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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

美濃加茂市が実施している施策について、市民の意見等の傾向や市民ニーズを把握、分析し、

今後の市政運営に反映させる基礎資料とすることを目的として、調査を実施するものです。 

 

２ 調査対象 

美濃加茂市在住の 18 歳以上を無作為抽出 

 

３ 調査期間 

令和元年６月 26 日から令和元年７月 12 日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

配 布 数 有効回答数 有効回答率 

1,500 通 612 通 40.8％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 
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Ⅱ 調査結果 

１ 基本属性 

問１ あなたの性別はどちらですか（記入は１つ） 

「男性」の割合が 43.0％、「女性」の割合が 56.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたの年代は次のどれですか（記入は１つ） 

「70 歳代」の割合が 20.8％と最も高く、次いで「60 歳代」の割合が 20.6％、「50 歳代」の割

合が 14.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

男性

女性

無回答

43.0

56.4

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

無回答

0.8

6.0

12.1

14.2

14.5

20.6

20.8

10.1

0.8

0 20 40 60 80 100
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問３ あなたがお住まいの地区は次のどこですか（記入は１つ） 

「古井」の割合が 29.7％と最も高く、次いで「太田」の割合が 21.7％、「加茂野」の割合が 16.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたの家族構成はどのようになっていますか（記入は１つ） 

「２世代が同居（親と子）」の割合が 47.5％と最も高く、次いで「夫婦のみ」の割合が 25.2％、

「３世代が同居（親と子と孫）」の割合が 12.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

太田

古井

山之上

蜂屋( 中部台含む)

加茂野

伊深

三和

下米田

無回答

21.7

29.7

5.1

11.9

16.2

2.1

0.8

11.6

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

ひとり暮らし

夫婦のみ

２世代が同居（親と子）

３世代が同居（親と子と孫）

その他

無回答

8.8

25.2

47.5

12.4

5.1

1.0

0 20 40 60 80 100



4 

問５ ご家族に中学生以下のお子さんはいますか（記入は複数可） 

「中学生以下の同居人はいない」の割合が61.9％と最も高く、次いで「小学生」の割合が14.9％、

「未就学児」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたは美濃加茂市に住んで何年になりますか（記入は１つ） 

「20 年以上」の割合が 72.4％と最も高く、次いで「10 年以上 20 年未満」の割合が 12.6％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

未就学児

小学生

中学生

中学生以下の同居人はいない

無回答

13.7

14.9

8.2

61.9

11.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

20年以上

10年以上20年未満

５年以上10年未満

１年以上５年未満

１年未満

わからない

無回答

72.4

12.6

5.6

7.7

0.8

0.2

0.8

0 20 40 60 80 100
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問７ あなたのお住まいは次のどれに当てはまりますか（記入は１つ） 

「持ち家（一戸建て）」の割合が 86.8％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ あなたの主な職業は何ですか（記入は１つ） 

「会社員」の割合が 25.0％と最も高く、次いで「無職」の割合が 23.4％、「家事に専念してい

る主婦（夫）」の割合が 17.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

持ち家（一戸建て）

持ち家（分譲マンション）

借家（一戸建て）

アパート、マンション（賃貸）

勤務先住宅（社宅、寮、公務員

住宅など）

その他

無回答

86.8

0.8

1.0

9.3

0.5

0.7

1.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

農林業

自営業

会社員

公務員

団体職員

パート・アルバイト、フリーター、

内職

学生

家事に専念している主婦（夫）

無職

その他

無回答

2.0

6.9

25.0

3.3

2.3

16.2

1.5

17.0

23.4

1.6

1.0

0 20 40 60 80 100
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２ 「くらし」について 

問９ あなたのくらしは、昨年の今ごろと比べていかがですか（記入は１つ） 

「変わらない」の割合が 63.6％と最も高く、次いで「苦しくなった」の割合が 25.2％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、「変わらない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

楽になった

変わらない

苦しくなった

わからない

無回答

6.2

63.6

25.2

3.8

1.3

0 20 40 60 80 100

楽になった 変わらない 苦しくなった わからない 無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

平成28年度 612

平成27年度 751

6.2

4.4

6.0

3.9

4.8

63.6

70.8

66.4

66.7

62.6

25.2

21.4

23.1

25.3

25.8

3.8

2.1

2.7

2.1

5.1

1.3

1.3

1.8

2.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 20 歳代で「変わらない」の割合が高く、約 8割となって

います。また、女性の 40 歳代で「苦しくなった」の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

楽になった 変わらない 苦しくなった わからない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

7.7

11.4

5.1

1.7

3.1

4.0

50.0

8.3

7.7

12.0

8.8

1.6

2.7

66.7

69.2

53.8

65.7

69.2

62.1

68.8

76.0

50.0

83.3

60.4

51.9

64.0

61.8

61.9

64.9

33.3

7.7

34.6

14.3

23.1

31.0

20.3

16.0

8.3

27.1

38.5

22.0

27.9

31.7

21.6

7.7

3.8

8.6

2.6

5.2

4.7

4.0

8.3

4.2

1.9

2.0

1.5

1.6

5.4

3.1

3.2

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 10 あなたは、今のくらしについてどう思われますか（記入は１つ） 

「十分満足している」と「おおむね満足している」をあわせた“満足している”の割合が 58.8％、

「まだまだ不満だ」と「きわめて不満だ」をあわせた“不満”の割合が 34.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、“満足している”の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

十分満足している

おおむね満足している

まだまだ不満だ

きわめて不満だ

わからない

無回答

5.4

53.4

28.4

5.9

5.6

1.3

0 20 40 60 80 100

十分満足している おおむね満足している まだまだ不満だ

きわめて不満だ わからない 無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

平成28年度 612

平成27年度 751

5.4

7.6

7.3

5.7

5.1

53.4

56.2

53.4

52.3

48.5

28.4

22.2

28.1

25.8

27.7

5.9

7.5

3.7

8.0

8.3

5.6

3.9

5.3

4.9

7.7

1.3

2.6

2.1

3.3

2.8

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



9 

 

【性年代別】 

性年代別でみると、男性の 80 歳以上で“満足している”の割合が高く、約９割となっていま

す。また、男性の 40 歳代、女性の 80 歳以上で“不満”の割合が高く、約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

十分満足している おおむね満足している まだまだ不満だ

きわめて不満だ わからない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

66.7

7.7

3.8

5.1

3.1

8.0

4.2

4.2

9.6

4.0

7.4

4.8

10.8

61.5

26.9

54.3

43.6

53.4

59.4

80.0

100.0

66.7

52.1

44.2

68.0

47.1

60.3

40.5

33.3

15.4

61.5

25.7

43.6

34.5

25.0

8.0

25.0

27.1

40.4

20.0

33.8

15.9

21.6

3.8

8.6

2.6

8.6

4.0

4.2

12.5

3.8

6.0

7.4

7.9

5.4

15.4

3.8

11.4

5.1

3.4

9.4

4.2

1.9

2.0

4.4

6.3

16.2

3.1

4.8

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 11 あなたは、日ごろのくらしの中で、どのようなことに不満を感じていますか 

（記入は３つまで） 

「自分の病気や老後のこと」の割合が 48.0％と最も高く、次いで「収入や貯蓄のこと」の割合

が 43.8％、「景気や生活費のこと」の割合が 29.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

自分の病気や老後のこと

収入や貯蓄のこと

景気や生活費のこと

家族の健康や生活上の問題のこと

事故や災害のこと

犯罪や防犯のこと

住まいの環境のこと

子どもの保育や教育のこと

環境問題のこと

近所づきあいのこと

就職や失業・倒産など仕事のこと

不満を感じることはない

わからない

その他

無回答

48.0

43.8

29.6

29.1

13.9

13.2

11.4

11.1

7.2

6.4

6.2

7.5

1.1

3.4

1.5

0 20 40 60 80 100
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、「自分の病気や老後のこと」「家族の健康や生活上の問題のこと」の割

合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

収入や貯蓄のこと

自分の病気や老後のこと

子どもの保育や教育のこと

住まいの環境のこと

犯罪や防犯のこと

事故や災害のこと

家族の健康や生活上の問

題のこと

景気や生活費のこと

48.0

43.8

29.6

29.1

13.9

13.2

11.4

11.1

37.3

40.4

33.1

21.4

12.0

11.3

13.1

13.0

40.0

40.0

29.0

21.9

7.1

9.1

13.3

14.4

40.7

42.6

31.2

26.1

10.9

14.4

11.8

10.8

44.2

40.6

35.7

22.1

7.2

17.8

9.5

14.0

0 10 20 30 40 50

％

無回答

その他

わからない

不満を感じることはない

就職や失業・倒産など仕事

のこと

近所づきあいのこと

環境問題のこと

7.2

6.4

6.2

7.5

1.1

3.4

1.5

9.7

4.4

6.6

8.4

2.1

3.2

1.9

6.6

6.0

7.3

9.6

2.0

3.0

3.7

6.4

7.5

8.0

9.0

1.1

4.6

1.8

5.7

7.6

8.9

6.9

2.3

4.1

2.7

0 10 20 30 40 50

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）

平成28年度（回答者数 = 612）

平成27年度（回答者数 = 751）
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【性年代別】 

性年代別でみると、女性で年齢が高くなるにつれ「自分の病気や老後のこと」の割合が高くな

っています。また、女性の 30 歳代で「収入や貯蓄のこと」の割合が高く、７割台半ばとなってい

ます。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

収
入
や
貯
蓄
の
こ
と 

景
気
や
生
活
費
の
こ
と 

就
職
や
失
業
・
倒
産
な
ど
仕
事
の
こ
と

家
族
の
健
康
や
生
活
上
の
問
題
の
こ
と

自
分
の
病
気
や
老
後
の
こ
と 

子
ど
も
の
保
育
や
教
育
の
こ
と 

近
所
づ
き
あ
い
の
こ
と 

住
ま
い
の
環
境
の
こ
と 

環
境
問
題
の
こ
と 

犯
罪
や
防
犯
の
こ
と 

事
故
や
災
害
の
こ
と 

不
満
を
感
じ
る
こ
と
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 33.3 － － － － － － － － － － 66.7 － － －

    20 歳代 13 38.5 23.1 15.4 － 7.7 7.7 － 23.1 7.7 15.4 7.7 15.4 7.7 15.4 －

    30 歳代 26 69.2 53.8 11.5 23.1 15.4 26.9 3.8 23.1 3.8 23.1 3.8 － 3.8 7.7 －

    40 歳代 35 62.9 22.9 17.1 28.6 37.1 11.4 5.7 8.6 8.6 8.6 11.4 8.6 2.9 2.9 －

    50 歳代 39 53.8 23.1 10.3 28.2 56.4 20.5 － 15.4 2.6 12.8 10.3 7.7 － 2.6 －

    60 歳代 58 41.4 43.1 6.9 36.2 63.8 8.6 10.3 17.2 10.3 5.2 17.2 3.4 － 1.7 －

    70 歳代 64 32.8 23.4 1.6 31.3 65.6 － 6.3 10.9 12.5 14.1 12.5 7.8 1.6 1.6 3.1 

    80 歳以上 25 32.0 24.0 4.0 24.0 56.0 － 12.0 12.0 8.0 16.0 28.0 4.0 － 8.0 －

女性 10 歳代 2 50.0 50.0 50.0 50.0 － － － － － － 50.0 － － － －

    20 歳代 24 41.7 16.7 8.3 12.5 16.7 20.8 8.3 － 8.3 25.0 20.8 8.3 － 8.3 －

    30 歳代 48 75.0 45.8 6.3 20.8 16.7 41.7 6.3 12.5 － 18.8 2.1 4.2 － － －

    40 歳代 52 57.7 32.7 7.7 26.9 32.7 28.8 3.8 17.3 5.8 5.8 11.5 5.8 1.9 3.8 －

    50 歳代 50 36.0 32.0 6.0 34.0 42.0 4.0 8.0 16.0 6.0 18.0 6.0 14.0 2.0 4.0 －

    60 歳代 68 42.6 27.9 2.9 38.2 61.8 1.5 5.9 5.9 8.8 13.2 19.1 13.2 1.5 2.9 －

    70 歳代 63 28.6 25.4 3.2 34.9 61.9 － 6.3 4.8 7.9 11.1 15.9 3.2 － 4.8 6.3 

    80 歳以上 37 16.2 8.1 － 27.0 73.0 － 8.1 5.4 5.4 16.2 21.6 8.1 － － 5.4 
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問 12 あなたが、今後くらしの中で力を入れていきたいと思うことは何ですか 

（記入は３つまで） 

「健康であること」の割合が77.9％と最も高く、次いで「老後の生活への準備」の割合が33.8％、

「人間関係を大切にする」の割合が 24.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

健康であること

老後の生活への準備

人間関係を大切にする

趣味やレジャーなど余暇を楽しむ

生活（衣食住）の改善、充実

家族との団らんの時間

子どもの保育や教育

知識や教養を深める

仕事・家業・学業にうちこむ

家族の介護

高い所得や多くの財産がある

社会的奉仕活動

社会的地位を高める

特にない

わからない

その他

無回答

77.9

33.8

24.7

23.0

20.1

19.0

11.6

10.0

9.8

9.3

9.2

4.1

1.3

1.0

0.7

1.1

1.5

0 20 40 60 80 100
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、「健康であること」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

仕事・家業・学業にうち

こむ

生活（衣食住）の改善、

充実

家族との団らんの時間

子どもの保育や教育

知識や教養を深める

趣味やレジャーなど余

暇を楽しむ

人間関係を大切にする

老後の生活への準備

健康であること

77.9

33.8

24.7

23.0

20.1

19.0

11.6

10.0

9.8

72.9

31.3

22.0

27.9

15.9

19.3

15.6

10.0

10.9

72.1

34.9

23.5

22.8

16.5

21.9

15.7

10.9

7.7

74.3

35.0

25.5

27.8

16.5

19.4

15.0

9.8

9.0

73.1

31.4

25.7

26.5

17.8

22.1

15.0

13.0

13.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80
％

特にない

わからない

その他

無回答

家族の介護

高い所得や多くの財産

がある

社会的奉仕活動

社会的地位を高める

9.3

9.2

4.1

1.3

1.0

0.7

1.1

1.5

6.6

8.8

5.7

1.1

1.3

0.5

1.3

1.0

6.8

7.5

4.4

0.7

1.4

0.7

0.5

3.4

7.7

7.2

6.5

0.5

2.3

0.7

0.7

2.0

9.3

7.3

4.7

0.9

2.5

0.9

0.8

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）

平成28年度（回答者数 = 612）

平成27年度（回答者数 = 751）
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 70 歳代で「健康であること」の割合が高く、約９割とな

っています。また、女性の 60 歳代で「老後の生活への準備」の割合が、男性の 30 歳代、60 歳代

で「趣味やレジャーなど余暇を楽しむ」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

高
い
所
得
や
多
く
の
財
産
が
あ
る 

社
会
的
地
位
を
高
め
る 

仕
事
・
家
業
・
学
業
に
う
ち
こ
む 

知
識
や
教
養
を
深
め
る 

健
康
で
あ
る
こ
と 

老
後
の
生
活
へ
の
準
備 

家
族
の
介
護 

家
族
と
の
団
ら
ん
の
時
間 

子
ど
も
の
保
育
や
教
育 

生
活
（
衣
食
住
）
の
改
善
、
充
実 

趣
味
や
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
余
暇
を
楽
し
む 

社
会
的
奉
仕
活
動 

人
間
関
係
を
大
切
に
す
る 

特
に
な
い 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 66.7 33.3 66.7 － 66.7 － － － － － － － 66.7 － － － －

    20 歳代 13 23.1 15.4 23.1 15.4 61.5 15.4 － 15.4 15.4 15.4 15.4 － 23.1 － － － －

    30 歳代 26 34.6 － 3.8 11.5 53.8 11.5 7.7 38.5 30.8 23.1 42.3 － 11.5 － 3.8 3.8 －

    40 歳代 35 34.3 2.9 22.9 17.1 57.1 20.0 5.7 22.9 25.7 8.6 25.7 － 14.3 － － － －

    50 歳代 39 10.3 2.6 10.3 10.3 82.1 48.7 12.8 30.8 10.3 10.3 28.2 － 10.3 － － 2.6 －

    60 歳代 58 － － 6.9 8.6 86.2 48.3 5.2 12.1 3.4 27.6 37.9 5.2 24.1 － － － －

    70 歳代 64 － － 3.1 9.4 87.5 34.4 4.7 12.5 － 14.1 29.7 6.3 31.3 1.6 － － 4.7 

    80 歳以上 25 4.0 － 4.0 8.0 76.0 40.0 36.0 4.0 － 16.0 － 4.0 28.0 8.0 8.0 － －

女性 10 歳代 2 50.0 － 50.0 － 50.0 50.0 － － － － 50.0 － － － － － －

    20 歳代 24 20.8 8.3 20.8 25.0 54.2 8.3 － 20.8 16.7 33.3 20.8 － 33.3 － － － －

    30 歳代 48 25.0 － 16.7 8.3 66.7 10.4 2.1 45.8 39.6 27.1 20.8 － 16.7 － － － －

    40 歳代 52 7.7 － 23.1 19.2 82.7 23.1 3.8 28.8 36.5 30.8 11.5 3.8 7.7 － － 1.9 －

    50 歳代 50 2.0 － 8.0 12.0 86.0 48.0 10.0 20.0 4.0 18.0 30.0 10.0 30.0 － － － －

    60 歳代 68 1.5 1.5 2.9 8.8 85.3 55.9 8.8 10.3 2.9 32.4 22.1 7.4 26.5 － － － －

    70 歳代 63 － － 1.6 － 93.7 33.3 22.2 7.9 － 11.1 17.5 6.3 42.9 1.6 － 3.2 3.2 

    80 歳以上 37 2.7 － 2.7 2.7 64.9 29.7 13.5 10.8 － 8.1 10.8 2.7 29.7 5.4 2.7 5.4 5.4 
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３ 今後の定住意向について 

問 13 あなたにとって、美濃加茂市は住みよいまちですか（記入は１つ） 

「住みよい」と「まあまあ住みよい」をあわせた“住みよい”の割合が 75.3％、「どちらとも

いえない」の割合が 15.4％、「あまり住みよいとはいえない」と「住みにくい」をあわせた“住

みにくい”の割合が 6.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、“住みよい”の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

住みよい

まあまあ住みよい

どちらともいえない

あまり住みよいとはいえない

住みにくい

わからない

無回答

20.4

54.9

15.4

5.7

0.8

1.6

1.1

0 20 40 60 80 100

住みよい まあまあ住みよい

どちらともいえない あまり住みよいとはいえない

住みにくい わからない

無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

平成28年度 612

平成27年度 751

20.4

27.2

27.9

27.0

27.4

54.9

53.2

50.2

54.7

49.0

15.4

10.4

12.8

8.8

11.5

5.7

4.2

4.4

4.9

6.7

0.8

2.8

0.9

0.7

1.6

1.6

1.1

0.9

1.6

1.7

1.1

1.1

2.8

2.3

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 70 歳代、女性の 60 歳代で“住みよい”の割合が高く、

