバス交通が充実したまち」（42.3％）が 4割を超えて高くなっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代と 40 歳代では「鉄道やバス交通が充実したまち」が、30 歳

代では「子育て環境の整ったまち」が最も高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区、白井第三小学校区、清水口小学校区、七次台小学校

区では「鉄道やバス交通が充実したまち」が最も高くなっています。その他、白井第二小学校区

では「自然環境や農地などのみどりを大切にするまち」が、南山小学校区では「駅前などに商業

施設などが数多く立地するまち」が他の小学校区と比べて高くなっています。  



113 

 

  

全
体

企
業
や
工
場
が
立
地
し
て
働
く
場
が
多
く
あ
る
ま
ち

ゆ
と
り
あ
る
住
宅
地
が
広
が
る
住
環
境
の
よ
い
ま
ち

駅
前
な
ど
に
商
業
施
設
な
ど
が
数
多
く
立
地
す
る
ま
ち

自
然
環
境
や
農
地
な
ど
の
み
ど
り
を
大
切
に
す
る
ま
ち

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
活
用
や
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
進
ん
だ
環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち

道
路
網
が
整
っ

た
自
動
車
で
移
動
し
や
す
い
ま
ち

鉄
道
や
バ
ス
交
通
が
充
実
し
た
ま
ち

歩
行
者
や
自
転
車
が
安
全
に
移
動
で
き
る
ま
ち

身
近
な
買
物
の
場
や
医
療
機
関
が
あ
る
ま
ち

子
育
て
環
境
の
整
っ

た
ま
ち

地
域
の
住
民
が
協
力
し
て
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
ま
ち

歴
史
や
文
化
的
な
資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち

そ
の
他

無
回
答

911 17.3 26.1 28.8 26.3 12.5 10.5 42.3 26.6 44.7 21.4 14.3 4.6 2.9 2.2

男性 387 19.1 31.3 31.5 30.7 10.9 12.9 35.1 24.3 40.1 22.0 15.2 5.2 3.4 1.6

女性 485 16.1 23.5 27.2 22.7 13.6 8.7 47.2 27.6 48.9 21.6 13.4 4.3 1.9 2.1

無回答 39 15.4 7.7 20.5 28.2 15.4 10.3 51.3 35.9 38.5 12.8 15.4 2.6 10.3 10.3

18歳～29歳 45 13.3 35.6 33.3 24.4 11.1 13.3 51.1 17.8 35.6 37.8 4.4 2.2 - -

30歳～39歳 97 12.4 22.7 37.1 20.6 9.3 15.5 34.0 28.9 36.1 44.3 6.2 6.2 8.2 1.0

40歳～49歳 159 11.9 30.2 32.1 20.1 12.6 12.6 50.3 28.9 46.5 23.3 8.2 3.1 2.5 1.9

50歳～59歳 143 16.8 25.2 35.7 23.1 9.1 10.5 42.0 26.6 53.1 21.0 14.0 2.1 0.7 1.4

60歳～69歳 179 19.0 27.4 19.6 29.1 15.1 11.2 40.8 24.6 46.9 16.8 17.3 5.6 3.4 1.7

70歳以上 263 22.8 24.0 26.6 32.7 14.8 7.2 38.8 27.0 43.0 12.9 20.2 6.1 1.5 3.0

無回答 25 12.0 16.0 16.0 24.0 4.0 4.0 56.0 28.0 36.0 16.0 20.0 4.0 12.0 12.0

白井第一 73 24.7 16.4 24.7 28.8 5.5 16.4 43.8 38.4 45.2 12.3 9.6 11.0 2.7 1.4

白井第二 37 24.3 21.6 21.6 43.2 2.7 24.3 45.9 27.0 29.7 10.8 16.2 8.1 2.7 -

白井第三 138 23.9 19.6 23.9 22.5 15.2 18.8 43.5 31.2 36.2 21.0 15.2 2.9 2.9 2.9

大山口 127 19.7 29.9 31.5 27.6 10.2 3.1 40.2 19.7 48.0 25.2 17.3 4.7 3.1 0.8

清水口 106 20.8 31.1 30.2 33.0 12.3 8.5 46.2 24.5 41.5 16.0 11.3 4.7 2.8 1.9

七次台 88 9.1 30.7 30.7 22.7 12.5 11.4 52.3 29.5 47.7 20.5 5.7 1.1 1.1 2.3

南山 124 12.1 25.8 43.5 25.8 13.7 7.3 38.7 21.0 48.4 23.4 20.2 4.8 0.8 0.8

池の上 99 15.2 30.3 35.4 17.2 17.2 6.1 39.4 30.3 49.5 24.2 10.1 - 2.0 3.0

桜台 104 11.5 26.9 12.5 29.8 15.4 10.6 36.5 25.0 48.1 28.8 20.2 7.7 4.8 1.9

無回答 15 6.7 20.0 13.3 13.3 6.7 - 33.3 13.3 46.7 20.0 6.7 6.7 20.0 26.7

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体
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（２）市内にある空き家対策 

【問 22】あなたは、市内にある空き家への対策として、市はどのような取組を充実させていくべき

だと思いますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

空き家対策として充実させていくべき取組については、「空き家を活用するための制度づくり」

（54.0％）が 5割台半ばと最も高くなっています。次いで「空き家情報を集約・発信」

（22.5％）、「相続に関する法律などの相談窓口の設置」（9.8％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男性では「空き家を活用するための制度づくり」が女性よりも 5 ポイント以上

高くなっています。 

年齢別にみると、40 歳代、50 歳代で「空き家を活用するための制度づくり」が約 6割と高くな

っています。また、10 歳代・20 歳代、30 歳代で「空き家情報を集約・発信」が他の年齢層と比べ

て高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第一小学校区、清水口小学校区では、「空き家を活用するための制度

づくり」が 6 割弱と高くなっています。また、白井第三小学校区では、「空き家情報を集約・発

信」が他の小学校区と比べて高くなっています。 

  