約８割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住みよい まあまあ住みよい

どちらともいえない あまり住みよいとはいえない

住みにくい わからない

無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

66.7

23.1

11.5

25.7

15.4

17.2

17.2

36.0

50.0

37.5

12.5

19.2

20.0

14.7

27.0

16.2

46.2

42.3

54.3

53.8

55.2

64.1

40.0

50.0

64.6

59.6

50.0

67.6

47.6

56.8

33.3

30.8

34.6

11.4

17.9

19.0

12.5

16.0

50.0

8.3

20.8

17.3

20.0

10.3

7.9

5.4

11.5

5.7

10.3

6.9

4.0

4.2

2.1

3.8

8.0

5.9

9.5

8.1

2.6

2.0

1.5

2.7

2.9

1.7

3.1

4.0

4.8

5.4

3.1

3.2

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 14 あなたは、これからも美濃加茂市に住み続けたいですか（記入は１つ） 

「ずっと住み続けたい」と「できれば住み続けたい」をあわせた“住み続けたい”の割合が 74.2％、

「どちらともいえない」の割合が 18.1％、「できれば住み続けたくない」と「住み続けたくない」

をあわせた“住み続けたくない”の割合が 3.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

ずっと住み続けたい

できれば住み続けたい

どちらともいえない

できれば住み続けたくない

住み続けたくない

わからない

無回答

38.1

36.1

18.1

2.6

0.5

3.3

1.3

0 20 40 60 80 100

ずっと住み続けたい できれば住み続けたい

どちらともいえない できれば住み続けたくない

住み続けたくない わからない

無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

平成28年度 612

平成27年度 751

38.1

39.9

42.7

38.9

37.8

36.1

36.6

34.5

38.6

36.8

18.1

14.3

14.4

13.6

15.8

2.6

2.4

2.7

2.0

1.9

0.5

1.6

0.2

1.0

1.5

3.3

2.6

2.7

3.9

3.9

1.3

2.6

2.8

2.1

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 60 歳代、70 歳代で“住み続けたい”の割合が高く、８

割台半ばとなっています。また、男性の 30 歳代で“住み続けたくない”の割合が高く、１割台半

ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ずっと住み続けたい できれば住み続けたい

どちらともいえない できれば住み続けたくない

住み続けたくない わからない

無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

7.7

19.2

37.1

38.5

44.8

46.9

52.0

50.0

16.7

20.8

21.2

38.0

36.8

52.4

64.9

66.7

38.5

34.6

40.0

28.2

34.5

34.4

28.0

37.5

41.7

48.1

38.0

47.1

33.3

13.5

38.5

30.8

14.3

23.1

15.5

9.4

8.0

50.0

41.7

33.3

30.8

18.0

8.8

6.3

13.5

11.5

5.1

3.4

3.1

4.0

4.2

2.9

3.2

3.8

2.6

2.0

33.3

15.4

8.6

2.6

1.7

1.6

8.0

4.2

4.0

4.4

1.6

2.7

4.7

3.2

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 15 これから美濃加茂市で住み続けていくためには、何があったらよいと思いますか 

（記入は３つまで） 

「交通の利便性がよいこと」の割合が 44.9％と最も高く、次いで「医療機関や福祉施設が整っ

ていること」の割合が 43.1％、「治安がよいこと」の割合が 41.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

交通の利便性がよいこと

医療機関や福祉施設が整っていること

治安がよいこと

買い物に便利であること

市民の意見が行政に反映されること

自然環境が豊かであること

住宅地など住まいの環境がよいこと

まちのイメージや雰囲気がよいこと

働く場所が充実していること

物価や家賃が安いこと

教育環境が充実していること

通勤・通学が便利なこと

近所づきあいがよいこと

まちに親しみや愛着があること

スポーツ活動や余暇が充実していること

わからない

その他

無回答

44.9

43.1

41.3

31.7

15.8

15.7

12.9

9.6

9.6

8.8

7.5

7.0

6.7

6.2

5.4

0.3

3.6

2.6

0 20 40 60 80 100
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、「交通の利便性がよいこと」「医療機関や福祉施設が整っていること」

の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

買い物に便利であること

市民の意見が行政に反映さ

れること

自然環境が豊かであること

住宅地など住まいの環境が

よいこと

まちのイメージや雰囲気が

よいこと

働く場所が充実していること

治安がよいこと

医療機関や福祉施設が整っ

ていること

交通の利便性がよいこと

44.9

43.1

41.3

31.7

15.8

15.7

12.9

9.6

9.6

37.1

35.7

36.8

32.1

19.0

17.0

13.3

9.2

10.4

37.9

41.8

35.4

29.9

14.9

16.4

12.6

9.6

13.7

33.8

38.6

40.5

28.8

17.2

20.6

13.9

9.6

14.4

38.1

35.4

36.8

32.8

18.1

16.5

12.9

9.9

16.2

0 10 20 30 40 50 60

％

無回答

その他

わからない

スポーツ活動や余暇が充実

していること

まちに親しみや愛着がある

こと

近所づきあいがよいこと

通勤・通学が便利なこと

教育環境が充実しているこ

と

物価や家賃が安いこと

8.8

7.5

7.0

6.7

6.2

5.4

0.3

3.6

2.6

12.0

8.8

8.4

7.3

7.3

6.6

0.8

3.7

2.3

9.8

8.0

7.7

6.8

5.9

5.7

1.6

2.5

4.1

9.3

8.5

8.5

7.0

8.2

7.2

0.5

4.1

2.6

13.7

11.6

10.0

10.8

8.8

6.4

1.2

5.3

2.4

0 10 20 30 40 50 60

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）

平成28年度（回答者数 = 612）

平成27年度（回答者数 = 751）
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【子どもの年代別】 

子どもの年代別でみると、子どもの年齢が低くなるにつれ「治安がよいこと」「医療機関や福祉

施設が整っていること」「教育環境が充実していること」「物価や家賃が安いこと」「市民の意見が

行政に反映されること」の割合が高くなっています。また、子どもの年齢が高くなるにつれ「ま

ちのイメージや雰囲気がよいこと」「通勤・通学が便利なこと」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
然
環
境
が
豊
か
で
あ
る
こ
と 

交
通
の
利
便
性
が
よ
い
こ
と 

住
宅
地
な
ど
住
ま
い
の
環
境
が
よ
い
こ
と 

ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
や
雰
囲
気
が
よ
い
こ
と 

買
い
物
に
便
利
で
あ
る
こ
と 

治
安
が
よ
い
こ
と 

近
所
づ
き
あ
い
が
よ
い
こ
と 

働
く
場
所
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

通
勤
・
通
学
が
便
利
な
こ
と 

医
療
機
関
や
福
祉
施
設
が
整
っ
て
い
る
こ
と 

教
育
環
境
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
余
暇
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

物
価
や
家
賃
が
安
い
こ
と 

ま
ち
に
親
し
み
や
愛
着
が
あ
る
こ
と 

市
民
の
意
見
が
行
政
に
反
映
さ
れ
る
こ
と 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

未就学児 84 11.9 38.1 10.7 6.0 31.0 47.6 4.8 11.9 7.1 32.1 27.4 3.6 11.9 7.1 23.8 － 7.1 1.2

小学生 91 11.0 41.8 13.2 8.8 22.0 41.8 4.4 12.1 18.7 36.3 24.2 6.6 13.2 5.5 17.6 － 3.3 1.1

中学生 50 14.0 40.0 12.0 12.0 22.0 38.0 4.0 14.0 20.0 48.0 18.0 8.0 6.0 － 14.0 － 2.0 －

中学生以下 
の同居人は 
いない 

379 14.8 48.3 13.2 10.6 33.5 42.0 6.6 9.5 5.0 45.1 2.1 5.3 8.4 6.6 15.3 0.5 2.9 2.6
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代で「交通の利便性がよいこと」の割合が高く、６

割となっています。また、男性の 80 歳以上で「自然環境が豊かであること」の割合が、女性の 70

歳代で「買い物に便利であること」の割合が、男性の 30 歳代、女性の 50 歳代で「治安がよいこ

と」の割合が高く、約５割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

自
然
環
境
が
豊
か
で
あ
る
こ
と 

交
通
の
利
便
性
が
よ
い
こ
と 

住
宅
地
な
ど
住
ま
い
の
環
境
が
よ
い
こ
と 

ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
や
雰
囲
気
が
よ
い
こ
と 

買
い
物
に
便
利
で
あ
る
こ
と 

治
安
が
よ
い
こ
と 

近
所
づ
き
あ
い
が
よ
い
こ
と 

働
く
場
所
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

通
勤
・
通
学
が
便
利
な
こ
と 

医
療
機
関
や
福
祉
施
設
が
整
っ
て
い
る
こ
と 

教
育
環
境
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
余
暇
が
充
実
し
て
い
る
こ
と 

物
価
や
家
賃
が
安
い
こ
と 

ま
ち
に
親
し
み
や
愛
着
が
あ
る
こ
と 

市
民
の
意
見
が
行
政
に
反
映
さ
れ
る
こ
と 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 33.3 33.3 － － 33.3 33.3 － － 33.3 － － 33.3 33.3 33.3 － － － －

    20 歳代 13 7.7 46.2 23.1 7.7 15.4 46.2 － 23.1 30.8 30.8 － 15.4 30.8 7.7 7.7 － － －

    30 歳代 26 11.5 34.6 23.1 7.7 30.8 50.0 3.8 23.1 7.7 11.5 19.2 7.7 15.4 3.8 7.7 － 11.5 3.8 

    40 歳代 35 5.7 54.3 14.3 20.0 31.4 40.0 2.9 14.3 5.7 34.3 2.9 11.4 11.4 14.3 11.4 － － －

    50 歳代 39 12.8 56.4 10.3 12.8 28.2 38.5 10.3 15.4 5.1 41.0 2.6 5.1 5.1 － 10.3 － 12.8 2.6 

    60 歳代 58 19.0 48.3 13.8 12.1 31.0 46.6 5.2 5.2 1.7 56.9 1.7 8.6 8.6 6.9 12.1 1.7 3.4 －

    70 歳代 64 20.3 39.1 20.3 12.5 15.6 42.2 12.5 3.1 1.6 53.1 1.6 1.6 4.7 10.9 28.1 － － 3.1 

    80 歳以上 25 48.0 40.0 16.0 8.0 24.0 40.0 8.0 4.0 － 36.0 4.0 － 4.0 16.0 8.0 － － 8.0 

女性 10 歳代 2 － 100.0 － － 100.0 － － － － － 50.0 － － － － － － －

    20 歳代 24 4.2 45.8 16.7 16.7 41.7 29.2 － 8.3 25.0 33.3 16.7 12.5 4.2 － 12.5 － 12.5 －

    30 歳代 48 8.3 41.7 10.4 2.1 33.3 37.5 8.3 10.4 16.7 18.8 35.4 12.5 20.8 6.3 20.8 － 4.2 －

    40 歳代 52 17.3 48.1 15.4 15.4 17.3 42.3 1.9 19.2 21.2 30.8 19.2 3.8 11.5 3.8 19.2 － 3.8 －

    50 歳代 50 16.0 60.0 4.0 8.0 38.0 52.0 4.0 8.0 4.0 54.0 4.0 6.0 6.0 4.0 12.0 － 4.0 －

    60 歳代 68 17.6 45.6 13.2 7.4 33.8 45.6 4.4 13.2 1.5 55.9 1.5 － 7.4 4.4 22.1 － 2.9 －

    70 歳代 63 14.3 41.3 6.3 4.8 47.6 44.4 9.5 － 1.6 55.6 － 3.2 3.2 1.6 14.3 1.6 1.6 6.3 

    80 歳以上 37 8.1 27.0 10.8 5.4 43.2 21.6 13.5 5.4 － 51.4 2.7 － 8.1 8.1 13.5 － － 13.5 
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４ みのかも定住自立圏について 

問 16 現在、美濃加茂市と加茂郡がそれぞれの特性を活かし「住み続けたい、住んでみ

たいまち」を目指して推進している「みのかも定住自立圏構想」をご存じですか 

（記入は１つ） 

「はい」の割合が 26.5％、「いいえ」の割合が 70.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

はい

いいえ

無回答

26.5

70.1

3.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 80 歳以上で「はい」の割合が高く、４割台半ばとなって

います。また、女性の 20 歳代で「いいえ」の割合が高く、約９割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

28.6

20.5

36.2

21.9

44.0

8.3

18.8

34.6

36.0

29.4

25.4

29.7

100.0

100.0

80.8

71.4

79.5

63.8

70.3

48.0

100.0

91.7

81.3

65.4

64.0

64.7

68.3

59.5

3.8

7.8

8.0

5.9

6.3

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 16 で「はい」と答えた方にお聞きします 

問 17 「みのかも定住自立圏」の具体的な取り組みをご存じですか（記入は１つ） 

「はい」の割合が 23.5％、「いいえ」の割合が 73.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 162 ％

はい

いいえ

無回答

23.5

73.5

3.1

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代で「はい」の割合が高く、５割となっています。

また、女性の 40 歳代で「いいえ」の割合が高く、９割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 0

　　　　20歳代 0

　　　　30歳代 4

　　　　40歳代 10

　　　　50歳代 8

　　　　60歳代 21

　　　　70歳代 14

　　　　80歳以上 11

女性　10歳代 0

　　　　20歳代 2

　　　　30歳代 9

　　　　40歳代 18

　　　　50歳代 18

　　　　60歳代 20

　　　　70歳代 16

　　　　80歳以上 11

10.0

12.5

23.8

28.6

27.3

50.0

11.1

5.6

50.0

20.0

37.5

18.2

100.0

90.0

87.5

76.2

50.0

72.7

50.0

88.9

94.4

50.0

75.0

56.3

81.8

21.4

5.0

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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５ スポーツや運動について 

問 20 この１年間にスポーツや運動をした頻度は、どれくらいになりますか 

（記入は１つ） 

「しなかった」の割合が 27.9％と最も高く、次いで「週に３回以上」の割合が 25.0％、「週に

１～２回」の割合が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

週に３回以上

週に１～２回

月に１～３回

３カ月に１～２回

年に１～３回

しなかった

無回答

25.0

21.6

11.3

4.4

7.0

27.9

2.8

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 70 歳代で「週に３回以上」の割合が高く、約４割となっ

ています。また、女性の 80 歳以上で「しなかった」の割合が高く、約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

週に３回以上 週に１～２回 月に１～３回 ３カ月に１～２回

年に１～３回 しなかった 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

30.8

23.1

22.9

10.3

19.0

42.2

20.0

33.3

22.9

19.2

30.0

25.0

30.2

13.5

15.4

15.4

22.9

25.6

20.7

10.9

20.0

50.0

29.2

20.8

25.0

22.0

27.9

30.2

10.8

7.7

26.9

5.7

10.3

24.1

9.4

4.0

4.2

18.8

21.2

2.0

7.4

4.8

8.1

15.4

11.4

7.7

6.9

1.6

8.0

6.3

5.8

4.0

1.5

66.7

15.4

14.3

15.4

5.2

4.7

4.0

20.8

2.1

7.7

12.0

5.9

1.6

30.8

19.2

22.9

30.8

24.1

26.6

44.0

50.0

12.5

29.2

21.2

30.0

32.4

23.8

48.6

4.7

9.5

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 20 で「週に３回以上」「週に１～２回」のいずれかと答えた方にお聞きします 

問 21 スポーツや運動をしたのはどのような目的からですか（記入は３つまで） 

「健康・体力づくりのため」の割合が 74.7％と最も高く、次いで「運動不足解消のため」の割

合が 60.4％、「楽しみ・気晴らしのため」の割合が 39.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 285 ％

健康・体力づくりのため

運動不足解消のため

楽しみ・気晴らしのため

友人・仲間との交流

美容のため

競技のため

その他

無回答

74.7

60.4

39.6

26.3

9.5

4.9

10.2

1.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 60 歳代、70 歳代で「健康・体力づくりのため」の割合

が高く、９割を超えています。また、男性の 60 歳代で「運動不足解消のため」の割合が、女性の

50 歳代で「美容のため」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
・
体
力
づ
く
り
の

た
め 

楽
し
み
・
気
晴
ら
し
の

た
め 

運
動
不
足
解
消
の 

た
め 

美
容
の
た
め 

友
人
・
仲
間
と
の
交
流

競
技
の
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 1 － － － － － － 100.0 －

    20 歳代 6 83.3 83.3 16.7 － 66.7 33.3 － －

    30 歳代 10 80.0 60.0 50.0 － 20.0 10.0 10.0 －

    40 歳代 16 68.8 25.0 43.8 6.3 31.3 25.0 12.5 －

    50 歳代 14 64.3 42.9 50.0 7.1 21.4 21.4 14.3 7.1 

    60 歳代 23 95.7 43.5 87.0 － 39.1 － － －

    70 歳代 34 91.2 38.2 55.9 － 32.4 2.9 5.9 －

    80 歳以上 10 70.0 60.0 50.0 － 20.0 － － 10.0 

女性 10 歳代 1 － － 100.0 100.0 － － － －

    20 歳代 15 60.0 46.7 53.3 13.3 6.7 6.7 6.7 －

    30 歳代 21 66.7 38.1 66.7 23.8 14.3 － 28.6 4.8 

    40 歳代 23 43.5 47.8 47.8 13.0 8.7 4.3 21.7 －

    50 歳代 26 80.8 34.6 73.1 30.8 7.7 － 11.5 －

    60 歳代 36 80.6 27.8 75.0 16.7 25.0 － 2.8 2.8 

    70 歳代 38 78.9 39.5 57.9 － 44.7 2.6 7.9 －

    80 歳以上 9 66.7 33.3 44.4 － 44.4 － 22.2 －
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問 20 で「月に１～３回」「３カ月に１～２回」「年に１～３回」「しなかった」のいずれかと答えた

方にお聞きします 

問 22 どのような条件が整えば、週１回程度のスポーツや運動をすることができますか

（記入は３つまで） 

「時間ができれば」の割合が47.7％と最も高く、次いで「近くに施設があれば」の割合が39.0％、

「費用が安く済めば」の割合が 38.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 310 ％

時間ができれば

近くに施設があれば

費用が安く済めば

参加したいスポーツ教室があれ

ば

職場や自宅でできる簡単な運

動があれば

どのような条件下であってもス

ポーツや運動をしない

託児施設があれば

その他

無回答

47.7

39.0

38.7

23.2

18.7

8.4

5.8

7.7

9.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 40 歳代で「時間ができれば」の割合が高く、８割台半ば

となっています。また、男性の 30 歳代で「費用が安く済めば」の割合が高く、７割台半ばとなっ

ています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

時
間
が
で
き
れ
ば 

近
く
に
施
設
が
あ
れ
ば 

託
児
施
設
が
あ
れ
ば 

参
加
し
た
い
ス
ポ
ー
ツ
教
室
が 

あ
れ
ば 

費
用
が
安
く
済
め
ば 

職
場
や
自
宅
で
で
き
る
簡
単
な 

運
動
が
あ
れ
ば 

ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
あ
っ
て
も

ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
し
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 2 100.0 － － － 50.0 50.0 － － －

    20 歳代 7 71.4 42.9 － 42.9 14.3 28.6 14.3 － －

    30 歳代 16 56.3 50.0 6.3 43.8 75.0 6.3 6.3 － 6.3 

    40 歳代 19 84.2 36.8 5.3 21.1 57.9 21.1 － － －

    50 歳代 25 52.0 32.0 － 12.0 44.0 24.0 8.0 8.0 4.0 

    60 歳代 35 48.6 60.0 － 20.0 34.3 11.4 2.9 2.9 5.7 

    70 歳代 27 33.3 29.6 3.7 29.6 29.6 18.5 3.7 25.9 11.1 

    80 歳以上 15 20.0 26.7 6.7 6.7 20.0 20.0 20.0 － 26.7 

女性 10 歳代 1 － 100.0 － 100.0 100.0 － － － －

    20 歳代 9 55.6 55.6 33.3 － 55.6 44.4 － － －

    30 歳代 27 70.4 37.0 25.9 29.6 55.6 11.1 － － 3.7 

    40 歳代 29 51.7 48.3 3.4 44.8 62.1 17.2 － 6.9 10.3 

    50 歳代 24 54.2 50.0 － 29.2 37.5 33.3 － 8.3 8.3 

    60 歳代 32 37.5 34.4 9.4 18.8 18.8 31.3 12.5 6.3 15.6 

    70 歳代 19 31.6 31.6 － 10.5 10.5 10.5 15.8 15.8 26.3 

    80 歳以上 21 19.0 9.5 － 4.8 19.0 － 42.9 23.8 9.5 
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問 22 で「どのような条件下であってもスポーツや運動をしない」以外と答えた方にお聞きします 

問 23 週１回程度のスポーツや運動をやってみたいと思う理由は何ですか 

（記入は３つまで） 

「健康・体力づくりのため」の割合が 51.4％と最も高く、次いで「運動不足解消のため」の割

合が 48.2％、「楽しみ・気晴らしのため」の割合が 31.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 255 ％

健康・体力づくりのため

運動不足解消のため

楽しみ・気晴らしのため

友人・仲間との交流

美容のため

競技のため

その他

無回答

51.4

48.2

31.0

14.1

6.3

0.0

0.8

34.5

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 30 歳代で「楽しみ・気晴らしのため」の割合が高く、約

６割となっています。また、男性の 30 歳代、40 歳代、女性の 70 歳代で「運動不足解消のため」

の割合が高く、約６割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

健
康
・
体
力
づ
く
り
の 

た
め 

楽
し
み
・
気
晴
ら
し
の 

た
め 

運
動
不
足
解
消
の
た
め 

美
容
の
た
め 

友
人
・
仲
間
と
の
交
流 

競
技
の
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 2 100.0 － 50.0 50.0 － － － －

    20 歳代 6 33.3 － 66.7 － － － － 33.3 

    30 歳代 14 50.0 57.1 64.3 － 14.3 － － 28.6 

    40 歳代 19 63.2 36.8 63.2 － 10.5 － － 26.3 

    50 歳代 22 54.5 31.8 45.5 － 18.2 － － 36.4 

    60 歳代 32 62.5 28.1 59.4 3.1 12.5 － － 31.3 

    70 歳代 23 47.8 8.7 43.5 4.3 26.1 － 8.7 34.8 

    80 歳以上 8 25.0 25.0 25.0 － 25.0 － － 50.0 

女性 10 歳代 1 100.0 － － － － － － －

    20 歳代 9 33.3 55.6 55.6 － 11.1 － － 33.3 

    30 歳代 26 42.3 26.9 34.6 19.2 7.7 － － 46.2 

    40 歳代 26 61.5 50.0 50.0 11.5 7.7 － － 30.8 

    50 歳代 22 45.5 36.4 40.9 13.6 13.6 － － 31.8 

    60 歳代 23 65.2 34.8 52.2 4.3 17.4 － － 17.4 

    70 歳代 11 54.5 27.3 63.6 9.1 27.3 － － 27.3 

    80 歳以上 10 10.0 － 10.0 － 10.0 － － 90.0 
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問 22 で「どのような条件下であってもスポーツや運動をしない」以外と答えた方にお聞きします 

問 24 これからやってみたいと思うスポーツや運動は何ですか（記入は３つまで） 

「ウォーキング」の割合が43.1％と最も高く、次いで「室内運動器具での運動」の割合が25.1％、

「ヨガ・ピラティス」の割合が 21.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 255 ％

ウォーキング

室内運動器具での運動

ヨガ・ピラティス

日常生活の中で意識的に身体

を動かすこと

水泳

自転車・サイクリング

登山・ハイキング

テニス・バドミントン・卓球など

体操

ランニング（ジョギング）

ゴルフ

野球・ソフトボールなど

ダンス

バレーボール・バスケットボー

ル

ウィンタースポーツ

グラウンドゴルフ

柔道・剣道・空手など

サッカー・フットサル

スポーツや運動をしていきたい

と思わない

その他

無回答

43.1

25.1

21.2

20.4

15.3

14.1

12.2

7.5

7.1

7.1

4.7

3.9

3.5

3.1

2.4

2.4

2.4

1.6

1.2

2.7

12.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 70 歳代で「ウォーキング」の割合が高く、約８割となっ

ています。また、女性の 30 歳代で「ヨガ・ピラティス」の割合が高く、約６割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ 

室
内
運
動
器
具
で
の
運
動 

自
転
車
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ 

体
操 

ラ
ン
ニ
ン
グ
（
ジ
ョ
ギ
ン
グ
） 

ヨ
ガ
・
ピ
ラ
テ
ィ
ス 

ゴ
ル
フ 

登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ 

サ
ッ
カ
ー
・
フ
ッ
ト
サ
ル 

水
泳 

テ
ニ
ス
・
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
卓
球
な
ど 

ダ
ン
ス 

ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ 

柔
道
・
剣
道
・
空
手
な
ど 

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル 

野
球
・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
な
ど 

日
常
生
活
の
中
で
意
識
的
に
身
体
を
動
か
す
こ
と 

ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
し
て
い
き
た
い
と
思
わ
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 2 － － － － 100.0 － － － 50.0 50.0 － － － － － － － － － － －

    20 歳代 6 16.7 33.3 33.3 － 16.7 － － － 33.3 － 33.3 － 16.7 － 16.7 － 16.7 16.7 － － －

    30 歳代 14 21.4 7.1 35.7 － 21.4 7.1 － 21.4 － 21.4 7.1 － 7.1 7.1 14.3 14.3 14.3 14.3 － － 28.6 

    40 歳代 19 47.4 26.3 21.1 － － 10.5 5.3 26.3 － 15.8 10.5 － 5.3 － 5.3 10.5 10.5 15.8 － 5.3 10.5 

    50 歳代 22 45.5 40.9 36.4 － 13.6 13.6 － 4.5 － 31.8 4.5 － － － 4.5 － 4.5 4.5 － 9.1 4.5 

    60 歳代 32 56.3 21.9 12.5 9.4 9.4 6.3 6.3 25.0 － 18.8 3.1 － － 3.1 － － 6.3 15.6 － 3.1 9.4 

    70 歳代 23 56.5 26.1 13.0 4.3 4.3 － 13.0 4.3 － 8.7 4.3 － 4.3 － － － 4.3 39.1 4.3 － 8.7 

    80 歳以上 8 37.5 25.0 12.5 12.5 － 25.0 12.5 － － 12.5 12.5 12.5 － 12.5 － － － 12.5 25.0 － －

女性 10 歳代 1 100.0 － － － － 100.0 － － － － － － － － － 100.0 － － － － －

    20 歳代 9 11.1 44.4 － － 11.1 22.2 － － － 11.1 11.1 11.1 － － 11.1 － － 11.1 － － 33.3 

    30 歳代 26 19.2 19.2 7.7 － 3.8 61.5 7.7 11.5 3.8 15.4 3.8 7.7 7.7 3.8 － 11.5 3.8 15.4 － － 11.5 

    40 歳代 26 26.9 26.9 3.8 11.5 7.7 38.5 11.5 3.8 － 11.5 11.5 3.8 － － － － － 15.4 － 3.8 23.1 

    50 歳代 22 54.5 27.3 － 4.5 4.5 45.5 － 13.6 － 22.7 9.1 4.5 － － － － － 27.3 － － 13.6 

    60 歳代 23 60.9 26.1 13.0 21.7 － 17.4 － 13.0 － 4.3 13.0 8.7 － － － － － 34.8 － 4.3 8.7 

    70 歳代 11 81.8 18.2 18.2 9.1 － 9.1 － 18.2 － 9.1 － 9.1 － 9.1 － － － 45.5 － － －

    80 歳以上 10 40.0 20.0 － 30.0 － － － － － 10.0 － － － － － － － 20.0 － 10.0 40.0 
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問 25 参加したいと思うスポーツイベントはどのようなイベントですか 

（記入は３つまで） 

「気軽に参加できるイベント」の割合が 54.4％と最も高く、次いで「初心者や運動が苦手な人

のためのイベント」の割合が 30.4％、「健康や美容をテーマとしたイベント」の割合が 23.7％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

気軽に参加できるイベント

初心者や運動が苦手な人のた

めのイベント

健康や美容をテーマとしたイベ

ント

スポーツイベントには参加して

みたいと思わない

仲間や出会いの場づくりを目的

としたイベント

プロスポーツ選手やスポーツタ

レントと一緒に参加できるイベン

ト

親子で参加できるイベント

スポーツと他の要素を組み合わ

せたイベント

誰でもできるニュースポーツの

イベント

託児サービスがあるイベント

その他

無回答

54.4

30.4

23.7

16.3

15.5

11.8

10.9

6.2

6.0

3.8

2.9

7.7

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、年齢が低くなるにつれ「プロスポーツ選手やスポーツタレントと一緒に参

加できるイベント」の割合が高くなる傾向がみられます。また、他に比べ、男性の 20 歳代、女性

の 50 歳代で「気軽に参加できるイベント」の割合が、女性の 50 歳代で「健康や美容をテーマと

したイベント」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

気
軽
に
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト 

初
心
者
や
運
動
が
苦
手
な
人
の
た
め
の 

イ
ベ
ン
ト 

健
康
や
美
容
を
テ
ー
マ
と
し
た
イ
ベ
ン
ト 

親
子
で
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト 

プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
や
ス
ポ
ー
ツ
タ
レ
ン
ト
と

一
緒
に
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト 

ス
ポ
ー
ツ
と
他
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た 

イ
ベ
ン
ト 

仲
間
や
出
会
い
の
場
づ
く
り
を
目
的
と
し
た 

イ
ベ
ン
ト 

誰
で
も
で
き
る
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
イ
ベ
ン
ト

託
児
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
イ
ベ
ン
ト 

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
は
参
加
し
て
み
た
い
と

思
わ
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 100.0 33.3 － － 33.3 33.3 － － － － － －

    20 歳代 13 69.2 23.1 15.4 － 23.1 － 15.4 7.7 － 23.1 － －

    30 歳代 26 53.8 30.8 19.2 26.9 23.1 － 15.4 7.7 19.2 19.2 － －

    40 歳代 35 60.0 14.3 8.6 22.9 22.9 20.0 31.4 8.6 － 14.3 2.9 －

    50 歳代 39 64.1 25.6 30.8 5.1 17.9 12.8 12.8 2.6 － 17.9 2.6 2.6 

    60 歳代 58 69.0 36.2 25.9 3.4 5.2 5.2 31.0 8.6 － 10.3 1.7 1.7 

    70 歳代 64 54.7 28.1 15.6 3.1 6.3 4.7 12.5 6.3 － 17.2 3.1 14.1 

    80 歳以上 25 56.0 20.0 16.0 － 4.0 － 28.0 － － 8.0 － 24.0 

女性 10 歳代 2 50.0 － － － － － － － － 50.0 － －

    20 歳代 24 45.8 16.7 33.3 25.0 29.2 8.3 8.3 8.3 16.7 12.5 4.2 4.2 

    30 歳代 48 47.9 41.7 37.5 43.8 18.8 8.3 8.3 2.1 22.9 8.3 2.1 2.1 

    40 歳代 52 53.8 30.8 21.2 30.8 17.3 11.5 1.9 1.9 3.8 17.3 1.9 1.9 

    50 歳代 50 68.0 40.0 50.0 2.0 10.0 6.0 12.0 6.0 － 14.0 4.0 －

    60 歳代 68 52.9 41.2 23.5 1.5 4.4 2.9 14.7 11.8 1.5 23.5 1.5 8.8 

    70 歳代 63 47.6 34.9 19.0 1.6 4.8 － 17.5 7.9 － 11.1 7.9 12.7 

    80 歳以上 37 21.6 10.8 8.1 － 2.7 5.4 10.8 2.7 － 37.8 5.4 29.7 

  



40 

問 26 職場におけるスポーツや運動の環境はどのようなものですか（記入は３つまで） 

「スポーツや運動をする機会や場所はない」の割合が 34.2％と最も高く、次いで「始業前や休

憩中に軽い運動（ラジオ体操など）をする時間がある」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

スポーツや運動をする機会や場所はな

い

始業前や休憩中に軽い運動（ラジオ体

操など）をする時間がある

職場内に加入できるスポーツサークル

などがある

職場のスポーツイベントや運動会がある

会社所有のスポーツ施設がある

その他

無回答

34.2

13.7

5.9

5.4

2.0

8.3

36.8

0 20 40 60 80 100



41 

 

【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 50 歳代、女性の 30 歳代で「スポーツや運動をする機会

や場所はない」の割合が高く、約６割となっています。また、男性の 20 歳代で「職場内に加入で

きるスポーツサークルなどがある」の割合が高く、約３割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
す
る
機
会
や

場
所
は
な
い 

始
業
前
や
休
憩
中
に
軽
い
運
動 

（
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
）
を
す
る 

時
間
が
あ
る 

職
場
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
や 

運
動
会
が
あ
る 

職
場
内
に
加
入
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ

サ
ー
ク
ル
な
ど
が
あ
る 

会
社
所
有
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
が 

あ
る 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 66.7 － － － － － 33.3 

    20 歳代 13 38.5 30.8 15.4 30.8 15.4 － 15.4 

    30 歳代 26 38.5 38.5 11.5 15.4 － 3.8 3.8 

    40 歳代 35 48.6 28.6 11.4 14.3 2.9 5.7 －

    50 歳代 39 59.0 30.8 10.3 5.1 2.6 2.6 2.6 

    60 歳代 58 44.8 12.1 8.6 6.9 － 10.3 22.4 

    70 歳代 64 7.8 10.9 3.1 3.1 1.6 10.9 67.2 

    80 歳以上 25 20.0 4.0 － － 4.0 8.0 68.0 

女性 10 歳代 2 － 50.0 － － － － 50.0 

    20 歳代 24 37.5 12.5 12.5 25.0 8.3 8.3 12.5 

    30 歳代 48 62.5 2.1 14.6 6.3 2.1 10.4 6.3 

    40 歳代 52 42.3 21.2 1.9 3.8 － 9.6 21.2 

    50 歳代 50 46.0 20.0 4.0 4.0 2.0 10.0 20.0 

    60 歳代 68 29.4 － － 1.5 － 5.9 63.2 

    70 歳代 63 12.7 6.3 － 1.6 1.6 9.5 73.0 

    80 歳以上 37 10.8 2.7 － － － 13.5 73.0 
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問 27 この１年間にスポーツや運動に関するボランティア活動（スポーツ指導やイベン

トへの協力など）を行いましたか（記入は１つ） 

「行った」の割合が 6.4％、「行わなかった」の割合が 86.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

行った

行わなかった

無回答

6.4

86.6

7.0

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 40 歳代で「行った」の割合が高く、約２割となっていま

す。また、女性の 20 歳代、40 歳代、50 歳代で「行わなかった」の割合が高く、９割台半ばとな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行った 行わなかった 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

11.5

17.1

15.4

8.6

6.3

8.0

8.3

1.9

4.0

2.9

4.8

66.7

100.0

80.8

82.9

84.6

89.7

82.8

76.0

100.0

95.8

89.6

96.2

96.0

92.6

76.2

75.7

7.7

1.7

10.9

16.0

4.2

2.1

1.9

4.4

19.0

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 28 今後、スポーツや運動に関するボランティア活動（スポーツ指導やイベントへの

協力など）を行いたいと思いますか（記入は１つ） 

「ぜひ行いたい」と「できれば行いたい」をあわせた“行いたい”の割合が 19.0％、「あまり

行いたくない」と「まったく行いたくない」をあわせた“行いたくない”の割合が 51.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

ぜひ行いたい

できれば行いたい

あまり行いたくない

まったく行いたくない

わからない

無回答

1.8

17.2

30.4

20.8

24.2

5.7

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 50 歳代で“行いたい”の割合が高く、約３割となってい

ます。また、女性の 30 歳代で“行いたくない”の割合が高く、６割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ぜひ行いたい できれば行いたい あまり行いたくない

まったく行いたくない わからない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

7.7

3.4

4.0

2.1

4.0

1.5

1.6

33.3

15.4

19.2

22.9

28.2

22.4

17.2

20.0

16.7

8.3

15.4

16.0

19.1

12.7

10.8

33.3

23.1

30.8

37.1

25.6

34.5

31.3

20.0

29.2

39.6

36.5

28.0

39.7

25.4

8.1

30.8

20.0

28.2

6.9

17.2

12.0

50.0

20.8

25.0

21.2

18.0

22.1

20.6

43.2

61.5

11.5

20.0

17.9

31.0

25.0

32.0

50.0

29.2

22.9

25.0

32.0

13.2

28.6

13.5

1.7

9.4

12.0

4.2

2.1

1.9

2.0

4.4

11.1

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 29 スポーツや運動を行うにあたってどのようなスポーツ指導者が必要だと思います

か（記入は３つまで） 

「健康・体力づくりのための指導ができる人」の割合が 47.2％と最も高く、次いで「スポーツ

の楽しみ方を教えてくれる人」の割合が 45.1％、「スポーツへの興味・関心がわくような指導が

できる人」の割合が 39.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

健康・体力づくりのための指導

ができる人

スポーツの楽しみ方を教えてく

れる人

スポーツへの興味・関心がわく

ような指導ができる人

障がい者や高齢者へのスポー

ツ指導ができる人

応急処置などの資格を持ってい

る人

年間を通して定期的に指導がで

きる人

競技向上のための高度な技術

指導ができる人

いろいろなニュースポーツの指

導ができる人

その他

無回答

47.2

45.1

39.4

22.7

17.2

14.9

6.9

2.8

1.5

11.3

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 30 歳代、女性の 30 歳代で「スポーツの楽しみ方を教え

てくれる人」の割合が高く、７割を超えています。また、男性の 40 歳代で「スポーツへの興味・

関心がわくような指導ができる人」の割合が高く、６割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
み
方
を 

教
え
て
く
れ
る
人 

ス
ポ
ー
ツ
へ
の
興
味
・
関
心
が
わ
く

よ
う
な
指
導
が
で
き
る
人 

健
康
・
体
力
づ
く
り
の
た
め
の 

指
導
が
で
き
る
人 

障
が
い
者
や
高
齢
者
へ
の 

ス
ポ
ー
ツ
指
導
が
で
き
る
人 

競
技
向
上
の
た
め
の
高
度
な 

技
術
指
導
が
で
き
る
人 

年
間
を
通
し
て
定
期
的
に
指
導
が

で
き
る
人 

い
ろ
い
ろ
な
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の

指
導
が
で
き
る
人 

応
急
処
置
な
ど
の
資
格
を 

持
っ
て
い
る
人 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 100.0 66.7 66.7 － － － － － － －