空き家情報を

集約・発信

22.5%

空き家を活用

するための制

度づくり

54.0%

相続に関する

法律などの相

談窓口の設置

9.8%

不動産の活用

や管理に関す

る勉強会など

の開催

4.6%

その他

2.0%

無回答

7.1%

総数

911
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空き家情報を

集約・発信

22.5

25.3

21.6

35.6

27.8

23.3

18.9

23.5

20.9

11.0

24.3

29.0

24.4

17.9

21.6

26.6

24.2

20.2

空き家を活用する

ための制度づくり

54.0

57.9

52.6

44.4

51.5

62.3

60.1

49.7

55.5

58.9

48.6

44.2

53.5

59.4

56.8

55.6

55.6

57.7

相続に関する法律な

どの相談窓口の設置

9.8

7.0

12.4

4.4

9.3

8.2

9.8

12.8

10.6

13.7

13.5

7.2

12.6

8.5

8.0

7.3

10.1

8.7

不動産の活用や管理に関

する勉強会などの開催

4.6

4.9

4.7

4.4

2.1

3.1

6.3

8.4

3.4

8.2

0.0

7.2

4.7

3.8

4.5

3.2

3.0

4.8

その他

2.0

2.3

1.6

4.4

4.1

1.3

2.1

2.2

1.1

0.0

8.1

1.4

0.0

3.8

2.3

0.8

2.0

3.8

無回答

7.1

2.6

7.0

6.7

5.2

1.9

2.8

3.4

8.4

8.2

5.4

10.9

4.7

6.6

6.8

6.5

5.1

4.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（３）白井駅前の魅力が高くなる方法 

【問 23】あなたは、どうすれば市の中心拠点である白井駅前の魅力が高くなると思いますか。次の

中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

白井駅前の魅力が高くなる方法について、「商業施設の充実」（64.3％）と「カフェや広場など

人が集まれる場所の整備」（53.5％）が 5割以上と高くなっています。次いで「医療施設や子育て

支援施設など福祉の充実」（25.7％）、「バス・レンタサイクルなど交通手段の充実」（25.2％）、

「スポーツ・レクリエーション施設の整備」（22.1％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女とも「商業施設の充実」、「カフェや広場など人が集まれる場所の整備」が

高く、次いで、男性では「スポーツ・レクリエーション施設の整備」が、女性では「バス・レン

タサイクルなど交通手段の充実」が高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「カフェや広場など人が集まれる場所の整備」が 7割弱

と最も高くなっています。また、30 歳代では「医療施設や子育て支援施設など福祉の充実」が他

の年齢層と比べて高くなっています。 

居住地区別にみると、全ての小学校区で「商業施設の充実」が最も高く、特に白井第二小学校

区では 8 割を超えて高くなっています。その他、南山小学校区では「カフェや広場など人が集ま

64.3

53.5

25.7

25.2

22.1

18.7

4.2

3.5

8.3

5.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

商業施設の充実

カフェや広場など人が集まれる場所の整備

医療施設や子育て支援施設など福祉の充実

バス・レンタサイクルなど交通手段の充実

スポーツ・レクリエーション施設の整備

駅周辺の駐車場整備、案内看板の設置

マンションなどの住宅地としての利用

特に必要なものはない

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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れる場所の整備」が、白井第二小学校区では「バス・レンタサイクルなど交通手段の充実」が他

の小学校区と比べて高くなっています。 

 

 

  

全
体

商
業
施
設
の
充
実

マ
ン
シ
ョ

ン
な
ど
の
住
宅
地
と
し
て
の
利
用

ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ

ン
施
設
の
整
備

医
療
施
設
や
子
育
て
支
援
施
設
な
ど
福
祉
の
充
実

カ
フ
ェ

や
広
場
な
ど
人
が
集
ま
れ
る
場
所
の
整
備

駅
周
辺
の
駐
車
場
整
備
、

案
内
看
板
の
設
置

バ
ス
・
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
な
ど
交
通
手
段
の
充
実

特
に
必
要
な
も
の
は
な
い

そ
の
他

無
回
答

911 64.3 4.2 22.1 25.7 53.5 18.7 25.2 3.5 8.3 5.4

男性 387 68.7 5.9 26.6 25.8 50.1 18.9 21.2 4.4 9.3 2.3

女性 485 63.5 3.1 20.0 27.0 58.4 19.4 29.3 2.9 7.6 3.9

無回答 39 30.8 - 2.6 7.7 25.6 7.7 15.4 2.6 7.7 53.8

18歳～29歳 45 60.0 6.7 15.6 20.0 68.9 13.3 37.8 2.2 17.8 4.4

30歳～39歳 97 64.9 3.1 24.7 40.2 60.8 22.7 12.4 2.1 12.4 3.1

40歳～49歳 159 74.8 2.5 23.3 19.5 67.3 17.6 21.4 3.8 5.7 -

50歳～59歳 143 69.9 6.3 20.3 23.8 55.2 19.6 20.3 4.9 7.0 -

60歳～69歳 179 63.7 5.0 26.3 23.5 52.5 20.7 25.1 3.4 6.7 3.4

70歳以上 263 60.5 3.8 21.3 29.3 43.7 18.6 35.0 3.8 9.5 6.8

無回答 25 16.0 - 4.0 8.0 8.0 - 4.0 - - 80.0

白井第一 73 64.4 1.4 20.5 15.1 57.5 27.4 35.6 2.7 5.5 5.5

白井第二 37 81.1 5.4 5.4 21.6 64.9 27.0 45.9 2.7 5.4 -

白井第三 138 55.8 4.3 20.3 21.7 43.5 30.4 29.7 3.6 8.7 8.7

大山口 127 61.4 4.7 19.7 35.4 50.4 9.4 25.2 3.1 8.7 4.7

清水口 106 61.3 3.8 25.5 25.5 50.0 14.2 27.4 1.9 8.5 7.5

七次台 88 71.6 1.1 14.8 21.6 47.7 30.7 33.0 4.5 6.8 2.3

南山 124 72.6 4.0 29.0 25.8 71.8 9.7 16.1 2.4 12.1 2.4

池の上 99 68.7 5.1 22.2 31.3 62.6 11.1 17.2 4.0 8.1 4.0

桜台 104 57.7 6.7 26.0 26.9 43.3 17.3 14.4 6.7 8.7 7.7

無回答 15 53.3 6.7 40.0 20.0 40.0 20.0 26.7 - - 13.3

凡例：**.* 第1位

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位

全体
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12 自治会への加入について 

（１）自治会（区・町会を含む）への加入状況 

【問 24】あなたは自治会（区・町会を含む）に加入していますか。次の中から 1 つ選んで番号に○

をつけてください。 

 

 

 

自治会の加入については、「加入している」（69.0％）が 7割弱となっています。一方で、「加入

していない」（21.2％）は 2割強となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、「加入している」は高年齢層ほど高く、「加入していない」は 30 歳代を中心

に、若年層ほど高くなっています。 

居住地区別にみると、白井第二小学校区では「加入している」が 5割台半ばと他の小学校区と

比べて低くなっているほか、「わからない」が 2 割台半ばと他の小学校区と比べて突出して高くな

っています。 

  

加入している

69.0%

加入してい

ない

21.2%

わからない

6.6%

無回答

3.2%

総数

911
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加入している

69.0

71.8

70.7

26.7

45.4

64.2

79.7

77.7

82.1

67.1

56.8

73.9

66.1

61.3

65.9

73.4

75.8

73.1

加入していない

21.2

21.2

21.2

40.0

42.3

27.7

14.7

18.4

12.9

21.9

18.9

18.1

27.6

27.4

25.0

17.7

19.2

14.4

わからない

6.6

5.9

6.8

31.1

12.4

7.5

4.9

2.2

3.4

6.8

24.3

3.6

3.9

6.6

4.5

7.3

4.0

8.7

無回答

3.2

1.0

1.2

2.2

0.0

0.6

0.7

1.7

1.5

4.1

0.0

4.3

2.4

4.7

4.5

1.6

1.0

3.8

全体(911)

【性別】

男性(387)

女性(485)

【年齢】

18歳～29歳( 45)

30歳～39歳( 97)

40歳～49歳(159)

50歳～59歳(143)

60歳～69歳(179)

70歳以上(263)

【居住地区】

白井第一( 73)

白井第二( 37)

白井第三(138)

大山口(127)

清水口(106)

七次台( 88)

南山(124)

池の上( 99)

桜台(104)

単位:％
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（２）自治会に加入していない理由 

【問 24－１】あなたが、自治会に加入していない理由は何ですか。次の中から３つまで選んで番号

に○をつけてください。 

 

 

 

自治会に加入していない理由については、「地域に自治会がないため」（31.1％）が 3割強と最

も高くなっています。次いで「自治会の役員になると負担が大きいため」（24.4％）、「自治会に加

入するメリットがないため」（22.8％）、「活動内容に興味の持てるものがないため」（20.2％）と

なっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女ともに「地域に自治会がないため」が最も高くなっています。その他、男

性では「活動内容がわからないため」、「活動内容に興味の持てるものがないため」といった内容

に関する項目が高く、女性では「自治会の役員になると負担が大きいため」が高くなっていま

す。  

31.1

24.4

22.8

20.2

19.7

18.1

16.1

10.4

6.2

6.2

4.7

0.5

9.3

2.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

地域に自治会がないため

自治会の役員になると負担が大きいため

自治会に加入するメリットがないため

活動内容に興味の持てるものがないため

活動内容がわからないため

活動する時間帯が合わないため

地域に自治会があるかわからないため

自治会への加入の勧誘がないため

自治会への加入が世帯単位のため

自治会費が高いため

短時間で参加できる活動が少ないため

自治会の役員に手当がないため

その他

無回答

総数=193 （複数回答）
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【問24－１】自治会に加入していない理由   【３つまでの複数回答】
全
体

活
動
内
容
が
わ
か
ら
な
い
た
め

活
動
内
容
に
興
味
の
持
て
る
も
の
が
な
い
た
め

地
域
に
自
治
会
が
な
い
た
め

地
域
に
自
治
会
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
た
め

自
治
会
へ
の
加
入
が
世
帯
単
位
の
た
め

自
治
会
へ
の
加
入
の
勧
誘
が
な
い
た
め

自
治
会
に
加
入
す
る
メ
リ
ッ

ト
が
な
い
た
め

自
治
会
の
役
員
に
な
る
と
負
担
が
大
き
い
た
め

自
治
会
の
役
員
に
手
当
が
な
い
た
め

自
治
会
費
が
高
い
た
め

活
動
す
る
時
間
帯
が
合
わ
な
い
た
め

短
時
間
で
参
加
で
き
る
活
動
が
少
な
い
た
め

そ
の
他

無
回
答

193 19.7 20.2 31.1 16.1 6.2 10.4 22.8 24.4 0.5 6.2 18.1 4.7 9.3 2.1

男性 82 26.8 25.6 26.8 17.1 4.9 12.2 24.4 15.9 1.2 3.7 20.7 4.9 7.3 2.4

女性 103 13.6 16.5 35.0 13.6 7.8 8.7 20.4 30.1 - 8.7 15.5 2.9 10.7 1.9

無回答 8 25.0 12.5 25.0 37.5 - 12.5 37.5 37.5 - - 25.0 25.0 12.5 -

18歳～29歳 18 22.2 33.3 5.6 22.2 16.7 5.6 16.7 11.1 - - 22.2 5.6 5.6 -

30歳～39歳 41 19.5 17.1 34.1 17.1 4.9 24.4 17.1 14.6 - 2.4 17.1 - 9.8 2.4

40歳～49歳 44 15.9 25.0 34.1 15.9 4.5 6.8 29.5 38.6 2.3 11.4 15.9 4.5 4.5 2.3

50歳～59歳 21 23.8 19.0 33.3 19.0 - - 33.3 23.8 - 4.8 28.6 4.8 - -

60歳～69歳 33 18.2 15.2 36.4 15.2 - 15.2 30.3 33.3 - 15.2 21.2 6.1 6.1 -

70歳以上 34 23.5 17.6 29.4 8.8 14.7 2.9 8.8 17.6 - - 11.8 8.8 23.5 5.9

無回答 2 - - 50.0 50.0 - - 50.0 - - - - - 50.0 -

白井第一 16 18.8 18.8 25.0 25.0 18.8 6.3 18.8 31.3 - 6.3 18.8 6.3 12.5 -

白井第二 7 28.6 42.9 - - 14.3 28.6 14.3 28.6 14.3 - - - 28.6 -

白井第三 25 16.0 28.0 4.0 20.0 4.0 8.0 44.0 32.0 - 20.0 16.0 8.0 8.0 8.0

大山口 35 11.4 20.0 25.7 14.3 2.9 17.1 37.1 31.4 - 11.4 22.9 5.7 2.9 -

清水口 29 24.1 13.8 48.3 20.7 6.9 6.9 10.3 6.9 - - 13.8 3.4 6.9 -

七次台 22 18.2 22.7 13.6 4.5 - 18.2 18.2 36.4 - 9.1 27.3 4.5 13.6 4.5

南山 22 22.7 13.6 31.8 4.5 9.1 - 13.6 27.3 - - 22.7 9.1 18.2 4.5

池の上 19 10.5 15.8 84.2 15.8 5.3 5.3 10.5 15.8 - - 10.5 - - -

桜台 15 40.0 26.7 33.3 26.7 6.7 13.3 20.0 13.3 - - 20.0 - 6.7 -

無回答 3 33.3 - 33.3 66.7 - - 33.3 - - - - - 33.3 -

下線：第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

単位 （％）

全体
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13 市の職員や行財政改革について 

（１）市の職員に特に重要なもの 

【問 25】あなたは、次の職員像のうち、市の職員に特に重要なものは何だと思いますか。次の中か

ら３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

市の職員に特に重要なものについては、「市民の目線で考え、信頼される」（51.8％）が 5 割強

で最も高くなっています。次いで「市民のニーズに柔軟な対応ができる」（45.0％）、「市民にわか

りやすく説明ができる」（38.4％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、女性では「市民にわかりやすく説明ができる」が男性よりも 10 ポイント以上高