    20 歳代 13 53.8 30.8 23.1 23.1 30.8 － 7.7 23.1 － 7.7 

    30 歳代 26 76.9 53.8 38.5 15.4 7.7 23.1 3.8 23.1 － －

    40 歳代 35 42.9 60.0 45.7 5.7 14.3 20.0 2.9 20.0 － －

    50 歳代 39 48.7 46.2 56.4 15.4 7.7 15.4 5.1 15.4 － 5.1 

    60 歳代 58 50.0 37.9 51.7 27.6 5.2 15.5 3.4 17.2 － 6.9 

    70 歳代 64 35.9 31.3 50.0 23.4 1.6 9.4 3.1 12.5 1.6 17.2 

    80 歳以上 25 32.0 20.0 24.0 48.0 4.0 12.0 － 8.0 － 28.0 

女性 10 歳代 2 100.0 100.0 50.0 － － － － － － －

    20 歳代 24 45.8 50.0 50.0 16.7 4.2 8.3 4.2 37.5 8.3 4.2 

    30 歳代 48 72.9 50.0 47.9 6.3 10.4 27.1 － 18.8 2.1 2.1 

    40 歳代 52 50.0 53.8 46.2 26.9 13.5 23.1 1.9 25.0 － 1.9 

    50 歳代 50 56.0 54.0 66.0 16.0 6.0 14.0 4.0 18.0 － 2.0 

    60 歳代 68 35.3 39.7 52.9 29.4 2.9 11.8 2.9 20.6 1.5 11.8 

    70 歳代 63 28.6 15.9 42.9 34.9 7.9 7.9 1.6 11.1 1.6 22.2 

    80 歳以上 37 18.9 10.8 27.0 24.3 － 13.5 2.7 5.4 8.1 43.2 
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問 30 スポーツや運動に関してどのような情報があればいいと思いますか 

（記入は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

健康や体力づくりの情報

スポーツ教室の案内

スポーツ施設の案内

スポーツ大会・イベント情報

スポーツの医科学情報

市内で活躍するスポーツ選手

の紹介

スポーツ指導者の紹介

ニュースポーツの情報

その他

無回答

49.2

39.1

31.2

29.4

11.1

7.0

4.1

3.1

2.0

13.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 30 歳代、40 歳代で「スポーツ教室の案内」の割合が、

女性の 30 歳代で「スポーツ施設の案内」の割合が高く、約６割となっています。また、男性の 40

歳代で「スポーツ大会・イベント情報」の割合が高く、約５割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ス
ポ
ー
ツ
大
会
・ 

イ
ベ
ン
ト
情
報 

ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
案
内 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
案
内 

健
康
や
体
力
づ
く
り
の
情
報 

ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
の
紹
介 

ス
ポ
ー
ツ
の
医
科
学
情
報 

ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
情
報 

市
内
で
活
躍
す
る 

ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
紹
介 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 100.0 33.3 － 66.7 － － － － － －

    20 歳代 13 30.8 30.8 53.8 15.4 23.1 15.4 7.7 15.4 － －

    30 歳代 26 42.3 46.2 46.2 34.6 7.7 19.2 3.8 15.4 － 3.8 

    40 歳代 35 48.6 40.0 34.3 45.7 2.9 14.3 8.6 11.4 － －

    50 歳代 39 35.9 43.6 46.2 38.5 2.6 10.3 － 10.3 2.6 10.3 

    60 歳代 58 39.7 39.7 32.8 56.9 5.2 3.4 3.4 3.4 － 8.6 

    70 歳代 64 35.9 29.7 20.3 46.9 1.6 7.8 3.1 4.7 3.1 18.8 

    80 歳以上 25 24.0 16.0 16.0 40.0 － 20.0 － 4.0 － 36.0 

女性 10 歳代 2 － － － 100.0 － － － － － －

    20 歳代 24 33.3 33.3 25.0 45.8 12.5 16.7 8.3 － 12.5 4.2 

    30 歳代 48 41.7 62.5 58.3 43.8 6.3 － 2.1 8.3 2.1 2.1 

    40 歳代 52 28.8 61.5 50.0 51.9 3.8 13.5 3.8 13.5 － 5.8 

    50 歳代 50 22.0 54.0 38.0 62.0 6.0 12.0 2.0 4.0 － 2.0 

    60 歳代 68 14.7 38.2 25.0 60.3 2.9 19.1 4.4 5.9 － 16.2 

    70 歳代 63 12.7 22.2 7.9 54.0 1.6 11.1 － 6.3 4.8 23.8 

    80 歳以上 37 16.2 18.9 13.5 37.8 － 8.1 2.7 － 5.4 45.9 
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問 31 スポーツや運動を振興させるため、市はどのようなことに力を入れるべきだと思

いますか（記入は３つまで） 

「スポーツ教室の開催」の割合が 34.0％と最も高く、次いで「スポーツ施設の整備・充実」の

割合が 32.8％、「高齢者スポーツの普及」の割合が 31.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

スポーツ教室の開催

スポーツ施設の整備・充実

高齢者スポーツの普及

スポーツ情報の提供

指導者の育成・支援

市民スポーツ大会の開催

スポーツ観戦事業の充実

ボランティアの育成・支援

大規模イベントの誘致・開催

トップアスリートとの交流

スポーツ関係団体との連携・支

援

スポーツ関連の研修会の開催

競技力の向上に関する支援

その他

無回答

34.0

32.8

31.4

19.1

13.7

10.8

10.1

10.0

9.8

7.2

6.2

4.1

3.4

2.8

12.1

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 30 歳代で「スポーツ教室の開催」の割合が高く、約６割

となっています。また、男性の 70 歳代で「高齢者スポーツの普及」の割合が、男性の 20 歳代で

「スポーツ施設の整備・充実」の割合が高く、５割を超えています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ス
ポ
ー
ツ
教
室
の
開
催 

市
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催 

ス
ポ
ー
ツ
関
連
の
研
修
会
の
開
催 

ス
ポ
ー
ツ
情
報
の
提
供 

高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及 

指
導
者
の
育
成
・
支
援 

競
技
力
の
向
上
に
関
す
る
支
援 

ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
と
の
連
携
・
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
・
支
援 

大
規
模
イ
ベ
ン
ト
の
誘
致
・
開
催 

ス
ポ
ー
ツ
観
戦
事
業
の
充
実 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
・
充
実 

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
と
の
交
流 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 66.7 33.3 － 33.3 － － － － － － － － 33.3 － －

    20 歳代 13 23.1 30.8 － 15.4 7.7 15.4 7.7 23.1 － 15.4 15.4 53.8 15.4 － 7.7 

    30 歳代 26 34.6 15.4 － 30.8 7.7 15.4 7.7 11.5 3.8 23.1 23.1 46.2 11.5 － －

    40 歳代 35 42.9 25.7 5.7 28.6 5.7 14.3 5.7 11.4 5.7 22.9 5.7 48.6 11.4 － 2.9 

    50 歳代 39 28.2 12.8 2.6 23.1 23.1 12.8 2.6 5.1 7.7 15.4 17.9 35.9 12.8 － 10.3 

    60 歳代 58 29.3 15.5 3.4 20.7 44.8 13.8 5.2 6.9 10.3 6.9 12.1 44.8 6.9 1.7 5.2 

    70 歳代 64 15.6 15.6 6.3 17.2 56.3 4.7 － 4.7 14.1 7.8 6.3 25.0 1.6 1.6 12.5 

    80 歳以上 25 24.0 8.0 4.0 16.0 48.0 12.0 4.0 － 16.0 12.0 － 4.0 － － 28.0 

女性 10 歳代 2 － － － 50.0 50.0 － － － － － － 50.0 50.0 － －

    20 歳代 24 37.5 8.3 － 12.5 4.2 12.5 8.3 8.3 8.3 8.3 12.5 41.7 16.7 12.5 －

    30 歳代 48 62.5 16.7 4.2 20.8 8.3 20.8 4.2 6.3 10.4 12.5 18.8 43.8 8.3 6.3 2.1 

    40 歳代 52 51.9 1.9 3.8 25.0 17.3 9.6 5.8 11.5 5.8 11.5 21.2 46.2 9.6 3.8 3.8 

    50 歳代 50 44.0 4.0 2.0 30.0 32.0 24.0 － 6.0 12.0 12.0 4.0 40.0 10.0 － 4.0 

    60 歳代 68 42.6 4.4 10.3 16.2 45.6 11.8 2.9 5.9 11.8 4.4 5.9 19.1 5.9 － 14.7 

    70 歳代 63 12.7 6.3 3.2 7.9 42.9 11.1 1.6 － 9.5 4.8 6.3 22.2 － 9.5 30.2 

    80 歳以上 37 24.3 2.7 2.7 5.4 37.8 13.5 － 2.7 13.5 － － 10.8 2.7 2.7 40.5 
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６ あい愛バスの利用状況について 

問 33 あい愛バスを利用したことがありますか（記入は１つ） 

「はい」の割合が 18.1％、「いいえ」の割合が 81.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、80 歳以上で「はい」の割合が高く、約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

はい

いいえ

無回答

18.1

81.0

0.8

0 20 40 60 80 100

はい いいえ 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

18.9

14.9

13.8

15.7

17.5

19.7

29.0

80.0

81.1

85.1

86.2

84.3

82.5

78.0

67.7

2.4

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 33 で「はい」とお答えの方にお聞きします 

問 34 あい愛バスは平成 29 年 10 月から毎日運行、１日８便となるなど大幅な運行の見

直しを行いましたが、利用のしやすさはいかがですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 31.5％、「普通」の割合が 27.9％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 33.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代、60 歳代で“満足”の割合が高く、約４割となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

15.3

16.2

27.9

20.7

12.6

7.2

0 20 40 60 80 100

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

14.3

27.3

8.3

7.1

27.3

12.0

5.6

14.3

9.1

16.7

35.7

13.6

4.0

27.8

42.9

45.5

41.7

21.4

18.2

28.0

22.2

18.2

25.0

7.1

22.7

32.0

22.2

14.3

28.6

13.6

16.0

5.6

14.3

8.3

4.5

8.0

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 34 で「満足」「やや満足」とお答えの方にお聞きします 

問 35 その理由はどのようなことですか（記入は複数可） 

「料金が安い」の割合が 77.1％と最も高く、次いで「毎日運行している」の割合が 62.9％、

「バス停が近い」の割合が 48.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

有効回答数が少ないため、コメントはひかえます。 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

毎
日
運
行
し
て
い
る 

便
数
が
多
い 

料
金
が
安
い 

利
用
し
や
す
い
時
間

帯
に
運
行
が
あ
る 

行
き
た
い
目
的
地
に

行
け
る 

バ
ス
停
が
近
い 

乗
り
継
ぎ
が
便
利
（
分

か
り
や
す
い
） 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 1 100.0 － 100.0 － 100.0 － － － －

20 歳代 2 50.0 － 100.0 － － 100.0 － － －

30 歳代 4 25.0 50.0 50.0 25.0 25.0 25.0 － － 25.0 

40 歳代 3 66.7 66.7 100.0 33.3 66.7 100.0 66.7 33.3 －

50 歳代 6 83.3 33.3 83.3 33.3 － 50.0 － － －

60 歳代 9 88.9 55.6 77.8 22.2 33.3 55.6 － － －

70 歳代 4 75.0 － 75.0 75.0 25.0 25.0 － － －

80 歳以上 6 16.7 33.3 66.7 16.7 － 33.3 － － 33.3 

  

回答者数 = 35 ％

料金が安い

毎日運行している

バス停が近い

便数が多い

利用しやすい時間帯に運行が

ある

行きたい目的地に行ける

乗り継ぎが便利（分かりやすい）

その他

無回答

77.1

62.9

48.6

37.1

28.6

22.9

5.7

2.9

8.6

0 20 40 60 80 100
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問 34 で「やや不満」「不満」とお答えの方にお聞きします 

問 36 その理由はどのようなことですか（記入は複数可） 

「現在の運行の時間帯では利用しづらい」の割合が 67.6％と最も高く、次いで「便数が足りな

い」の割合が 59.5％、「乗り継ぎが不便（分かりにくい）」の割合が 54.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

有効回答数が少ないため、コメントはひかえます。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

便
数
が
足
り
な
い 

現
在
の
運
行
の
時
間
帯

で
は
利
用
し
づ
ら
い 

料
金
が
高
い 

行
き
た
い
目
的
地
に
行

け
な
い 

バ
ス
停
が
遠
い 

乗
り
継
ぎ
が
不
便
（
分

か
り
に
く
い
） 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 － － － － － － － － －

20 歳代 1 － － － － － － 100.0 －

30 歳代 2 100.0 50.0 － － － 50.0 50.0 －

40 歳代 3 66.7 100.0 － － － 33.3 66.7 －

50 歳代 5 40.0 60.0 － 20.0 － 60.0 40.0 －

60 歳代 8 62.5 75.0 － 37.5 50.0 62.5 25.0 －

70 歳代 12 75.0 66.7 － 58.3 25.0 50.0 8.3 －

80 歳以上 5 40.0 60.0 － 60.0 － 80.0 40.0 －

  

回答者数 = 37 ％

現在の運行の時間帯では利用

しづらい

便数が足りない

乗り継ぎが不便（分かりにくい）

行きたい目的地に行けない

バス停が遠い

料金が高い

その他

無回答

67.6

59.5

54.1

37.8

18.9

2.7

29.7

0.0

0 20 40 60 80 100
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問 33 で「はい」とお答えの方にお聞きします 

問 37 どの路線をよく利用しますか（記入は複数可） 

「まちなかぐるっと線」の割合が 31.5％と最も高く、次いで「文化の森・公園線」、「古井駅－

可児川駅線」の割合が 15.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、60 歳代で「まちなかぐるっと線」の割合が高く、約４割と

なっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

ま
ち
な
か
ぐ
る
っ
と
線 

文
化
の
森
・
公
園
線 

あ
ま
ち
の
森
・
し
ょ
う
よ
う
線

む
く
の
木
・
そ
う
き
ち
線 

フ
ル
ー
ツ
線 

さ
と
や
ま
線 

ほ
た
る
線 

古
井
駅
－
可
児
川
駅
線 

無
回
答 

10 歳代 1 － － － － － － 100.0 － －

20 歳代 7 28.6 28.6 14.3 － 28.6 － － 28.6 14.3 

30 歳代 11 36.4 18.2 18.2 9.1 18.2 18.2 － － 9.1 

40 歳代 12 25.0 16.7 8.3 25.0 8.3 － 25.0 16.7 8.3 

50 歳代 14 28.6 14.3 － 14.3 21.4 21.4 14.3 21.4 －

60 歳代 22 40.9 4.5 18.2 13.6 13.6 13.6 4.5 9.1 4.5 

70 歳代 25 36.0 20.0 8.0 12.0 12.0 24.0 16.0 16.0 4.0 

80 歳以上 18 22.2 16.7 － 5.6 5.6 5.6 5.6 22.2 33.3 

  

回答者数 = 111 ％

まちなかぐるっと線

文化の森・公園線

古井駅－可児川駅線

フルーツ線

さとやま線

むくの木・そうきち線

ほたる線

あまちの森・しょうよう線

無回答

31.5

15.3

15.3

13.5

13.5

12.6

10.8

9.0

9.9

0 20 40 60 80 100
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問 38 何に利用しますか（記入は複数可） 

「イベント・行楽」の割合が 45.9％と最も高く、次いで「病院（通院）」の割合が 23.4％、「買

い物」の割合が 18.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代で「イベント・行楽」の割合が高く、約７割となっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

病
院
（
通
院
） 

買
い
物 

通
勤 

通
学 

イ
ベ
ン
ト
・
行
楽 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 1 － － － － － － 100.0 

20 歳代 7 － 28.6 28.6 28.6 28.6 14.3 －

30 歳代 11 － － 9.1 － 45.5 36.4 9.1 

40 歳代 12 25.0 16.7 33.3 － 58.3 33.3 －

50 歳代 14 7.1 14.3 14.3 － 71.4 21.4 －

60 歳代 22 27.3 22.7 9.1 － 40.9 22.7 －

70 歳代 25 28.0 20.0 － － 56.0 12.0 4.0 

80 歳以上 18 44.4 22.2 － － 22.2 11.1 27.8 

  

回答者数 = 111 ％

イベント・行楽

病院（通院）

買い物

通勤

通学

その他

無回答

45.9

23.4

18.9

9.9

1.8

19.8

7.2

0 20 40 60 80 100
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問 39 各路線は美濃太田駅での乗り換えとなっています。美濃太田駅で乗り換える 

場合、何に乗り換えますか（記入は複数可） 

「鉄道（ＪＲ）」の割合が 48.6％と最も高く、次いで「他路線のあい愛バス」の割合が 29.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代で「鉄道（ＪＲ）」の割合が高く、７割半ばとなっ

ています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

他
路
線
の
あ
い
愛
バ
ス

鉄
道
（
Ｊ
Ｒ
） 

鉄
道
（
長
良
川
鉄
道
）

タ
ク
シ
ー 

民
間
（
東
鉄
）
路
線
バ
ス

学
校
・
事
業
所
等
の
送

迎
バ
ス 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 1 － 100.0 － － － － － －

20 歳代 7 － 100.0 14.3 － － － － －

30 歳代 11 45.5 45.5 27.3 － － － 18.2 9.1 

40 歳代 12 33.3 75.0 － － 8.3 － － 8.3 

50 歳代 14 35.7 64.3 － － － － － 14.3 

60 歳代 22 31.8 36.4 － 4.5 － － 9.1 31.8 

70 歳代 25 32.0 32.0 12.0 16.0 4.0 － 12.0 24.0 

80 歳以上 18 22.2 33.3 11.1 27.8 － － 11.1 22.2 

  

回答者数 = 111 ％

鉄道（ＪＲ）

他路線のあい愛バス

タクシー

鉄道（長良川鉄道）

民間（東鉄）路線バス

学校・事業所等の送迎バス

その他

無回答

48.6

29.7

9.0

8.1

1.8

0.0

8.1

18.9

0 20 40 60 80 100
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問 40 美濃太田駅で他のあい愛バスや鉄道などに乗り換える場合、乗り継ぎの際の待ち

時間はいかがですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 16.2％、「普通」の割合が 38.7％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 28.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代で“満足”の割合が高く、約３割となっています。

また、70 歳代で“不満”の割合が高く、４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

5.4

10.8

38.7

15.3

13.5

16.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

16.7

4.5

11.1

42.9

8.3

28.6

9.1

4.0

5.6

14.3

54.5

58.3

42.9

40.9

36.0

27.8

14.3

9.1

8.3

14.3

9.1

20.0

22.2

28.6

18.2

14.3

9.1

20.0

11.1

18.2

8.3

27.3

20.0

22.2

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

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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問 41 乗り継ぎに関する情報や案内は分かりやすいですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 15.3％、「普通」の割合が 46.8％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 23.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代、60 歳代で“満足”の割合が高く、約２割となって