くなっています。 

年齢別にみると、40 歳代では「市民のニーズに柔軟な対応ができる」が最も高くなっていま

す。また、10 歳代・20 歳代では「市の発展のために必要な施策をつくれる」が 4 割と他の年齢層

と比べて高くなっています。 

居住地区別にみると、大山口小学校区、桜台小学校区では「市民のニーズに柔軟な対応ができ

る」が最も高くなっています。  

51.8

45.0

38.4

28.5

25.8

24.9

22.6

16.9

11.4

3.4

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

市民の目線で考え、信頼される

市民のニーズに柔軟な対応ができる

市民にわかりやすく説明ができる

プロ意識を持って仕事をする

いつも笑顔を絶やさず親切・ていねい

市の発展のために必要な施策をつくれる

得意とする分野や専門性を持っている

コスト意識を持っている

自ら考え、行動する

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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全
体

市
民
の
目
線
で
考
え
、

信
頼
さ
れ
る

プ
ロ
意
識
を
持
っ

て
仕
事
を
す
る

市
民
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
が
で
き
る

市
の
発
展
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
つ
く
れ
る

市
民
の
ニ
ー

ズ
に
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る

得
意
と
す
る
分
野
や
専
門
性
を
持
っ

て
い
る

自
ら
考
え
、

行
動
す
る

い
つ
も
笑
顔
を
絶
や
さ
ず
親
切
・
て
い
ね
い

コ
ス
ト
意
識
を
持
っ

て
い
る

そ
の
他

無
回
答

911 51.8 28.5 38.4 24.9 45.0 22.6 11.4 25.8 16.9 3.4 4.9

男性 387 50.6 29.5 33.1 25.1 45.7 24.5 14.5 23.5 24.0 4.4 2.8

女性 485 55.3 28.2 44.3 26.2 47.4 21.6 9.7 28.5 12.0 2.3 2.7

無回答 39 20.5 23.1 17.9 7.7 7.7 15.4 2.6 15.4 7.7 7.7 53.8

18歳～29歳 45 46.7 26.7 40.0 40.0 44.4 15.6 8.9 28.9 15.6 2.2 4.4

30歳～39歳 97 52.6 28.9 43.3 20.6 42.3 21.6 10.3 35.1 16.5 7.2 2.1

40歳～49歳 159 52.2 27.7 41.5 24.5 53.5 25.2 7.5 28.3 15.1 5.0 -

50歳～59歳 143 49.0 28.7 39.2 24.5 46.9 27.3 16.8 25.9 15.4 3.5 2.1

60歳～69歳 179 53.1 34.1 35.2 22.3 52.5 24.0 13.4 19.6 22.9 1.1 1.7

70歳以上 263 57.0 27.8 39.9 27.8 38.8 20.9 11.0 26.6 16.7 2.7 5.3

無回答 25 8.0 4.0 - 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - 4.0 84.0

白井第一 73 42.5 24.7 39.7 37.0 32.9 28.8 6.8 20.5 15.1 4.1 9.6

白井第二 37 62.2 16.2 56.8 8.1 48.6 16.2 10.8 45.9 8.1 5.4 -

白井第三 138 50.7 31.2 41.3 17.4 39.9 22.5 10.1 27.5 13.0 5.8 6.5

大山口 127 40.9 26.0 44.1 29.1 47.2 22.0 13.4 26.0 20.5 2.4 4.7

清水口 106 52.8 32.1 34.0 20.8 46.2 23.6 11.3 20.8 21.7 3.8 4.7

七次台 88 71.6 29.5 34.1 26.1 45.5 18.2 12.5 29.5 15.9 1.1 2.3

南山 124 53.2 33.1 32.3 34.7 45.2 21.8 14.5 21.8 13.7 2.4 4.8

池の上 99 49.5 29.3 38.4 23.2 45.5 27.3 9.1 27.3 20.2 2.0 3.0

桜台 104 53.8 26.9 37.5 22.1 53.8 21.2 12.5 25.0 20.2 3.8 2.9

無回答 15 40.0 13.3 26.7 13.3 46.7 20.0 6.7 26.7 6.7 6.7 26.7

凡例：**.* 第1位

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別

（％）単位

全体
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（２）特に力を入れる必要がある行財政改革の取組 

【問 26】あなたは、市の行財政改革の取組で、特に力を入れる必要があるものは何だと思いますか。

次の中から３つまで選んで番号に○をつけてください。 

 

 

 

特に力を入れる必要がある行財政改革の取組については、「職員の人材育成と適正な人員配置」

（40.6％）が 4割強と最も高くなっています。次いで「市役所の組織のスリム化」（33.7％）、「市

民のニーズが低い行政サービスの廃止」（24.3％）となっています。 

 

【属性別】 

性別にみると、男女で傾向に大きな違いはありません。 

年齢別にみると、10 歳代・20 歳代では「市役所の組織のスリム化」と「市民のニーズが低い行

政サービスの廃止」が最も高くなっています。60 歳代、70 歳以上では「市役所の組織のスリム

化」が他の年齢層と比べて高くなっています。  

40.6

33.7

24.3

20.9

20.6

20.3

14.4

13.6

13.3

12.8

12.5

5.6

8.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

職員の人材育成と適切な人員配置

市役所の組織のスリム化

市民のニーズが低い行政サービスの廃止

ほかの自治体との連携による業務の効率化

人件費の削減

市役所の事務経費の節減

各種使用料など受益に応じた負担の見直し

市税などの未収金の微収体制の強化

市民と市役所の役割分担の見直し

公共施設の統廃合による財政負担の軽減

市役所の業務の民間への委託

その他

無回答

総数=911 （複数回答）
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居住地区別にみると、白井第三小学校区、七次台小学校区では「市役所の組織のスリム化」、桜

台小学校区では「ほかの自治体との連携による業務の効率化」が最も高くなっています。 

 

  全
体

市
役
所
の
組
織
の
ス
リ
ム
化

市
役
所
の
業
務
の
民
間
へ
の
委
託

市
民
と
市
役
所
の
役
割
分
担
の
見
直
し

職
員
の
人
材
育
成
と
適
切
な
人
員
配
置

市
税
な
ど
の
未
収
金
の
微
収
体
制
の
強
化

人
件
費
の
削
減

市
役
所
の
事
務
経
費
の
節
減

市
民
の
ニ
ー

ズ
が
低
い
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
廃
止

公
共
施
設
の
統
廃
合
に
よ
る
財
政
負
担
の
軽
減

各
種
使
用
料
な
ど
受
益
に
応
じ
た
負
担
の
見
直
し

ほ
か
の
自
治
体
と
の
連
携
に
よ
る
業
務
の
効
率
化

そ
の
他

無
回
答

911 33.7 12.5 13.3 40.6 13.6 20.6 20.3 24.3 12.8 14.4 20.9 5.6 8.0

男性 387 37.7 16.0 15.5 38.5 16.0 22.5 22.7 26.9 16.3 13.2 23.8 7.2 1.6

女性 485 31.3 10.5 12.4 43.3 12.2 19.6 18.8 23.7 10.9 16.5 19.6 4.3 9.3

無回答 39 23.1 2.6 2.6 28.2 7.7 15.4 15.4 5.1 2.6 - 7.7 5.1 56.4

18歳～29歳 45 33.3 15.6 15.6 28.9 13.3 28.9 8.9 33.3 17.8 17.8 20.0 6.7 2.2

30歳～39歳 97 27.8 17.5 7.2 35.1 10.3 13.4 20.6 24.7 7.2 15.5 25.8 10.3 6.2

40歳～49歳 159 25.8 14.5 9.4 47.8 13.2 17.0 15.1 30.8 13.8 17.6 26.4 3.1 3.1

50歳～59歳 143 28.0 16.8 16.1 40.6 16.1 18.9 23.1 23.1 14.0 18.2 22.4 4.9 1.4

60歳～69歳 179 42.5 7.8 12.8 43.0 9.5 24.0 25.7 23.5 12.8 12.8 24.6 6.1 4.5

70歳以上 263 40.7 11.0 17.5 41.1 17.5 24.0 21.3 22.1 13.7 11.8 14.4 5.7 11.4

無回答 25 4.0 - - 16.0 4.0 8.0 8.0 - 4.0 - - - 84.0

白井第一 73 32.9 11.0 15.1 43.8 19.2 21.9 20.5 26.0 20.5 9.6 15.1 1.4 11.0

白井第二 37 27.0 16.2 5.4 45.9 18.9 37.8 27.0 27.0 18.9 13.5 5.4 5.4 5.4

白井第三 138 36.2 7.2 13.0 34.1 14.5 26.8 21.7 23.9 11.6 12.3 15.2 7.2 11.6

大山口 127 32.3 17.3 13.4 40.9 11.0 23.6 18.1 23.6 12.6 13.4 19.7 7.1 8.7

清水口 106 32.1 10.4 13.2 43.4 13.2 15.1 22.6 25.5 14.2 17.0 25.5 6.6 5.7

七次台 88 39.8 9.1 18.2 37.5 15.9 12.5 20.5 20.5 12.5 13.6 20.5 4.5 6.8

南山 124 31.5 15.3 14.5 43.5 13.7 13.7 17.7 28.2 12.1 17.7 21.8 5.6 6.5

池の上 99 39.4 14.1 11.1 44.4 12.1 23.2 16.2 23.2 11.1 14.1 17.2 7.1 4.0

桜台 104 28.8 15.4 13.5 36.5 10.6 20.2 21.2 23.1 8.7 16.3 38.5 3.8 6.7

無回答 15 33.3 - - 46.7 6.7 20.0 33.3 13.3 13.3 13.3 13.3 - 33.3

凡例：**.* 第1位

単位

全体

（％）

居
住
地
区
（

小
学
校
区
）

年
齢

性
別
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14 自由意見 

 

【問 33】これからの白井市のまちづくりについて、自由にご意見をお聞かせください。 

 

 調査票最終ページにある自由意見欄に記入された意見を、11 の施策分野毎に分類しています。自

由意見を記入された方の数は 431 名ですが、複数の分野にわたる意見については分割しているため

意見総数は●●●件となっています。 

※意見総数は整理・集計中。 

 

◆【子育て】分野に関するご意見 （ 件） 

 ○弱者に優しいまちづくりを推進してください（子、障がい者等）。 

 ○コミュニティカフェなど子育て世代の親や親子でお茶しながら遊んだり、情報交換できる場が

ほしいです。 

 ○若い人たちが入ってきやすい町づくりを。保育、教育、学童保育等。 

 ○白井市が若い人が魅力を感じて白井市内で仕事をして、白井市で生活して市の将来を良くしよ

うと思ってとらえるまちづくりをしていただきたい。 

 ○子育てのしやすい環境にすることにより、若い世代が住みたくなる白井市にして頂きたい。自

分達高齢者より若い人達に目を向けて頂きたい。子ども達を大切にしたい。 

 ○小中学校授業にプロ講師の講演（ロボット、ＡＩ、細胞学等）。 

 ○子どもの安全対策には万全の対策を望む。 

 ○保育園、学童保育の数が少ない。 

 ○子どもの発達センターでの件においても、いつも職員の皆さんが親身になり、そして丁寧に対

応してくれるので私自身も心に余裕を持ち、向き合うことが出来ています。いつもありがとう

ございます。 

 ○通勤に便利な町だと思う。生活環境を市民にあった環境にしていけば人口が増え、活性化して

いくのでは。子どもを育てる環境はとても良いと考える。 

 

 

◆【教育】分野に関するご意見 （ 件） 

 ○段々と人口が多くなってくると思いますので、小・中学校の新設が必須である。 

 ○冨士中予定地に中学校を作って欲しい。 

 ○子どもの教育に特化した町作りにより、他の地域からの転入者の増加を実現すべきです。 

 ○小中学校の設備の改善。カウンセラーの配置、図書室の本を入れる、トイレを洋式へ、不登校

対策、支援員増員、少人数教員配置、楽器の購入。 

 ○小中学校は少人数教育を充実させる。 

 ○教育の高度化、施設整備は他の自治体を参考にし、効率的に進められる施策ではないかと思い

ます。 

 ○白井高校のレベルアップになる施策（普通科の他に園芸科、農業科等）。 

 ○うちの子どもの学区が七次台小なのですが、家からは遠すぎる。また、通学路が危なすぎます。

きちんとした広い歩道がなく、また、何本も道路を渡らなくてならなく危険すぎます。 
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◆【防災・防犯】分野に関するご意見 （ 件） 