います。また、70 歳代で“不満”の割合が高く、４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

9.0

6.3

46.8

17.1

6.3

14.4

0 20 40 60 80 100

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

8.3

7.1

13.6

8.0

11.1

14.3

8.3

14.3

9.1

4.0

85.7

63.6

66.7

64.3

31.8

32.0

38.9

9.1

8.3

14.3

18.2

28.0

16.7

9.1

12.0

16.7

18.2

8.3

27.3

16.0

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 42 時刻表・路線図（冊子・ホームページ）やポケット時刻表は見やすく使いやすい

ですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 28.8％、「普通」の割合が 52.3％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 8.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代で“満足”の割合が高く、５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

18.9

9.9

52.3

6.3

1.8

10.8

0 20 40 60 80 100

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

33.3

28.6

13.6

28.0

11.1

28.6

16.7

7.1

18.2

4.0

5.6

71.4

72.7

41.7

64.3

40.9

48.0

50.0

9.1

9.1

8.0

11.1

4.0

5.6

18.2

8.3

18.2

8.0

16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 43 バス停の時刻表、経路案内は見やすいですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 33.3％、「普通」の割合が 46.8％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代で“満足”の割合が高く、約４割となっています。

また、60 歳代で“不満”の割合が高く、約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

20.7

12.6

46.8

7.2

3.6

9.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

14.3

33.3

21.4

18.2

28.0

16.7

28.6

8.3

7.1

18.2

8.0

22.2

57.1

90.9

41.7

71.4

31.8

44.0

27.8

8.3

13.6

4.0

11.1

4.5

8.0

5.6

9.1

8.3

13.6

8.0

16.7

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

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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問 44 車内の案内表示は分かりやすいですか（記入は１つ） 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満足”の割合が 34.2％、「普通」の割合が 51.4％、「やや

不満」と「不満」をあわせた“不満”の割合が 5.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代で“満足”の割合が高く、５割となっています。ま

た、80 歳以上で“不満”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 111 ％

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

無回答

21.6

12.6

51.4

3.6

1.8

9.0

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10歳代 1

20歳代 7

30歳代 11

40歳代 12

50歳代 14

60歳代 22

70歳代 25

80歳以上 18

100.0

14.3

9.1

33.3

21.4

13.6

32.0

16.7

28.6

9.1

16.7

13.6

12.0

16.7

57.1

72.7

33.3

78.6

59.1

44.0

33.3

8.3

11.1

4.0

5.6

9.1

8.3

13.6

8.0

16.7

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

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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問 33 で「いいえ」とお答えの方にお聞きします 

問 45 あい愛バスを利用しない理由をお聞かせください（記入は複数可） 

「車の方が便利」の割合が 82.7％と最も高く、次いで「時刻表や乗り方がわからない」の割合

が 19.6％、「バス停が遠い」の割合が 12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、80 歳以上で「タクシーの方が便利」の割合が高く、１割半

ばとなっています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

車
の
方
が
便
利 

タ
ク
シ
ー
の
方
が
便
利

民
間
路
線
バ
ス
の
方
が

便
利 

バ
ス
停
が
遠
い 

バ
ス
停
の
待
合
環
境
が

悪
い 

時
刻
表
や
乗
り
方
が
わ

か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 4 100.0 － － 25.0 － 25.0 － －

20 歳代 30 83.3 3.3 － 13.3 10.0 36.7 13.3 －

30 歳代 63 96.8 － － 7.9 6.3 31.7 12.7 －

40 歳代 75 89.3 2.7 － 9.3 10.7 24.0 13.3 1.3 

50 歳代 75 88.0 5.3 1.3 16.0 9.3 17.3 13.3 4.0 

60 歳代 104 85.6 5.8 － 15.4 8.7 16.3 10.6 3.8 

70 歳代 99 74.7 3.0 2.0 9.1 6.1 10.1 16.2 11.1 

80 歳以上 42 52.4 16.7 4.8 9.5 7.1 11.9 19.0 14.3 

  

回答者数 = 496 ％

車の方が便利

時刻表や乗り方がわからない

バス停が遠い

バス停の待合環境が悪い

タクシーの方が便利

民間路線バスの方が便利

その他

無回答

82.7

19.6

12.1

8.1

4.8

1.0

13.7

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 46 どうなれば、あい愛バスを利用したいと思いますか（記入は複数可） 

「もっと便数が増える」の割合が 37.7％と最も高く、次いで「もっと多くの場所を網羅する路

線となる」の割合が 30.4％、「もっとバス停の数が増える」の割合が 26.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代、50 歳代で「もっと便数が増える」の割合が高く、

５割を超えています。 

 

単位：％ 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

も
っ
と
便
数
が
増
え
る 

も
っ
と
朝
早
い
便
が
あ
る

も
っ
と
夜
遅
い
便
が
あ
る

も
っ
と
バ
ス
停
の
数
が
増

え
る 

も
っ
と
多
く
の
場
所
を
網

羅
す
る
路
線
と
な
る 

そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 4 25.0 － － 25.0 75.0 － 25.0 

20 歳代 30 30.0 20.0 30.0 26.7 23.3 23.3 26.7 

30 歳代 63 47.6 14.3 31.7 33.3 42.9 12.7 11.1 

40 歳代 75 50.7 10.7 14.7 34.7 29.3 26.7 12.0 

50 歳代 75 52.0 20.0 21.3 28.0 36.0 21.3 10.7 

60 歳代 104 34.6 5.8 9.6 29.8 37.5 20.2 18.3 

70 歳代 99 24.2 2.0 5.1 17.2 17.2 30.3 33.3 

80 歳以上 42 19.0 2.4 7.1 9.5 19.0 21.4 40.5 

  

回答者数 = 496 ％

もっと便数が増える

もっと多くの場所を網羅する路

線となる

もっとバス停の数が増える

もっと夜遅い便がある

もっと朝早い便がある

その他

無回答

37.7

30.4

26.0

14.9

9.5

22.6

20.8

0 20 40 60 80 100
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問 47 あい愛バスで行ける施設（場所）をどのくらい知っていますか（記入は１つ） 

「３～５ヶ所」の割合が 31.9％と最も高く、次いで「１～２ヶ所」の割合が 30.4％、「０ヶ所」

の割合が 17.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、年代が低くなるにつれ「０ヶ所」の割合が高くなる傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

０ヶ所

１～２ヶ所

３～５ヶ所

６～９ヶ所

10ヶ所以上

無回答

17.5

30.4

31.9

6.5

4.9

8.8

0 20 40 60 80 100

０ヶ所 １～２ヶ所 ３～５ヶ所 ６～９ヶ所 10ヶ所以上 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

37.8

24.3

18.4

19.1

14.3

11.8

12.9

20.0

35.1

35.1

33.3

23.6

31.0

28.3

30.6

40.0

18.9

25.7

29.9

46.1

34.9

33.1

21.0

20.0

2.7

8.1

8.0

6.7

9.5

4.7

1.6

2.7

5.4

6.9

3.4

3.2

7.1

4.8

20.0

2.7

1.4

3.4

1.1

7.1

15.0

29.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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７ 公共施設について 

問 49 美濃加茂市の公共施設（例：リバーポートパーク、健康の森、中山道会館、中央

図書館、加茂野交流センターなど）についてどのくらい愛着がありますか（記入は

１つ） 

「とても愛着がある」と「少し愛着がある」をあわせた“愛着がある”の割合が 37.0％、「ど

ちらともいえない」の割合が 27.5％、「あまり愛着がない」と「愛着がない」をあわせた“愛着

がない”の割合が 28.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

とても愛着がある

少し愛着がある

どちらともいえない

あまり愛着がない

愛着がない

無回答

6.9

30.1

27.5

18.0

10.3

7.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 40 歳代、80 歳以上、女性の 40 歳代で“愛着がある”の

割合が高く、約５割となっています。また、男性の 20 歳代で“愛着がない”の割合が高く、約７

割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても愛着がある 少し愛着がある どちらともいえない

あまり愛着がない 愛着がない 無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

3.8

8.6

2.6

6.9

7.8

16.0

4.2

10.4

9.6

5.9

9.5

8.1

100.0

7.7

42.3

40.0

12.8

27.6

25.0

32.0

25.0

35.4

38.5

42.0

32.4

25.4

16.2

23.1

19.2

25.7

38.5

31.0

32.8

4.0

33.3

25.0

28.8

26.0

25.0

28.6

32.4

46.2

19.2

14.3

28.2

19.0

20.3

12.0

4.2

22.9

19.2

16.0

16.2

19.0

8.1

23.1

15.4

11.4

17.9

10.3

7.8

4.0

100.0

29.2

6.3

1.9

8.0

11.8

3.2

13.5

5.2

6.3

32.0

4.2

1.9

8.0

8.8

14.3

21.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 51 あなたは、自分の好きなことや得意なことなどできることを公共施設で活かして

みたいですか（例：ボランティアとして関わりたい、イベントや講座を開催して

みたいなど）（記入は１つ） 

「どちらともいえない」の割合が 38.1％と最も高く、次いで「自由な時間や機会があれば活か

してみたい」の割合が 25.7％、「活かしたくない」の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

積極的に活かしたい・活かして

いる

自由な時間や機会があれば活

かしてみたい

どちらともいえない

どちらかといえば活かしたくない

活かしたくない

無回答

2.8

25.7

38.1

8.5

13.7

11.3

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 20 歳代で「自由な時間や機会があれば活かしてみたい」

の割合が高く、約６割となっています。また、女性の 80 歳以上で「活かしたくない」の割合が高

く、約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積極的に活かしたい・活かしている

自由な時間や機会があれば活かしてみたい

どちらともいえない

どちらかといえば活かしたくない

活かしたくない

無回答

回答者数 =

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

7.7

2.9

3.4

3.1

12.0

3.8

4.4

3.2

66.7

61.5

38.5

31.4

28.2

22.4

15.6

12.0

29.2

29.2

38.5

34.0

29.4

12.7

5.4

33.3

30.8

30.8

45.7

48.7

43.1

43.8

28.0

50.0

50.0

41.7

34.6

40.0

35.3

34.9

16.2

11.5

8.6

5.1

5.2

12.5

4.0

4.2

8.3

9.6

8.0

8.8

12.7

8.1

7.7

11.5

8.6

17.9

12.1

9.4

4.0

50.0

12.5

20.8

7.7

16.0

16.2

12.7

29.7

2.9

13.8

15.6

40.0

4.2

5.8

2.0

5.9

23.8

40.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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８ 市役所の新庁舎整備について 

問 52 現在、市で新庁舎に関する議論が行われていることをご存じでしたか 

（記入は１つ） 

「知っていた」の割合が 62.3％、「知らなかった」の割合が 34.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他に比べ、60 歳代、70 歳代で「知っていた」の割合が高く、７割台後半とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

知っていた

知らなかった

無回答

62.3

34.0

3.8

0 20 40 60 80 100

知っていた 知らなかった 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

16.2

39.2

57.5

69.7

76.2

78.7

56.5

80.0

81.1

60.8

42.5

28.1

20.6

16.5

30.6

2.7

2.2

3.2

4.7

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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９ 市の広報について 

問 54 美濃加茂市を知人・友人にどの程度の思いをもってすすめますか 

「１」～「５」をあわせた“非推奨者”の割合が 36.8％、「８」～「10」をあわせた“推奨者”

の割合が 20.1％となっています。後半となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※顧客のロイヤリティを測るための指標である、ＮＰＳ（ネットプロモータースコア）の考え方を参考として、 

１～５点を非推奨者、８～10 点を推奨者として算出しています。 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

１点（弱い）

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点（強い）

無回答

2.5

3.6

6.5

3.6

20.6

17.0

15.5

13.4

3.3

3.4

10.6

0 20 40 60 80 100

推奨者 

20.1％（R01） 

非推奨者 

36.8％（R01） 
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）

平成27年度（回答者数 = 751）

非推奨者 

36.8％（R01） 

40.2％（Ｈ30） 

53.6％（Ｈ29） 

49.9％（Ｈ27） 

推奨者 

20.1％（R01） 

23.2％（Ｈ30） 

14.4％（Ｈ29） 

17.6％（Ｈ27） 
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【性 別】 

性別でみると、非推奨者と推奨者の割合に大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、30 歳代から 60 歳代で非推奨者の割合が高く、約４割とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答

非推奨者 推奨者 （強い）（弱い）

回答者数 =

男性 263

女性 345

2.7

2.0

3.4

3.8

6.1

7.0

3.4

3.8

24.0

18.3

18.6

15.7

11.8

18.3

13.3

13.6

2.3

4.1

4.6

2.6

9.9

11.0

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

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

1.1

5.6

1.6

2.4

4.8

5.4

1.1

4.5

6.3

3.1

1.6

5.4

8.1

9.2

6.7

5.6

4.7

8.1

20.0

5.4

4.1

4.6

3.4

5.6

1.6

20.0

18.9

25.7

21.8

22.5

20.6

21.3

11.3

18.9

28.4

24.1

11.2

16.7

11.8

12.9

35.1

10.8

13.8

20.2

18.3

11.0

9.7

20.0

8.1

8.1

13.8

16.9

13.5

16.5

11.3

2.7

4.1

4.6

3.4

1.6

4.7

1.6

40.0

2.7

2.7

4.6

3.4

3.2

0.8

4.8

2.7

2.7

1.1

2.2

7.1

22.0

33.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 55 何をすすめたいと思いますか（記入は複数可） 

「自然」の割合が 53.8％と最も高く、次いで「交通の便」の割合が 21.7％、「子育て」の割合

が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

自然

交通の便

子育て

福祉

人

歴史

文化

食

教育

仕事

その他

無回答

53.8

21.7

19.9

17.2

17.0

14.7

13.9

12.9

9.6

7.8

6.5

18.1

0 20 40 60 80 100
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、「自然」「子育て」「文化」「食」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

自然

交通の便

子育て

福祉

人

歴史

文化

食

教育

仕事

その他

無回答

53.8

21.7

19.9

17.2

17.0

14.7

13.9

12.9

9.6

7.8

6.5

18.1

45.5

19.8

12.6

13.0

12.5

10.9

7.6

5.5

4.7

6.2

11.5

14.6

47.5

20.3

13.0

11.6

9.6

5.5

8.2

9.8

4.6

4.8

10.7

10.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代で「自然」の割合が高く、約７割となっていま

す。また、女性の 30 歳代、40 歳代で「子育て」の割合が高く、３割台半ばとなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

子
育
て 

教
育 

仕
事 

交
通
の
便 

福
祉 

人 自
然 

食 文
化 

歴
史 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 － － － － 33.3 33.3 66.7 33.3 33.3 66.7 － －

    20 歳代 13 15.4 － 15.4 38.5 － 15.4 53.8 30.8 7.7 － － 7.7 

    30 歳代 26 26.9 7.7 11.5 30.8 3.8 3.8 53.8 7.7 11.5 7.7 7.7 7.7 

    40 歳代 35 22.9 11.4 8.6 25.7 17.1 25.7 54.3 22.9 20.0 14.3 17.1 2.9 

    50 歳代 39 15.4 2.6 2.6 17.9 10.3 17.9 59.0 10.3 12.8 10.3 7.7 17.9 

    60 歳代 58 10.3 15.5 12.1 24.1 17.2 20.7 56.9 15.5 22.4 17.2 3.4 20.7 

    70 歳代 64 20.3 15.6 18.8 29.7 28.1 23.4 57.8 18.8 18.8 26.6 3.1 21.9 

    80 歳以上 25 12.0 24.0 8.0 20.0 32.0 12.0 24.0 12.0 12.0 12.0 8.0 44.0 

女性 10 歳代 2 － － － － － － 50.0 － － － 50.0 －

    20 歳代 24 25.0 4.2 － 20.8 12.5 12.5 41.7 8.3 8.3 4.2 4.2 12.5 

    30 歳代 48 35.4 8.3 4.2 12.5 4.2 10.4 60.4 6.3 10.4 12.5 8.3 12.5 

    40 歳代 52 34.6 5.8 1.9 15.4 9.6 23.1 59.6 13.5 9.6 5.8 7.7 7.7 

    50 歳代 50 24.0 16.0 4.0 20.0 12.0 16.0 68.0 8.0 12.0 18.0 4.0 10.0 

    60 歳代 68 14.7 1.5 7.4 22.1 23.5 10.3 55.9 8.8 14.7 19.1 7.4 20.6 

    70 歳代 63 15.9 9.5 6.3 22.2 22.2 19.0 44.4 15.9 11.1 12.7 6.3 30.2 

    80 歳以上 37 10.8 10.8 10.8 18.9 29.7 18.9 37.8 8.1 10.8 10.8 5.4 29.7 
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問 56 美濃加茂市内で行われる市民活動に参加したいと思いますか 

（参加していますか） 

「１」～「５」をあわせた“非希望者”の割合が 58.3％、「８」～「10」をあわせた“希望者”

の割合が 13.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※顧客のロイヤリティを測るための指標である、ＮＰＳ（ネットプロモータースコア）の考え方を参考として、 

１～５点を非希望者、８～10 点を希望者として算出しています。 

 

  

回答者数 = 612 ％

１点（参加したくない）

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点（参加したい）

無回答

12.7

5.2

10.5

5.6

24.3

8.8

10.5

7.7

2.9

3.1

8.7

0 20 40 60 80 100

非希望者 

58.3％（R01） 

希望者 

13.7％（R01） 
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【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

１点（参加したくない）

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点（参加したい）

無回答

12.7

5.2

10.5

5.6

24.3

8.8

10.5

7.7

2.9

3.1

8.7

10.9

6.6

11.2

6.0

23.8

6.3

8.8

9.2

1.3

4.7

11.2

10.0

6.0

9.4

6.2

25.1

9.1

8.7

10.7

2.5

6.4

5.9

11.3

6.1

13.2

5.7

22.6

8.0

9.4

8.4

2.8

6.2

6.2

0 10 20 30 40 50

非希望者 

58.3％（R01） 

58.5％（Ｈ30） 

56.7％（Ｈ29） 

58.9％（Ｈ27） 

希望者 

13.7％（R01） 

15.2％（Ｈ30） 

19.6％（Ｈ29） 

17.4％（Ｈ27） 

令和元年度（回答者数 = 612）

平成30年度（回答者数 = 617）

平成29年度（回答者数 = 562）

平成27年度（回答者数 = 751）
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【性 別】 

性別でみると、非希望者と希望者の割合に大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、年齢が低くなるにつれ“非希望者”の割合が高くなる傾向