 ＜防災＞ 

 ○防災関係については関心度が薄いと感じます。先に津波が来るわけでなく、大きな川や高い山

もありません。恵まれた環境と言えますが、地震が一番心配です。毎年小学校区、自治会でも

訓練等実施するものの、参加率は悪く認知度を高める必要があります。 

 ○大雨の時に道路が冠水する所が多い。水害対策に力を入れて頂きたい。 

 ○自然災害(水害）もなく、地盤強固な町としてＰＲする。 

 ○がけ崩れなど心配です。 

 ＜防犯＞ 

 ○市民が安心して生活できる防犯対策。 

 ○犯罪発生時のＳＮＳ利用通報の活用。 

○防犯カメラの設置。 

 

 

◆【福祉】分野に関するご意見 （  件） 

 ＜高齢者福祉＞ 

 ○お年寄りが安心して住める白井市になってほしい。 

 ○高齢となり困った時に買物とか電気機器の不具合等、安価で頼める場所。 

 ○20 年後を考えた、まちづくりして下さい。人がいなければ市が成り立たない。福祉に力を入れ

て借地でも良いから地方から出た人に住んでもらって、人口増やして給食センターを活用して、

グループホームなど沢山つくって・・・。福祉に力を入れて人口を増やしている市を参考に。 

 ○高齢者が歩いて行ける範囲で生活が完結できる地域作り（買物、食事、交流など）。 

 ○第二小学校区は一人住まいの人や老人が多いので、将来孤独死が増えると思うので、何か対策

があればと思う。私の近所は見守っているから大丈夫だと思いますが。 

 ＜障害者福祉＞ 

 ○障がい者の就労にも力を入れてください。 
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◆【健康・保健・医療】分野に関するご意見 （ 件） 

 ＜健康＞ 

 ○大人も体を動かせるように公園に健康器具が必要。 

 ○休日にファミリー層、若い人、壮年層など共に健康づくりの推進の為、安心して走れるマラソ

ンコース、散策コースを整備（白井、西白井駅前を通る）、駅前に休日集うことが楽しめるよう

に。 

 ○白井市でこれから健康に過ごしていけるよう、市の人々みんなでイベント、ボランティアなど

に参加できる環境づくりをしていただきたい。 

 ○高齢化の医療費削減の為にも高齢者の健康増進活動に対しポイント等を付与し、自助努力を促

す事を考えてください。 

 ○近隣の市町村に比較して予防接種の補助金等、福祉の面があまり良くない気がしますので検討

してください。 

 ＜保健・医療＞ 

 ○保健福祉センターと福祉センターが別物なのに、名前が似ていてややこしい（住所が異なる）。

どちらか分かりやすい名称に変えて欲しいです。 

 ○医療費助成（子ども）を所得制限なしで、実施してほしい。 

 ○医療費を年収制限を無しとし、全ての子どもにおける医療費の受給券を発行すべき。 

 ○救急医療情報キットの利用をしています。こういった独創的なアイデアをどんどんまちづくり

に反映させて下さい。 

 ○高度医療の病院があれば良いのですが？（現状の病院は不満である）。 

 

 

◆【市民活動】分野に関するご意見 （ 件） 

 ○年金の支給年齢が引き上げられている現在、市民活動できる若い人が少なくなっていくと思わ

れます。市役所の力量が問われる。 

 ○シルバーの方の活用で、経験を活かした交流。 

 ○子育てが終わり時間に余裕がある人達で、ボランティア活動が何かあれば参加出来ると良いな

と思います。 

 ○色んな世代（20～30 代、40～50 代）が気軽に話せる様なイベント、交流の場があると、より共

助の心や市民が一体となっていくと思う。 

 ○小規模な公民館が地域にあれば地域の交流が深められ生活文化の向上に繋がる。 

 ○地域コミュニティの活性化と防災組織作りと訓練等。 

  



129 

 

◆【生涯学習】分野に関するご意見 （ 件） 

 ○図書館に誰も借りないような新刊本が並んでいるので、むしろリクエストやベストセラーの本

を優先して揃えていただきたいです。 

 ○退職後、地域との関わりがなく、仲間作り健康管理を目的として広報誌を見ては講座に参加さ

せて頂き、大変有難く思っています。先日、福祉センターの娯楽室（畳の部屋）を使用したと

ころカビ臭が酷く辛い思いをしました。センターの職員にお聞きしたところ、以前からで改善

が難しいとの事。何とかなりませんか。 

 ○高齢者の学ぶ機会が欲しい。今、月一で鎌取まで歴史の勉強に行っている。市民大学や歴史の

教室等、ニーズはあると思うので是非、脳トレも兼ねて学ぶ機会と場所を作って欲しい。 

 ○市民が使える体育館等、スポーツ系をお願いいたします。 

 ○スポーツ教室等を増やして欲しい。 

 

 

◆【産業振興】分野に関するご意見 （ 件） 

 ＜農業＞ 

 ○未耕作地の有効活用。 

 ○白井と言えば梨！！もっと梨をＰＲするべき。 

 ○農業をしていないのに相続した田、畑も持っているだけで困る。 

 ○農家の農薬散布をする場合、周りの民家への情報提供（散布日時などのお知らせなど）をしっ

かりとして欲しい。気軽に窓も開けられない。 

 ＜工業・企業誘致＞ 

 ○ユニークな企業にも本社を置いてほしいです。 

 ○企業誘致をして経済を活性化してほしい。 

 ○仕事の場の確保は近隣地域の状況を見て整備する。白井市のみで考える必要はない。 

 ○工業団地の中に送迎バスを通す。車の免許がなくても工業団地で働ける様に。 

 ＜地域経済＞ 

 ○千葉ニューのように大型ショッピングモールが欲しい。 

○フォルテ白井（仮）は期待できない。 

○子どもや中高生が遊べる場所が欲しい（ファストフード店やカフェなど）。 

○スーパーを誘致した方がいい。 

○飲食店が少ない。 

○食料品を買う場所が少ないです。 

○Tポイントカード加盟店が多すぎる、単一すぎるのでは？ 

○ときめきマルシェがとても魅力的だと思っています。そんなイベントがもっとあったら嬉しい

です。 

○ファーマーズマーケットを充実させる。 

○地元密着型の商店、カフェ、パン屋等、人が集まる様な個人商店の出店を後押しし、身近で暮

らしやすい生活空間として欲しい。 

○スポーツクラブがあれば楽しめる（大手のスポーツクラブを希望。風呂など充実した施設）。
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◆【自然環境・生活環境】分野に関するご意見 （ 件） 

 ＜自然環境＞ 

 ○自然環境をより良く守ってほしいです。 

 ○東京近郊でありながら自然環境が良いのに、その良さが出ていない。例えば神崎川の放置、整

備し遊歩道とすれば市民のみならず、人を呼び込む手立てが何かある気がする（野鳥観察とか）。

白井は良い意味「半田舎」便利さと自然あふれる環境（非常に良いところです）。 

 ○市民の森（3 ヶ所？）の整備。1 ヶ所にしてでも充実した子ども達の遊び場として整備して欲

しいです。 

 ○市役所、聖仁会病院を挟んだ通りの草刈り、梅雨時には刈ってほしい旨、県に要望してほしい

です。衛生面も良くなく、アレルギーの者にとっては大変困っています。 

 ＜生活環境＞ 

 ○安全安心に暮らしていける町であってほしい。 

 ○464 の深夜の騒音（バイク）を取り締まってください。 

 ○不審者対策を行い、パトロールを強化してほしいです。 

 ○ゴミの分別資料の内容が不十分で分からないので直してほしいです。 

 ○駅前の駐輪場が「印西市外」扱いの為割高で不便。 

 ○何年か前に千葉ＮＴ中央駅前に駐輪場が建設された際、駅自体は印西市との事で白井市は非協

力的だったという話を聞いた。もう少し住民全体を見て欲しい。 

 ○細い道（住宅地の中）を、トラックやゴミ収集車がすごいスピードを出して走っているので、

ちょっと危ないと思うことがあります。 

 ○下水道がない所なので点検とかくみ取り等でお金がかかるので困る。 

 ○環境美化→メインストリート（白井駅から市役所間）だけでも雑草をなくし、道路の端に溜ま

っている土、雑草が生えている等綺麗なまちづくりをしてほしい。 

 ○夜間、外が静かで良いが街灯も少なく、とても暗いイメージの強い街な気がする。道路の整備

も良いけど、街灯の明かりの色、本数、本当に適切か見直して欲しい。是非、暗くなってから

見て欲しいです。 

 ○どこの家庭もそうですが、今の時代家があっても一緒に住まない時代、先行きは空き家になっ

てしまいます。農家はなおさら嫁さんが来ません。何か特典をつけて維持していけるような政

策があれば良いと思います。 

 ○ニュータウン地区と在来地区の差が開きすぎているような気がします。在来地区にも目を開い

てくだされば幸いです。 

 ○外国人受け入れに関して、白井市に既に 1000 人近い外国人が居住していますが、地域のコミ

ュニティの中でどのような問題が発生しているのか、行政は知っているのか、また、受け入れ

る為の施策は既に出来上がっているのか？あるとすれば、どのようなものでしょうか。情報が

入ってこない。 
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◆【住環境・生活基盤】分野に関するご意見 （ 件） 

 ＜土地利用・開発＞ 

 ○白井駅南口のロータリー再開発（噴水の場所をバス及びタクシー乗り場にする）。 

 ○白井駅前（北口）の空き地は勿体ない。市の顔。 

 ○駅前に商業施設、飲食店等、誘致して欲しいです。 

 ○白井駅近くにショッピングモールみたいな建物を作るのは絶対やめてほしい。土日に 464 が混

んで大変なことになるから。16 号の方にそういうのを作って、駅から送迎バスを走らせたら駅

前が少しは賑やかになるんじゃないかと思います。 

 ○高齢者の健康づくりと、高齢者の運転を減らすという事からも、白井市営パークゴルフ場の建

設を希望します。 

 ○部分部分ではなく（公団や民間が開発しているところ）、白井市全体をどういう市にしていく

かを考え、まずインフラや土地計画（区画整理等）を市がリーダーシップを持って、今のような

ちぐはぐなようではなく、自然とも共存できる街になればと思います。 

 ○市街化調整区域の地区の核となる開発を推進すべきである（例えば学区毎に 1～2ヶ所）。 

 ＜鉄道の運賃問題＞ 

 ○北総線の運賃値下げを実現して欲しい。 

 ○鉄道への補助金の見直し。 

 ○東京都内への通勤がつらいです。座って通うためには 5時台の電車に乗る必要があります。電

車の本数が増えればこんなことはないでしょう。 

 ○アクセス特急の停車（そのためには何が必要か・・・考える事）。 

 ＜道路・交通＞ 

 ○年をとってきて、車運転が難しい時期になったときの交通網がとても不安に思う今頃です。 

 ○市道のバリアフリー化。桜の根でアスファルトがぼこぼこや急な傾斜や段差等。車いすを押す

人も大変です。 

 ○道路が広く運転しやすいです。 

 ○小倉台の交差点の大きな信号のあるところに（横断歩道側）三角コーン（コンクリート製）が

置いてあるが、端の方にあり、自転車が猛スピードで歩行者を無視していく。ちゃんと三角コ

ーンを置いてあればと思います。 

 ○トヨタホーム辺りの十字路の信号の設置。桜台小中学校の裏の元セーブオンの T字路の道幅と

トラックの出入りの制限。※事故の軽減。 

 ○電柱、電線の無い町にしたい。 

 ○白井市内の道路関係の整備、標識が消えかけている場所や使用していない土地が多く、草木が

生長して暗くなっている場所も多い。 

○狭い道路の一方通行化。 

○今、高齢ドライバー問題を見る度に、この地（白井市）で暮らしていく事に不安があります。

この先、安心、安全に生活できる様、希望します。 

○速度違反のない、のんびりしたまちづくりにしてもらいたい。白井市には交通違反が起こせな

い位の取締をしてもらいたい（国道であろうとも）。 

○北千葉道路の早期建設を！ 
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＜バス＞ 

○バスが時間通りに来なくて、仕事に行く時が大変（レインボーバス）。京成バスを増やして欲し

い（京成バスは大幅な遅れなし）。京葉線への乗り継ぎが大変。 

 ○ナッシーバスの運行を増やしてほしい。 

 ○ナッシー号の経路の新しいものを作ってほしい（医療機関を中心に回る経路とか）。 

 ○ナッシー号について、時刻改訂後、不便になり、一度も利用していません。理由①希望の時間

にバスがない。②遠回りで目的地まで時間がかかりすぎ。③乗り替え、待ち時間が多すぎる。

税金の無駄遣いだと思います。 

 ○白井駅及び市役所に出たくてもバス便に良い時間がありません。ナッシー号の土日運行希望。

コンサート、イベント類は土日が多いです。ナッシー号の運行状況を説明発表して欲しいです。 

 ○循環バスで西白井駅と新鎌ヶ谷駅、西白井駅と鎌ヶ谷大仏駅の便数を多くしてください。 

 ○バスの本数を多くしたり、印西や鎌ヶ谷みたいに土日も充実してもらいたい。空港直結なのに

駅まで向かうのに不便をとても感じる。 

 