がみられ、20 歳代、30 歳代で約７割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 無回答

非希望者 希望者 
（参加したい）（参加したくない）

回答者数 =

男性 263

女性 345

9.5

15.1

4.9

5.5

8.7

11.9

5.3

5.8

29.3

20.6

10.3

7.8

11.8

9.3

6.8

8.4

1.9

3.8

3.0

3.2

8.4

8.7

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

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

18.9

20.3

10.3

11.2

11.1

7.1

21.0

8.1

5.4

5.7

4.5

7.1

3.9

3.2

10.8

12.2

10.3

15.7

13.5

5.5

6.5

20.0

5.4

5.4

9.2

7.9

4.8

3.9

1.6

20.0

24.3

25.7

28.7

21.3

23.0

32.3

8.1

20.0

8.1

12.2

10.3

4.5

10.3

9.4

4.8

13.5

6.8

9.2

15.7

11.1

8.7

9.7

20.0

4.1

6.9

6.7

10.3

8.7

11.3

20.0

5.4

1.4

5.7

2.2

0.8

3.1

3.2

2.7

4.1

2.3

5.6

2.4

2.4

3.2

2.7

2.7

1.1

4.5

5.6

15.0

27.4

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



81 

問 57 美濃加茂市が発信する行政情報は、主にどこから入手していますか 

（記入は複数可） 

「広報紙」の割合が 81.4％と最も高く、次いで「チラシやポスター」の割合が 21.7％、「すぐ

メールみのかも」の割合が 20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

広報紙

チラシやポスター

すぐメールみのかも

公式ホームページ

ケーブルテレビ（CCNet ）

公式LINE

コミュニティFM（FMらら）

公式ツイッター

その他

無回答

81.4

21.7

20.6

12.3

9.5

4.1

3.9

1.3

4.7

7.5

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他の年代に比べ、男性の 60 歳代、女性の 50 歳代、60 歳代で「広報紙」の

割合が高く、約９割となっています。また、女性の 40 歳代、50 歳代で「すぐメールみのかも」

の割合が高く、約５割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

広
報
紙 

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

す
ぐ
メ
ー
ル
み
の
か
も 

公
式
ツ
イ
ッ
タ
ー 

公
式L

I
N
E
 

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ 

（
Ｃ
Ｃ
Ｎ
ｅ
ｔ 

） 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｆ
Ｍ 

（
Ｆ
Ｍ
ら
ら
） 

チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 33.3 － － － － － － 33.3 － 33.3 

    20 歳代 13 69.2 7.7 7.7 7.7 － 7.7 － 15.4 15.4 7.7 

    30 歳代 26 61.5 19.2 19.2 3.8 3.8 7.7 － 26.9 11.5 3.8 

    40 歳代 35 85.7 5.7 14.3 － 2.9 14.3 2.9 25.7 － －

    50 歳代 39 76.9 15.4 25.6 － 2.6 7.7 5.1 25.6 5.1 7.7 

    60 歳代 58 89.7 20.7 10.3 1.7 － 19.0 5.2 19.0 1.7 3.4 

    70 歳代 64 87.5 9.4 7.8 － 3.1 12.5 1.6 20.3 3.1 7.8 

    80 歳以上 25 64.0 12.0 8.0 4.0 4.0 8.0 4.0 32.0 － 32.0 

女性 10 歳代 2 100.0 － 50.0 － － － － － － －

    20 歳代 24 58.3 8.3 4.2 － 4.2 4.2 － 25.0 12.5 12.5 

    30 歳代 48 79.2 18.8 33.3 4.2 6.3 － 8.3 20.8 10.4 2.1 

    40 歳代 52 82.7 17.3 48.1 － 7.7 9.6 5.8 9.6 5.8 3.8 

    50 歳代 50 88.0 18.0 44.0 2.0 6.0 6.0 4.0 22.0 2.0 2.0 

    60 歳代 68 92.6 8.8 22.1 － 7.4 10.3 5.9 30.9 4.4 2.9 

    70 歳代 63 84.1 3.2 9.5 － 1.6 11.1 － 22.2 4.8 9.5 

    80 歳以上 37 78.4 5.4 13.5 2.7 5.4 5.4 8.1 10.8 2.7 21.6 
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問 58 ケーブルテレビ（CCNet ）を見ていますか（記入は１つ） 

「よく見ている」と「時々見ている」をあわせた“見ている”の割合が 21.1％、「あまり見て

いない」と「見たことがない」をあわせた“見ていない”の割合が 76.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

よく見ている

時々見ている

あまり見ていない

見たことがない

無回答

5.1

16.0

15.4

60.8

2.8

0 20 40 60 80 100

よく見ている 時々見ている あまり見ていない

見たことがない 無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

5.1

5.7

6.4

16.0

14.3

17.1

15.4

14.6

11.9

60.8

60.3

61.6

2.8

5.2

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代で“見ていない”の割合が高く、９割台半ばとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく見ている 時々見ている あまり見ていない

見たことがない 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

4.1

5.7

4.5

1.6

8.7

8.1

20.0

2.7

17.6

14.9

19.1

20.6

17.3

6.5

20.0

32.4

18.9

26.4

15.7

12.7

7.9

6.5

60.0

62.2

59.5

52.9

59.6

63.5

62.2

67.7

2.7

1.1

1.6

3.9

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 59 コミュニティ FM（FM らら）を聴いていますか（記入は１つ） 

「よく聴いている」と「時々聴いている」をあわせた“聴いている”の割合が 14.8％、「あま

り聴いたことがない」と「聴いたことがない」をあわせた“聴いていない”の割合が 81.7％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、「聴いたことがない」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

よく聴いている

時々聴いている

あまり聴いたことがない

聴いたことがない

無回答

2.9

11.9

12.7

69.0

3.4

0 20 40 60 80 100

よく聴いている 時々聴いている あまり聴いたことがない

聴いたことがない 無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

2.9

3.9

3.7

11.9

14.6

14.4

12.7

16.0

14.1

69.0

59.2

63.9

3.4

6.3

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代から 40 歳代で“聴いたことがない”の割合が高く、

９割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく聴いている 時々聴いている あまり聴いたことがない

聴いたことがない 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

1.4

1.1

5.6

3.2

3.1

4.8

40.0

2.7

6.8

8.0

13.5

19.8

9.4

12.9

18.9

14.9

20.7

19.1

7.9

10.2

3.2

60.0

75.7

77.0

70.1

60.7

67.5

70.9

66.1

2.7

1.1

1.6

6.3

12.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 60 広報紙のタイトルロゴ「      」を知っていますか（記入は１つ） 

「知っている」の割合が 67.5％、「知らない」の割合が 28.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、30 歳代から 50 歳代で「知っている」の割合が高く、８割

を超えています。また、80 歳以上で「知らない」の割合が高く、５割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

知っている

知らない

無回答

67.5

28.1

4.4

0 20 40 60 80 100

知っている 知らない 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

80.0

70.3

82.4

83.9

88.8

69.8

49.6

29.0

20.0

27.0

17.6

14.9

11.2

26.2

42.5

54.8

2.7

1.1

4.0

7.9

16.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 61 「広報みのかも」を読んでいますか（記入は１つ） 

「ほとんど毎号目を通している」と「毎号ではないが目を通している」をあわせた“目を通し

ている”の割合が 76.5％、「どちらかと言えば目を通さない」と「まったく目を通さない」をあ

わせた“目を通さない”の割合が 19.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

ほとんど毎号目を通している

毎号ではないが目を通している

どちらかと言えば目を通さない

まったく目を通さない

無回答

48.2

28.3

10.1

9.8

3.6

0 20 40 60 80 100

ほとんど毎号目を通している 毎号ではないが目を通している

どちらかと言えば目を通さない まったく目を通さない

無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

平成28年度 612

48.2

44.9

51.1

51.8

28.3

25.3

27.2

27.5

10.1

13.3

8.2

9.0

9.8

11.7

10.1

8.5

3.6

4.9

3.4

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【年代別】 

年代別でみると、70 歳代以下で年代が高くなるにつれ「ほとんど毎号目を通している」の割合

が高くなっています。また、20 歳代、30 歳代で「まったく目を通さない」の割合が高く、約３割

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ほとんど毎号目を通している 毎号ではないが目を通している

どちらかと言えば目を通さない まったく目を通さない

無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

13.5

32.4

40.2

51.7

56.3

62.2

50.0

20.0

40.5

29.7

37.9

30.3

26.2

22.0

21.0

40.0

16.2

14.9

12.6

6.7

8.7

7.9

8.1

20.0

29.7

23.0

8.0

11.2

4.0

1.6

9.7

1.1

4.8

6.3

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 62 「広報みのかも」をどのような形で読んでいますか（記入は複数可） 

「自宅又は事業所に配布される紙の広報紙」の割合が 83.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 63 美濃加茂市の公式ホームページ（スマートフォン版を含む）を利用することは 

ありますか（記入は１つ） 

「よく利用する」と「時々利用する」をあわせた“利用する”の割合が 22.4％、「あまり利用

しない」と「全く利用しない」をあわせた“利用しない”の割合が 74.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

自宅又は事業所に配布される

紙の広報紙

駅やスーパーなどに設置してあ

る紙の広報紙

スマートフォンアプリ「マチイロ」

その他

無回答

83.0

5.1

1.3

3.6

10.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

よく利用する

時々利用する

あまり利用しない

全く利用しない

無回答

2.8

19.6

20.8

53.3

3.6

0 20 40 60 80 100
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、30 歳代、50 歳代で“利用する”の割合が高く、３割台半ば

となっています。また、20 歳代、70 歳代以上で“利用しない”の割合が高く、約８割となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく利用する 時々利用する あまり利用しない

全く利用しない 無回答

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

5.4

2.7

2.3

6.7

1.6

0.8

3.2

10.8

33.8

27.6

29.2

19.0

10.2

6.5

27.0

28.4

35.6

25.8

18.3

10.2

9.7

100.0

56.8

35.1

34.5

38.2

56.3

71.7

69.4

4.8

7.1

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 64 公式ホームページは見やすいですか（記入は１つ） 

「とても見やすい」と「見やすい」をあわせた“見やすい”の割合が 35.3％、「見にくい」と

「とても見にくい」をあわせた“見にくい”の割合が 17.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代、50 歳代で“見やすい”の割合が高く、約５割とな

っています。また、30 歳代で“見にくい”の割合が高く、３割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

1.4

2.2

0.8

3.2

40.0

35.1

35.1

48.3

49.4

31.7

18.9

30.6

13.5

31.1

24.1

14.6

8.7

6.3

8.1

5.4

5.4

1.1

3.4

4.0

1.6

6.5

60.0

45.9

27.0

26.4

30.3

55.6

72.4

51.6

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

回答者数 = 612 ％

とても見やすい

見やすい

見にくい

とても見にくい

無回答

1.0

34.3

14.1

3.6

47.1

0 20 40 60 80 100

とても見やすい 見やすい 見にくい とても見にくい 無回答
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問 65 公式ホームページで探している情報はみつけやすいですか。また、主にどのよう

な情報を探しますか。（記入は１つ） 

「みつけやすい」の割合が 22.4％、「みつけにくい」の割合が 25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代、50 歳代で「みつけやすい」の割合が高く、３割台

半ばとなっています。また、30 歳代で「みつけにくい」の割合が高く、４割台半ばとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 612 ％

みつけやすい

みつけにくい

無回答

22.4

25.8

51.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

24.3

25.7

35.6

36.0

19.8

7.9

16.1

40.0

27.0

44.6

36.8

25.8

18.3

18.9

16.1

40.0

48.6

29.7

27.6

38.2

61.9

73.2

67.7

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

みつけやすい みつけにくい 無回答
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10 男女共同参画社会の推進について 

問 66 ①～⑥にあげる分野については男女平等になっていると思いますか 

（記入はそれぞれ１つ） 

①社会全体、⑤しきたりや慣習で「男性が優遇」と「どちらかといえば男性が優遇」をあわせ

た“男性が優遇”の割合が高く、約６割となっています。また、④学校教育の場で「男女平等」

の割合が、②家庭生活で「女性が優遇」と「どちらかといえば女性が優遇」をあわせた“女性が

優遇”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

N = 612

①社会全体では

②家庭生活では

③職場では

④学校教育の場では

⑤しきたりや慣習では

⑥地域活動の場では

23.7

11.1

17.3

2.5

26.8

12.1

37.3

19.0

25.5

7.0

32.8

26.0

12.4

28.9

19.3

42.3

8.0

21.9

2.3

10.3

3.3

2.1

1.5

2.6

1.0

6.5

3.1

1.6

2.1

2.3

11.6

10.0

12.4

24.2

14.5

20.8

11.8

14.2

19.1

20.3

14.2

14.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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①社会全体では 

【性 別】 

性別でみると、他の年代に比べ、女性に比べ、男性で「男女平等」“女性が優遇”の割合が高く

なっています。また、男性に比べ、女性で“男性が優遇”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

18.3

27.8

36.5

38.0

20.2

6.4

4.9

0.3

1.9 7.6

14.8

10.6

12.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、すべての年代で男性に比べ、女性で“男性が優遇”の割合が高く、特に女

性の 50 歳代で７割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

23.1

19.2

20.0

25.6

20.7

17.2

100.0

16.7

27.1

17.3

28.0

39.7

22.2

35.1

30.8

38.5

45.7

41.0

36.2

37.5

20.0

50.0

45.8

51.9

48.0

30.9

33.3

10.8

66.7

23.1

19.2

17.1

12.8

25.9

15.6

28.0

4.2

4.2

9.6

8.0

10.3

3.2

2.7

11.5

8.6

10.3

3.4

1.6

4.2

7.7

3.8

2.9

1.7

1.6

33.3

15.4

7.7

5.7

10.3

5.2

4.7

12.0

20.8

20.8

21.2

14.0

10.3

11.1

10.8

6.9

21.9

40.0

4.2

2.1

2.0

8.8

30.2

40.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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②家庭生活では 

【性 別】 

性別でみると、他の年代に比べ、女性に比べ、男性で「男女平等」“女性が優遇”の割合が高く

なっています。また、男性に比べ、女性で“男性が優遇”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

9.1

12.5

15.6

21.7

35.0

24.6

13.7

7.5

4.9

7.5

8.4

11.3

13.3

14.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、30 歳代以上のすべての年代で、男性に比べ、女性で“男性が優遇”の割合

が高く、特に女性の 50 歳代で５割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

30.8

11.5

2.9

2.6

6.9

15.6

4.0

50.0

12.5

7.7

20.0

14.7

9.5

16.2

33.3

7.7

19.2

14.3

25.6

17.2

14.1

8.3

20.8

21.2

36.0

26.5

22.2

5.4

33.3

23.1

30.8

40.0

41.0

44.8

28.1

24.0

50.0

37.5

39.6

42.3

22.0

19.1

7.9

13.5

23.1

15.4

20.0

12.8

19.0

4.7

12.0

4.2

10.4

5.8

8.0

10.3

4.8

8.1

33.3

7.7

2.9

10.3

7.8

16.7

6.3

5.8

6.0

2.9

11.1

10.8

15.4

11.5

20.0

7.7

1.7

6.3

8.0

29.2

8.3

13.5

6.0

14.7

7.9

8.1

3.8

10.3

23.4

52.0

4.2

2.1

3.8

2.0

11.8

36.5

37.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③職場では 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で“男性が優遇”の割合が高く、約５割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

18.3

15.9

29.7

22.6

20.5

18.6

3.8

2.9

3.8

2.6

7.2

16.5

16.7

20.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他の年代に比べ、男性の 50 歳代で“男性が優遇”の割合が高く、約７割と

なっています。また、男性の 30 歳代、40 歳代で“女性が優遇”の割合が高く、約２割となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

26.9

11.4

30.8

24.1

10.9

8.0

100.0

16.7

12.5

9.6

22.0

22.1

7.9

18.9

46.2

38.5

22.9

38.5

32.8

26.6

12.0

33.3

25.0

26.9

20.0

27.9

19.0

8.1

100.0

30.8

11.5

31.4

17.9

22.4

15.6

12.0

25.0

29.2

25.0

32.0

10.3

7.9

8.1

11.5

5.7

7.7

3.4

8.3

10.4

3.8

1.6

7.7

7.7

17.1

1.7

6.3

5.8

6.0

3.8

11.4

2.6

3.4

14.1

8.0

12.5

12.5

25.0

14.0

20.6

14.3

13.5

2.6

12.1

32.8

60.0

4.2

4.2

3.8

6.0

19.1

49.2

51.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④学校教育の場では 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「男女平等」の割合が高く、４割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

1.9

2.9

7.2

7.0

45.2

40.0

3.0

1.4

2.3

0.9

20.9

27.0

19.4

20.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他の年代に比べ、男性の 20 歳代で“男性が優遇”の割合が高く、約３割と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

2.6

1.7

1.6

50.0

4.2

1.9

6.0

1.5

5.4

15.4

3.8

5.7

12.8

6.9

6.3

4.0

8.3

6.3

7.7

8.0

8.8

1.6

10.8

100.0

38.5

42.3

54.3

56.4

58.6

32.8

16.0

50.0

29.2

47.9

53.8

52.0

36.8

33.3

18.9

3.8

5.1

4.7

8.0

4.2

2.1

1.9

2.0

1.5

3.8

8.6

1.7

1.6

2.1

1.9

1.6

30.8

42.3

28.6

17.9

13.8

17.2

16.0

54.2

35.4

30.8

28.0

30.9

11.1

13.5

3.8

2.9

5.1

17.2

35.9

56.0

4.2

2.1

1.9

4.0

20.6

52.4

51.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤しきたりや慣習では 

【性 別】 

性別でみると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

26.6

27.0

34.6

31.6

9.5

7.0

1.9

1.2

1.5

2.6

13.3

15.7

12.5

15.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代で“男性が優遇”の割合が高く、約７割となって

います。また、男性の 20 歳代で「男女平等」の割合が高く、約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

23.1

30.8

20.0

41.0

32.8

23.4

8.0

50.0

12.5

39.6

19.2

40.0

35.3

9.5

27.0

33.3

15.4

38.5

40.0

30.8

41.4

37.5

16.0

50.0

50.0

27.1

38.5

32.0

30.9

34.9

10.8

66.7

30.8

3.8

8.6

5.1

10.3

7.8

8.0

6.3

7.7

12.0

7.4

3.2

10.8

7.7

3.8

2.6

3.4

4.2

4.8

3.8

2.9

2.6

4.0

4.2

4.2

1.9

2.9

1.6

5.4

23.1

19.2

28.6

15.4

5.2

9.4

8.0

25.0

20.8

30.8

12.0

11.8

7.9

8.1

2.6

6.9

21.9

56.0

4.2

2.1

1.9

4.0

11.8

38.1

37.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑥地域活動の場では 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「男女平等」の割合が高く、約３割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

11.8

12.5

24.0

27.2

28.1

17.1

3.0

2.3

3.0

1.7

17.1

23.8

12.9

15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他の年代に比べ、女性の 60 歳代で“男性が優遇”の割合が高く、約６割と

なっています。また、男性の 40 歳代で「男女平等」の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性が優遇 どちらかといえば男性が優遇

男女平等 女性が優遇

どちらかといえば女性が優遇 わからない

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

11.5

8.6

10.3

13.8

15.6

4.0

50.0

8.3

8.3

9.6

16.0

20.6

4.8

16.2

7.7

30.8

28.6

28.2

31.0

18.8

12.0

20.8

29.2

23.1

32.0

36.8

27.0

13.5

100.0

30.8

15.4

37.1

30.8

31.0

25.0

16.0

16.7

16.7

26.9

20.0

16.2

14.3

8.1

10.3

5.2

1.6

4.2

1.9

2.0

1.5

3.2

5.4

7.7

2.9

2.6

1.7

4.7

4.2

1.9

2.0

5.4

46.2

30.8

22.9

17.9

8.6

10.9

16.0

50.0

50.0

39.6

32.7

24.0

11.8

12.7

13.5

3.8

8.6

23.4

52.0

2.1

3.8

4.0

13.2

38.1

37.8

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



107 

問 67 女性が仕事を続けていくのに大きな障害になっていると思うことはなんですか

（記入は複数可） 

「家事・育児の両立」の割合が 76.0％と最も高く、次いで「保育サービスが不足」の割合が

38.7％、「育児休業制度が整っていない」の割合が 31.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「育児休業制度が整っていない」「企業内に結婚や出産退職