 ＜広場・公園・墓地＞ 

 ○広くて綺麗な公園や児童館があれば嬉しいです。 

 ○子ども達が安心して遊べる公園を近くに作ってほしい。車じゃないと大きな公園に行けない。

小さな公園はあるが道幅狭く、自転車で子ども達だけで行かせられない。 

 ○公共施設（公園等）内のトイレの美化。 

 ○緑地公園の整備（プールは◎）。 

 ○ＢＢＱが出来る公園の設置。許可、安全面等、色々な課題があるが、市民そして周辺の家族が

楽しく過ごせるようなレジャー施設の設置を希望します。 

 ○斎場や墓園の整備。  
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◆【行財政・市民参加・協働】分野に関するご意見 （ 件） 

 ○白井市の都市計画を基本に防災、教育、行政等の施設利用の在り方を地域社会における重要性

とともに市民に論文応募したらどうか。 

 ○若い人たちが住みたくなるようなまちづくりが税収を確保し、その結果高齢者の福祉にもつな

がると思います。 

 ○どういう街にしていくか市の明確な将来ビジョンを持つべきで、それに向かってのマイルスト

ーンを作成、実行していくべきである。 

○役所に行った時に職員を見て、身構えてしまう。「何をしに来た！」と迷惑そうに感じてしま

う。市民をもう少し優しい気持ちで受け入れて欲しい。 

 ○財政の健全な推進。 

 ○企業、商業施設の誘致による財政の健全化。 

 ○長期的な財政状況の見通しを踏まえた税収の使い方の透明性ある議論と、税金の使い方につい

ての合理的な市民への還元、特に箱物については何故当該立地になったかなどの説明。 

 ○税金が高い。 

 ○市費負担教職員（市独自の補助教員含む）の増員、拡充をお願いします。 

 ○市民の数の割に議員が多いと思います。 

 ○高額納税の優遇してほしい。公務員も歩合制＋固定給。 

 ○以前、田中角栄元総理が行った教員給与改善を何とか市政の方々に、今一度実現してもらいた

いと思います。 

 ○市民1人 1人が白井市の一員として負担なく地域の発展に関われるあり方が当たり前のことと

なれば、今後高齢化しても力強い町になると思います。市民 1 人といえど、1 人の人間の力は

力強いものだし、それが集まればさらに力強さは増すはずです。 

○市民が参加できるまちづくりの機会とそれに関する情報発信の中心に市役所があれば良いな

と思います。ゴミ拾いでもまず何でも良いと思います。 

○やはり市民と行政が一緒に歩んでいけるまちづくりが大切だと思います。年取った老人が多く

なる今、（老人でも役に立てるものがあったら）地域活動に参加する場所を作ってくれれば大

いに協力したいと思います。 

○白井総合公園や冨士中予定地などのイベントがとても楽しいです。あと市役所で開催される世

界のフード＆ダンスフェスティバル（ふるさとまつり、マルシェ、こいのぼり祭り、たこあげ

祭り等）。子供からお年寄りまでみんなが参加出来て楽しいイベント、今年もこの季節が来た！

と思えて大好きです。そいったイベントに市長が参加されていると、とても親近感がわきます、

そのような機会にお話しを伺うことが出来たら、市民のみんなと市長の「市をこうしていきた

い」という気持ちや考えを共有出来るし、また、市に対する愛を感じることが出来て、とても

いいと思います。是非、白井市の楽しいイベントに積極的に参加していただき、我々市民とコ

ミュニケーションをとってほしいです。 

○市、各課の横の連携、市民団体同士（自治会含む）の連携など、相互につながる縦の糸、横の

糸がスカスカで、きれいな布になっていない。声の大きな（クレーマーなどの）人の意見だけ

がまかり通る事のないようにして欲しい。 

○桜台センター周辺の側溝は落葉がぎっちり詰まっています。こういうのをボランティアで清掃

するとかも、まちづくりの一環だと存じますが。 
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○ふるさと納税の魅力ある発信。 

○印西市と合併する事による市民のメリットを真剣に考えて欲しい。 

○市民の文化活動や平和活動、政治活動に干渉しないように教育委員会や市職員を指導する。公

民館等、公共施設の利用、貸与時、会費等の徴収の有無について条件を付さない事。 

○市役所のサービスの充実。平日の 20 時ぐらいまで住民票等が出せたり、アプリ等を使用し、

キャッシュレス決算等を使用で申請書類を自宅郵送するなど、平日働いている人にも利用しや

すくして欲しい。 

 

 

◆【その他】のご意見 （ 件） 

 ○白井市独自の新しい活性化のアイディアを企画して、住民に愛着を持ってもらえる市政にして

ほしい。 

 ○新しい市のためか県内外に知名度が極端に低く住民として淋しい思いが常にある。市外に向け

てもっと「白井市」を発信してもらいたいですね。 

 ○市民に愛される白井市役所になってもらいたい。 

○世代が偏らない平和な市政を構築することに力を注いでほしい。家族や子等が他の地域から移

ってきたときに補助をする案には新しい施策だと思いました。 

○我らが住む町が魅力あふれる町になるよう望む。それには何か特徴あるものを探し出したい。 

 ○市役所の入り口にある PR のポスターが素敵です。 

 ○なんだかんだで市外に出ないと何もできない、何もない。 

 ○白井市は生活しやすい市だと思っています。広い目で見れば安定した市だと思います。これか

らもずっとこの白井市で生きていこうと思っています。 

 ○転入した者への手助け？フォローがあれば定住しやすい。特にアパートで子育てをしていたり、

幼稚園に通園させてたり・・・家にこもりがちになってしまう。街をもっと知る方法や良い所

を知りたい時などの窓口が欲しい。 

 ○白井に住まわせていただき心から感謝しております。私はごく普通の主婦ですが、偉大なこと

は出来ませんが小さな事でもできるだけ心を込めて行動していきたいと思います。 

○当意識調査結果のご報告をお待ちしています。 

○これからも市民の意見を聞いてください。 

○アンケートにも費用がかかっているので、市民の声を大事にして下さい。 

○冨士は買い物も便利で住みやすいですが、他の地域は市の公園、スポーツ広場などがなく、不

公平がいっぱいだと思います。同じ税金を納めているのに利用できるものが少ないのは損をし

てる気がします。 

○桜台小学区も白井市であること忘れていませんか？ 
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