の慣習・風土がある」「女性自身の職業に対する自覚が不足」の割合が高くなっています。また、

男性に比べ、女性で「保育サービスが不足」の割合が高く、約４割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
事
・
育
児
の
両
立 

保
育
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

育
児
休
業
制
度
が
整
っ
て
い
な
い

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

介
護
休
業
制
度
が
普
及
さ
れ
て 

い
な
い 

家
族
の
協
力
や
理
解
が
得
に
く
い

企
業
内
に
結
婚
や
出
産
退
職
の 

慣
習
・
風
土
が
あ
る 

出
産
・
育
児
退
職
後
の
再
雇
用
制
度

が
確
立
し
て
い
な
い 

女
性
自
身
の
職
業
に
対
す
る 

自
覚
が
不
足 

昇
進
・
昇
格
等
の
男
女
格
差 

無
回
答 

男性 263 77.9 35.0 34.6 26.6 22.1 21.7 24.0 29.3 20.9 25.9 11.8 

女性 345 74.5 41.4 28.7 28.7 26.4 26.1 13.3 26.7 13.6 22.6 12.2 

  

回答者数 = 612 ％

家事・育児の両立

保育サービスが不足

育児休業制度が整っていない

出産・育児退職後の再雇用制

度が確立していない

介護サービスが不足

介護休業制度が普及されてい

ない

家族の協力や理解が得にくい

昇進・昇格等の男女格差

企業内に結婚や出産退職の慣

習・風土がある

女性自身の職業に対する自覚

が不足

無回答

76.0

38.7

31.2

27.9

27.8

24.7

24.3

24.2

18.0

16.8

12.1

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他の年代に比べ、男性の 20 歳代、40 歳代、女性の 20 歳代から 40 歳代で

「家事・育児の両立」の割合が高く、約９割となっています。また、男性の 30 歳代、女性の 20

歳代、30 歳代で「保育サービスが不足」の割合が高く、６割を超えています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
事
・
育
児
の
両
立 

保
育
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

育
児
休
業
制
度
が
整
っ
て 

い
な
い 

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

介
護
休
業
制
度
が
普
及 

さ
れ
て
い
な
い 

家
族
の
協
力
や
理
解
が
得
に

く
い 

企
業
内
に
結
婚
や
出
産 

退
職
の
慣
習
・
風
土
が
あ
る 

出
産
・
育
児
退
職
後
の
再
雇
用

制
度
が
確
立
し
て
い
な
い 

女
性
自
身
の
職
業
に
対
す
る

自
覚
が
不
足 

昇
進
・
昇
格
等
の
男
女
格
差 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 33.3 － － 33.3 － － － － － － 33.3 

    20 歳代 13 92.3 46.2 30.8 15.4 15.4 15.4 15.4 7.7 7.7 23.1 －

    30 歳代 26 84.6 65.4 57.7 11.5 3.8 15.4 19.2 42.3 23.1 42.3 －

    40 歳代 35 91.4 42.9 31.4 22.9 22.9 22.9 22.9 28.6 17.1 34.3 －

    50 歳代 39 82.1 33.3 25.6 30.8 12.8 17.9 25.6 25.6 23.1 17.9 5.1 

    60 歳代 58 84.5 44.8 43.1 39.7 27.6 25.9 29.3 39.7 29.3 29.3 5.2 

    70 歳代 64 67.2 18.8 26.6 26.6 31.3 25.0 20.3 26.6 18.8 21.9 25.0 

    80 歳以上 25 56.0 12.0 36.0 16.0 24.0 20.0 32.0 20.0 16.0 16.0 36.0 

女性 10 歳代 2 100.0 － － － － － － － － － －

    20 歳代 24 91.7 62.5 41.7 29.2 33.3 16.7 16.7 29.2 12.5 25.0 －

    30 歳代 48 91.7 62.5 39.6 22.9 20.8 31.3 20.8 27.1 14.6 37.5 －

    40 歳代 52 88.5 48.1 30.8 34.6 28.8 28.8 21.2 34.6 13.5 25.0 5.8 

    50 歳代 50 78.0 48.0 26.0 30.0 26.0 28.0 8.0 22.0 12.0 14.0 4.0 

    60 歳代 68 70.6 39.7 26.5 29.4 32.4 33.8 10.3 33.8 16.2 20.6 13.2 

    70 歳代 63 57.1 20.6 25.4 25.4 23.8 20.6 14.3 22.2 11.1 17.5 30.2 

    80 歳以上 37 51.4 21.6 18.9 29.7 18.9 16.2 2.7 13.5 16.2 21.6 24.3 
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【子どもの年代別】 

子どもの年代別でみると、子どもの年齢が低くなるにつれ「保育サービスが不足」「女性自身の

職業に対する自覚が不足」の割合が高くなっています。また、子どもの年齢が高くなるにつれ「介

護サービスが不足」「介護休業制度が普及されていない」「家族の協力や理解が得にくい」の割合

が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
事
・
育
児
の
両
立 

保
育
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

育
児
休
業
制
度
が
整
っ
て
い
な
い

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
不
足 

介
護
休
業
制
度
が
普
及
さ
れ
て 

い
な
い 

家
族
の
協
力
や
理
解
が
得
に
く
い

企
業
内
に
結
婚
や
出
産
退
職
の 

慣
習
・
風
土
が
あ
る 

出
産
・
育
児
退
職
後
の
再
雇
用 

制
度
が
確
立
し
て
い
な
い 

女
性
自
身
の
職
業
に
対
す
る 

自
覚
が
不
足 

昇
進
・
昇
格
等
の
男
女
格
差 

無
回
答 

未就学児 84 84.5 65.5 38.1 25.0 19.0 23.8 25.0 34.5 23.8 28.6 3.6 

小学生 91 86.8 50.5 31.9 27.5 20.9 26.4 29.7 35.2 15.4 29.7 8.8 

中学生 50 82.0 40.0 36.0 38.0 26.0 28.0 28.0 30.0 10.0 36.0 10.0 

中学生以下の同居人は 
いない 

379 74.7 34.8 29.8 28.2 26.4 25.1 15.3 25.9 16.9 20.3 13.7 
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問 68 男女共同参画社会を実現するために必要だと思うことはなんですか 

（記入は１つ） 

「保育施設・サービスや、介護の充実」の割合が 24.2％と最も高く、次いで「法律や制度の見

直し」の割合が 15.7％、「女性を政策決定の場に積極的に登用」の割合が 14.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

法律や制度の見直し

女性を政策決定の場に積極的

に登用

各種団体において女性のリー

ダーの養成

職場における男女の均等を周

知

女性の就労機会

保育施設・サービスや、介護の

充実

男女平等などについての学習

機会

情報提供、交流の場、相談、教

育などのセンターの充実

各国の女性との交流、情報提

供

広報誌やパンフレットなどでPR

無回答

15.7

14.1

8.8

7.2

4.7

24.2

3.1

5.2

0.7

2.1

14.2

0 20 40 60 80 100
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【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「法律や制度の見直し」「女性を政策決定の場に積極的に登

用」「各種団体において女性のリーダーの養成」の割合が高くなっています。また、男性に比べ、

女性で「保育施設・サービスや、介護の充実」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法律や制度の見直し 女性を政策決定の場に積極的に登用

各種団体において女性のリーダーの養成 職場における男女の均等を周知

女性の就労機会 保育施設・サービスや、介護の充実

男女平等などについての学習機会 情報提供、交流の場、相談、教育などのセンターの充実

各国の女性との交流、情報提供 広報誌やパンフレットなどでPR

無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

19.8

12.8

17.5

11.3

12.5

5.8

8.0

6.7

2.3

6.7

17.1

29.9

4.9

1.7

3.8

6.4

0.8

0.6

2.7

1.4

10.6

16.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 30 歳代で「保育施設・サービスや、介護の充実」の割合

が高く、５割となっています。また、男性の 70 歳代で「女性を政策決定の場に積極的に登用」の

割合が高く、２割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法律や制度の見直し 女性を政策決定の場に積極的に登用

各種団体において女性のリーダーの養成 職場における男女の均等を周知

女性の就労機会 保育施設・サービスや、介護の充実

男女平等などについての学習機会 情報提供、交流の場、相談、教育などのセンターの充実

各国の女性との交流、情報提供 広報誌やパンフレットなどでPR

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

66.7

23.1

26.9

28.6

17.9

20.7

9.4

20.0

50.0

16.7

16.7

7.7

18.0

11.8

4.8

18.9

7.7

11.5

17.1

20.5

13.8

25.0

16.0

8.3

12.5

19.2

8.0

7.4

11.1

13.5

7.7

11.5

11.4

10.3

13.8

17.2

8.0

50.0

2.1

5.8

12.0

4.4

3.2

10.8

7.7

3.8

11.4

12.8

12.1

3.1

4.0

4.2

2.1

7.7

2.0

14.7

6.3

5.4

7.7

5.1

1.7

1.6

4.2

6.3

9.6

10.0

4.4

4.8

8.1

33.3

30.8

30.8

22.9

10.3

20.7

10.9

4.0

45.8

50.0

34.6

36.0

20.6

20.6

13.5

7.7

3.8

2.9

7.7

6.9

4.7

4.2

4.4

3.2

7.7

3.8

3.4

6.3

8.0

12.5

2.1

3.8

8.0

8.8

7.9

2.7

7.7

2.6

2.1

1.6

5.7

5.1

1.7

1.6

4.0

3.8

2.9

2.7

7.7

5.2

20.3

36.0

4.2

6.3

7.7

6.0

20.6

36.5

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 69 あなたは、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉を知っていますか 

（記入は１つ） 

「知らない」の割合が 48.7％と最も高く、次いで「言葉は知っている」の割合が 30.2％、「言

葉も意味も知っている」の割合が 14.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「言葉も意味も知っている」の割合が高く、約２割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

言葉も意味も知っている

言葉は知っている

知らない

無回答

14.9

30.2

48.7

6.2

0 20 40 60 80 100

言葉も意味も知っている 言葉は知っている 知らない 無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

20.9

10.4

29.3

31.0

46.0

50.7

3.8

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 50 歳代で「言葉も意味も知っている」の割合が高く、約

４割となっています。また、男性の 20 歳代で「言葉は知っている」の割合が高く、４割台半ばと

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

言葉も意味も知っている 言葉は知っている 知らない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

15.4

19.2

31.4

41.0

20.7

12.5

4.0

50.0

20.8

10.4

15.4

24.0

1.5

4.8

2.7

100.0

46.2

26.9

31.4

23.1

22.4

34.4

24.0

33.3

37.5

38.5

34.0

33.8

23.8

16.2

38.5

53.8

37.1

35.9

55.2

45.3

56.0

50.0

45.8

52.1

44.2

40.0

55.9

55.6

59.5

1.7

7.8

16.0

1.9

2.0

8.8

15.9

21.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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11 人権施策の推進について 

問 70 美濃加茂市は人権が尊重されている社会であると思いますか（記入は１つ） 

「そう思う」と「まあそう思う」をあわせた“そう思う”の割合が 55.4％、「どちらかといえ

ばそう思わない」と「そうは思わない」をあわせた“そうは思わない”の割合が 11.8％、「どち

らともいえない」の割合が％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

そう思う

まあそう思う

どちらかといえばそう思わない

そうは思わない

どちらともいえない

無回答

6.7

48.7

6.9

4.9

26.0

6.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 20 歳代、40 歳代、女性の 20 歳代で“そう思う”の割合

が高く、約７割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う まあそう思う

どちらかといえばそう思わない そうは思わない

どちらともいえない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

7.7

3.8

20.0

7.7

5.2

7.8

16.0

8.3

2.1

8.0

2.9

9.5

2.7

33.3

61.5

50.0

48.6

43.6

56.9

46.9

40.0

50.0

62.5

52.1

65.4

52.0

42.6

39.7

32.4

11.5

8.6

5.1

12.1

3.1

8.3

7.7

10.0

13.2

1.6

5.4

33.3

7.7

7.7

7.7

1.7

3.1

12.0

4.2

5.8

6.0

5.9

4.8

2.7

23.1

26.9

22.9

33.3

20.7

26.6

20.0

50.0

29.2

33.3

15.4

22.0

25.0

30.2

40.5

2.6

3.4

12.5

12.0

5.8

2.0

10.3

14.3

16.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 71 人権侵害を受けた内容はなんですか（記入は複数可） 

「あらぬ噂、他人からの悪口、陰口」の割合が 26.3％と最も高く、次いで「わからない」の割

合が 22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

あらぬ噂、他人からの悪口、陰
口

職場での不当な待遇

プライバシーの侵害

名誉・信用の棄損、侮辱

いじめ・虐待

公務員など公権力による不当な

扱い

差別待遇

セクシュアル・ハラスメント

夫やパートナーからの暴力（Ｄ

Ｖ）

ストーカー行為

わからない

その他

無回答

26.3

8.7

7.4

6.5

6.5

6.4

5.7

3.6

2.0

1.5

22.9

4.2

35.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 30 歳代で「あらぬ噂、他人からの悪口、陰口」「名誉・

信用の棄損、侮辱」「いじめ・虐待」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

あ
ら
ぬ
噂
、
他
人
か
ら
の 

悪
口
、
陰
口 

名
誉
・
信
用
の
棄
損
、
侮
辱 

公
務
員
な
ど
公
権
力
に
よ
る

不
当
な
扱
い 

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の 

暴
力
（
Ｄ
Ｖ
） 

職
場
で
の
不
当
な
待
遇 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害 

差
別
待
遇 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・ 

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト 

ス
ト
ー
カ
ー
行
為 

い
じ
め
・
虐
待 

わ
か
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 － － － － － － － － － － 66.7 － 33.3 

    20 歳代 13 23.1 － 7.7 － 7.7 － － 7.7 － 7.7 46.2 7.7 23.1 

    30 歳代 26 46.2 23.1 7.7 － 19.2 3.8 3.8 7.7 － 19.2 11.5 － 26.9 

    40 歳代 35 22.9 8.6 8.6 － 17.1 2.9 － － － 8.6 45.7 2.9 11.4 

    50 歳代 39 23.1 10.3 7.7 － 17.9 10.3 2.6 2.6 － 5.1 25.6 5.1 33.3 

    60 歳代 58 32.8 10.3 10.3 － 6.9 8.6 10.3 － 1.7 5.2 25.9 6.9 27.6 

    70 歳代 64 20.3 1.6 7.8 1.6 7.8 7.8 4.7 3.1 － 1.6 28.1 3.1 37.5 

    80 歳以上 25 28.0 8.0 12.0 4.0 8.0 8.0 － － － 4.0 8.0 4.0 56.0 

女性 10 歳代 2 50.0 50.0 50.0 － 50.0 50.0 － － － － 50.0 － －

    20 歳代 24 20.8 － － 4.2 8.3 8.3 4.2 4.2 4.2 12.5 25.0 8.3 37.5 

    30 歳代 48 35.4 8.3 4.2 4.2 10.4 8.3 6.3 8.3 2.1 8.3 27.1 10.4 20.8 

    40 歳代 52 34.6 5.8 3.8 1.9 5.8 7.7 1.9 5.8 3.8 9.6 21.2 3.8 28.8 

    50 歳代 50 26.0 8.0 10.0 4.0 6.0 8.0 8.0 6.0 2.0 2.0 18.0 2.0 38.0 

    60 歳代 68 30.9 5.9 4.4 4.4 7.4 8.8 13.2 2.9 2.9 7.4 8.8 4.4 38.2 

    70 歳代 63 9.5 － 1.6 － 3.2 6.3 4.8 1.6 － 4.8 19.0 － 60.3 

    80 歳以上 37 18.9 2.7 － － 2.7 － 5.4 2.7 － 2.7 27.0 2.7 51.4 
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問 72 取り組みを強化するべき人権問題はなんですか（記入は１つ） 

「子ども」の割合が 14.7％と最も高く、次いで「特にない」の割合が 14.5％、「障がいのある

人」の割合が 14.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性 別】 

性別でみると、他の年代に比べ、女性に比べ、男性で「高齢者」の割合が高く、約２割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

女性

子ども

高齢者

障がいのある人

外国人

同和問題

HIV 感染者等

刑を終えて出所した人

犯罪被害者等

インターネット・ＳＮＳ

ＬＧＢＴ

特にない

その他

無回答

4.1

14.7

14.2

14.4

8.5

0.5

0.0

1.3

2.5

9.2

0.5

14.5

2.1

13.6

0 20 40 60 80 100

女性 子ども 高齢者

障がいのある人 外国人 同和問題

HIV 感染者等 刑を終えて出所した人 犯罪被害者等

インターネット・ＳＮＳ ＬＧＢＴ 特にない

その他 無回答

回答者数 = 

男性 263

女性 345

1.5

5.8

12.5

16.5

19.0

10.7

15.2

13.9

10.6

7.0

0.8

0.3

0.8

1.7

2.7

2.3

7.6

10.1

0.8

0.3

16.7

12.8

3.0

1.4

8.7

17.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、年代が高くなるにつれ「高齢者」の割合が高くなる傾向がみられます。ま

た、他に比べ、20 歳代で「障がいのある人」「外国人」の割合が、30 歳代で「子ども」の割合が

高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性 子ども 高齢者

障がいのある人 外国人 同和問題

HIV 感染者等 刑を終えて出所した人 犯罪被害者等

インターネット・ＳＮＳ ＬＧＢＴ 特にない

その他 無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

2.7

8.1

6.9

3.4

5.6

0.8

13.5

25.7

20.7

20.2

15.1

5.5

6.5

40.0

5.4

11.5

11.2

15.9

19.7

25.8

20.0

24.3

12.2

12.6

10.1

15.9

18.1

9.7

20.0

18.9

8.1

10.3

13.5

7.1

5.5

1.6

1.1

1.1

1.6

1.4

2.3

2.2

0.8

0.8

1.6

2.7

1.4

3.4

3.4

1.6

2.4

3.2

20.0

10.8

13.5

10.3

13.5

8.7

4.7

3.2

2.7

1.4

0.8

18.9

12.2

8.0

15.7

16.7

12.6

22.6

5.4

2.3

2.2

1.6

2.4

5.4

5.4

10.3

3.4

10.3

27.6

24.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 73 人権が尊重されるまちをつくるために必要な取り組みはなんですか 

（記入は３つまで） 

「家庭で幼児期から「いのち」・「思いやり」の大切さなどを教える」の割合が 66.8％と最も高

く、次いで「保育園・学校での人権教育」の割合が 46.7％、「社会的弱者や少数者が生活しやす

いまちづくり」の割合が 33.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

家庭で幼児期から「いのち」・
「思いやり」の大切さなどを教え

る

保育園・学校での人権教育

社会的弱者や少数者が生活し
やすいまちづくり

自治会等地域での取り組み

人権侵害を受けた人への救済
策を充実する

人権に関する相談

人権に関わりの深い分野の業
務に従事する者に対する研修を

行う

人権擁護についての啓発活動

特にない

その他

無回答

66.8

46.7

33.0

14.9

13.1

10.9

10.1

8.3

4.1

1.6

7.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、男性で年齢が高くなるにつれ「自治会等地域での取り組み」の割合が高く

なる傾向がみられます。また、他に比べ、女性の 50 歳代で「家庭で幼児期から「いのち」・「思い

やり」の大切さなどを教える」の割合が高く、約８割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

家
庭
で
幼
児
期
か
ら
「
い
の
ち
」
・ 

「
思
い
や
り
」の
大
切
さ
な
ど
を
教
え
る

保
育
園
・
学
校
で
の
人
権
教
育 

社
会
的
弱
者
や
少
数
者
が
生
活 

し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り 

自
治
会
等
地
域
で
の
取
り
組
み 

人
権
侵
害
を
受
け
た
人
へ
の
救
済
策
を

充
実
す
る 

人
権
に
関
す
る
相
談 

人
権
擁
護
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動 

人
権
に
関
わ
り
の
深
い
分
野
の
業
務
に

従
事
す
る
者
に
対
す
る
研
修
を
行
う 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 10 歳代 3 66.7 － － 33.3 － － － － 33.3 － －

    20 歳代 13 46.2 53.8 38.5 7.7 15.4 38.5 － 23.1 － － －

    30 歳代 26 65.4 50.0 23.1 7.7 15.4 23.1 3.8 26.9 3.8 3.8 7.7 

    40 歳代 35 62.9 40.0 25.7 8.6 22.9 11.4 8.6 2.9 5.7 5.7 －

    50 歳代 39 66.7 48.7 38.5 12.8 5.1 10.3 17.9 － 12.8 5.1 －

    60 歳代 58 70.7 55.2 32.8 15.5 8.6 19.0 20.7 6.9 3.4 － 3.4 

    70 歳代 64 76.6 46.9 26.6 26.6 6.3 4.7 9.4 6.3 1.6 － 9.4 

    80 歳以上 25 36.0 24.0 28.0 28.0 16.0 4.0 12.0 12.0 4.0 － 20.0 

女性 10 歳代 2 － － 50.0 － 50.0 － － － 50.0 － －

    20 歳代 24 54.2 50.0 29.2 12.5 20.8 12.5 － 12.5 20.8 － －

    30 歳代 48 68.8 56.3 47.9 10.4 12.5 12.5 4.2 10.4 4.2 4.2 2.1 

    40 歳代 52 65.4 57.7 53.8 3.8 19.2 9.6 9.6 13.5 － 1.9 －

    50 歳代 50 82.0 50.0 34.0 8.0 20.0 8.0 4.0 18.0 － － 4.0 

    60 歳代 68 70.6 55.9 36.8 19.1 11.8 7.4 2.9 8.8 2.9 1.5 10.3 

    70 歳代 63 65.1 27.0 25.4 19.0 6.3 9.5 7.9 9.5 1.6 1.6 20.6 

    80 歳以上 37 59.5 40.5 13.5 16.2 13.5 8.1 5.4 10.8 2.7 － 18.9 
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問 74 あなたは、「ＬＧＢＴ」という言葉を知っていますか（記入は１つ） 

「知らない」の割合が 40.4％と最も高く、次いで「言葉も意味も知っている」の割合が 35.3％、

「言葉は知っている」の割合が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

言葉も意味も知っている

言葉は知っている

知らない

無回答

35.3

19.0

40.4

5.4

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 30 歳代から 50 歳代、女性の 40 歳代、50 歳代で「言葉

も意味も知っている」の割合が高く、約５割となっています。また、女性の 80 歳以上で「知らな

い」の割合が高く、約６割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

言葉も意味も知っている 言葉は知っている 知らない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

46.2

50.0

48.6

48.7

37.9

29.7

8.0

45.8

43.8

53.8

50.0

27.9

14.3

10.8

33.3

23.1

19.2

17.1

12.8

20.7

21.9

28.0

50.0

8.3

18.8

26.9

22.0

14.7

22.2

2.7

33.3

30.8

26.9

34.3

38.5

39.7

43.8

56.0

50.0

45.8

35.4

19.2

28.0

50.0

47.6

59.5

3.8

1.7

4.7

8.0

2.1

7.4

15.9

27.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 75 あなたは、在住外国人とどの程度のお付き合いがありますか（記入は１つ） 

「周囲に外国人がいない」の割合が 31.4％と最も高く、次いで「あいさつをする程度の人がい

る」の割合が 27.6％、「まったく言葉を交わさない」の割合が 22.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

親しく付き合っている人がいる

時々話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人がいる

まったく言葉を交わさない

周囲に外国人がいない

無回答

4.1

10.9

27.6

22.1

31.4

3.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 60 歳代、女性の 30 歳代、40 歳代で「あいさつをする程

度の人がいる」の割合が高く、約４割となっています。また、男性の 20 歳代で「まったく言葉を

交わさない」の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

親しく付き合っている人がいる 時々話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人がいる まったく言葉を交わさない

周囲に外国人がいない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

7.7

7.7

8.6

3.4

4.7

4.0

12.5

3.8

5.9

3.2

2.7

33.3

23.1

23.1

17.1

12.8

10.3

6.3

12.0

16.7

12.5

7.7

16.0

7.4

7.9

2.7

7.7

30.8

37.1

25.6

39.7

32.8

20.0

25.0

39.6

38.5

20.0

20.6

19.0

13.5

33.3

38.5

26.9

11.4

33.3

19.0

18.8

24.0

100.0

20.8

27.1

19.2

20.0

22.1

14.3

32.4

23.1

7.7

25.7

28.2

25.9

34.4

32.0

25.0

20.8

30.8

44.0

36.8

42.9

35.1

3.8

1.7

3.1

8.0

7.4

12.7

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 76 あなたは、人権施策の推進により自殺を予防することができると思いますか 

（記入は１つ） 

「予防できると思う」と「少しは予防できると思う」をあわせた“予防できると思う”の割合

が 52.4％、「どちらともいえない」の割合が 29.1％、「予防できると思わない」の割合が 11.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

予防できると思う

少しは予防できると思う

どちらともいえない

予防できると思わない

無回答

11.1

41.3

29.1

11.4

7.0

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 30 歳代で「少しは予防できると思う」の割合が高く、約

６割となっています。また、男性の 20 歳代で「予防できると思わない」の割合が高く、約３割と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予防できると思う 少しは予防できると思う どちらともいえない

予防できると思わない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

3.8

11.4

23.1

13.8

7.8

24.0

16.7

10.4

5.8

10.0

7.4

6.3

18.9

33.3

38.5

61.5

54.3

28.2

37.9

42.2

20.0

50.0

29.2

54.2

50.0

46.0

47.1

31.7

32.4

66.7

30.8

11.5

22.9

28.2

29.3

31.3

28.0

50.0

45.8

25.0

40.4

30.0

30.9

28.6

13.5

30.8

19.2

11.4

20.5

15.5

7.8

12.0

8.3

10.4

3.8

14.0

7.4

9.5

10.8

3.8

3.4

10.9

16.0

7.4

23.8

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 77 あなたは、人権擁護に関する相談窓口があることを知っていますか 

（記入は１つ） 

「知っている」の割合が 26.5％、「知らない」の割合が 67.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

知っている

知らない

無回答

26.5

67.6

5.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 70 歳代で「知っている」の割合が高く、約４割となって

います。また、女性の 30 歳代で「知らない」の割合が高く、８割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知っている 知らない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

19.2

28.6

20.5

29.3

40.6

28.0

50.0

20.8

14.6

25.0

34.0

25.0

22.2

35.1

100.0

100.0

76.9

71.4

79.5

67.2

54.7

64.0

50.0

79.2

85.4

73.1

66.0

66.2

57.1

48.6

3.8

3.4

4.7

8.0

1.9

8.8

20.6

16.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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12 カミーノについて  

問 78 美濃加茂市では、まち・ひと・しごと創生総合戦略「カミーノ」を推進している

ことを知っていましたか（○は１つ） 

「以前から知っていた」の割合が 32.0％、「今回のアンケートで初めて知った」の割合が 62.1％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

前回調査と比較すると、大きな変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

以前から知っていた

今回のアンケートで初めて知っ

た

無回答

32.0

62.1

5.9

0 20 40 60 80 100

以前から知っていた 今回のアンケートで初めて知った 無回答

回答者数 =

令和元年度 612

平成30年度 617

平成29年度 562

32.0

29.0

27.6

62.1

65.5

62.6

5.9

5.5

9.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 40 歳代で「以前から知っていた」の割合が高く、約６割

となっています。また、男性の 20 歳代、50 歳代で「今回のアンケートで初めて知った」の割合

が高く、約９割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以前から知っていた 今回のアンケートで初めて知った 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

7.7

26.9

31.4

12.8

31.0

31.3

12.0

20.8

50.0

57.7

46.0

33.8

30.2

18.9

100.0

92.3

69.2

68.6

87.2

67.2

60.9

64.0

100.0

79.2

50.0

40.4

54.0

57.4

55.6

62.2

3.8

1.7

7.8

24.0

1.9

8.8

14.3

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 79 カミーノは少子化・人口減少問題の克服として取り組んでいますが、子育てがし

やすくなるために必要と思われるものは何ですか（記入は１つ） 

「経済的な支援の充実」の割合が 29.7％と最も高く、次いで「家族や地域の人の理解と支援」

の割合が 17.8％、「産休・育休制度の充実」の割合が 15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性 別】 

性別でみると、女性に比べ、男性で「経済的な支援の充実」の割合が高く、約３割となってい

ます。また、男性に比べ、女性で「職場の理解」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

産休・育休制度の充実

経済的な支援の充実

子どもが遊べる場所の充実

職場の理解

家族や地域の人の理解と支援

就業（復職）支援の充実

無回答

15.4

29.7

7.7

11.1

17.8

8.8

9.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 

男性 263

女性 345

16.3

14.8

33.1

26.7

8.0

7.2

8.0

13.6

18.6

17.4

8.0

9.6

8.0

10.7

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

産休・育休制度の充実 経済的な支援の充実

子どもが遊べる場所の充実 職場の理解

家族や地域の人の理解と支援 就業（復職）支援の充実

無回答
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 20 歳代で「職場の理解」の割合が高く、約４割となって

います。また、男性の 30 歳代で「子どもが遊べる場所の充実」の割合が高く、２割台半ばとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産休・育休制度の充実 経済的な支援の充実

子どもが遊べる場所の充実 職場の理解

家族や地域の人の理解と支援 就業（復職）支援の充実

無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

7.7

15.4

22.9

7.7

22.4

17.2

8.0

20.8

6.3

5.8

24.0

19.1

12.7

16.2

33.3

30.8

46.2

42.9

43.6

27.6

26.6

20.0

50.0

33.3

43.8

38.5

26.0

19.1

9.5

27.0

33.3

7.7

26.9

8.6

2.6

6.9

3.1

8.0

16.7

12.5

5.8

10.0

2.9

4.8

5.4

38.5

11.4

10.3

3.4

7.8

4.0

50.0

12.5

18.8

13.5

12.0

17.6

12.7

2.7

15.4

7.7

5.7

25.6

25.9

20.3

20.0

12.5

8.3

25.0

18.0

14.7

20.6

21.6

8.6

5.1

6.9

12.5

16.0

4.2

8.3

7.7

8.0

16.2

12.7

2.7

3.8

5.1

6.9

12.5

24.0

2.1

3.8

2.0

10.3

27.0

24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【子どもの年代別】 

子どもの年代別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「産休・育休制度の充実」「家族や地

域の人の理解と支援」の割合が高くなっています。また、子どもの年齢が低くなるにつれ「子ど

もが遊べる場所の充実」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

産休・育休制度の充実 経済的な支援の充実

子どもが遊べる場所の充実 職場の理解

家族や地域の人の理解と支援 就業（復職）支援の充実

無回答

回答者数 = 

未就学児 84

小学生 91

中学生 50

中学生以下の
同居人はいない

379

10.7

11.0

20.0

16.9

35.7

39.6

30.0

27.2

16.7

12.1

4.0

5.5

11.9

8.8

12.0

12.1

11.9

17.6

18.0

19.5

7.1

3.3

4.0

10.0

6.0

7.7

12.0

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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13 防災について 

問 80 あなたは、自分の命を守るために自助の取り組みを行っていますか 

（記入は１つ） 

「はい」の割合が 45.4％、「いいえ」の割合が 46.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

はい

いいえ

無回答

45.4

46.2

8.3

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 40 歳代、女性の 50 歳代で「はい」の割合が高く、約６

割となっています。また、男性の 20 歳代で「いいえ」の割合が高く、８割台半ばとなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

66.7

15.4

46.2

57.1

43.6

55.2

37.5

28.0

50.0

37.5

45.8

42.3

60.0

55.9

38.1

37.8

33.3

84.6

46.2

42.9

53.8

43.1

51.6

48.0

50.0

58.3

52.1

55.8

36.0

35.3

38.1

43.2

7.7

2.6

1.7

10.9

24.0

4.2

2.1

1.9

4.0

8.8

23.8

18.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 81 あなたのご自宅では、地震に備えて家具の転倒防止対策をしていますか 

（記入は１つ） 

「転倒防止対策（一部を含む）をしている」の割合が 45.8％、「転倒防止対策をしていない」

の割合が 50.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代で「転倒防止対策をしていない」の割合が高く、約

６割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

転倒防止対策（一部を含む）を

している

転倒防止対策をしていない

無回答

45.8

50.5

3.8

0 20 40 60 80 100

転倒防止対策（一部を含む）をしている 転倒防止対策をしていない 無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

37.8

44.6

49.4

47.2

46.0

46.5

45.2

80.0

62.2

52.7

50.6

51.7

50.8

47.2

43.5

2.7

1.1

3.2

6.3

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 81 で「転倒防止対策（一部を含む）をしている」とお答えの方にお聞きします 

問 82 どの部屋の転倒防止対策をしていますか（記入は複数可） 

「寝室」の割合が 69.3％と最も高く、次いで「キッチン」の割合が 57.9％、「リビング」の割

合が 51.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 81 で「転倒防止対策（一部を含む）をしている」とお答えの方にお聞きします 

問 83 どのような器具等で転倒防止対策をしていますか（記入は複数可） 

「つっぱり棒（ポール式）で家具の上部のみを固定している」の割合が 47.5％と最も高く、次

いで「ストッパーや固定マットを使い、家具の下部のみを固定している」の割合が 34.6％、「L 型

金具などを使って、柱に家具を固定している」の割合が 31.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 280 ％

寝室

キッチン

リビング

子供部屋

その他

無回答

69.3

57.9

51.8

13.2

7.9

4.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 280 ％

つっぱり棒（ポール式）で家具の

上部のみを固定している

ストッパーや固定マットを使い、

家具の下部のみを固定している

L 型金具などを使って、柱に家

具を固定している

つっぱり棒（ポール式）とストッ
パーや固定マットを使い、上部

と下部を固定している

その他

無回答

47.5

34.6

31.8

11.4

11.4

5.0

0 20 40 60 80 100
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問 81 で「転倒防止対策をしていない」を選んだ方にお伺いします。 

問 84 転倒防止対策をしていない理由を教えてください（記入は複数可） 

「面倒である」の割合が 32.7％と最も高く、次いで「お金がかかる」の割合が 29.8％、「設置

方法等がわからない」の割合が 26.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 85 あなたのご自宅では、地震に備えて窓ガラスの飛散防止対策をしていますか 

（記入は１つ） 

「飛散防止対策（一部を含む）をしている」の割合が 15.7％、「飛散防止対策をしていない」

の割合が 80.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 309 ％

面倒である

お金がかかる

設置方法等がわからない

転倒する家具を置いていない

家具や壁を傷つけたくない

必要性を感じない

その他

無回答

32.7

29.8

26.5

20.1

19.4

10.7

9.4

4.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

飛散防止対策（一部を含む）を

している

飛散防止対策をしていない

無回答

15.7

80.4

3.9

0 20 40 60 80 100
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代で「飛散防止対策をしていない」の割合が高く、９

割台半ばとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 85 で「飛散防止対策（一部を含む）をしている」とお答えの方にお聞きします 

問 86 どの部屋の飛散防止対策をしていますか（記入は複数可） 

「リビング」の割合が 59.4％と最も高く、次いで「キッチン」の割合が 49.0％、「寝室」の割

合が 39.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 96 ％

リビング

キッチン

寝室

子供部屋

その他

無回答

59.4

49.0

39.6

17.7

7.3

9.4

0 20 40 60 80 100

飛散防止対策（一部を含む）をしている 飛散防止対策をしていない 無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

2.7

17.6

17.2

19.1

15.1

15.7

16.1

100.0

97.3

81.1

82.8

78.7

81.0

77.2

74.2

1.4

2.2

4.0

7.1

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 85 で「飛散防止対策（一部を含む）をしている」とお答えの方にお聞きします 

問 87 どのようにして飛散防止対策を行いましたか（記入は１つ） 

「自分で飛散防止フィルムを購入して貼り付けた」の割合が 54.2％、「業者等に依頼し貼って

もらった」の割合が 26.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 85 で「飛散防止対策をしていない」とお答えの方にお聞きします 

問 88 飛散防止対策をしていない理由を教えてください（記入は１つ） 

「設置方法等がわからない」の割合が 29.9％と最も高く、次いで「お金がかかる」の割合が

25.0％、「必要性を感じない」の割合が 17.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 96 ％

自分で飛散防止フィルムを購入

して貼り付けた

業者等に依頼し貼ってもらった

その他

無回答

54.2

26.0

13.5

6.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 492 ％

面倒である

設置方法等がわからない

お金がかかる

必要性を感じない

その他

無回答

14.0

29.9

25.0

17.3

9.6

4.3

0 20 40 60 80 100



143 

問 89 家具の固定、窓ガラスの飛散防止対策を行ううえで必要だと考えることは何が 

ありますか（記入は複数可） 

「個人の意識の向上と実践（あくまで自助対策は個人）」の割合が 64.4％と最も高く、次いで

「自助の対策を行うために必要な補助金の交付」の割合が 45.1％、「地域住民の連携による助け

合い（隣同士が協力するなどして、対策を行う）」の割合が 16.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 90 地震が発生した際、自宅は無事であっても上下水道施設の破損等により水洗トイ

レが使えなくなる場合が考えられますが、事前の備えをしていますか 

（記入は１つ） 

「携帯トイレを準備している（既設のトイレに袋をかぶせて使用し、凝固剤で固める方法のト

イレ）」の割合が 14.9％、「何も対策をしていない」の割合が 75.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

個人の意識の向上と実践（あく

まで自助対策は個人）

自助の対策を行うために必要な

補助金の交付

地域住民の連携による助け合

い（隣同士が協力するなどし
て、対策を行う）

その他

無回答

64.4

45.1

16.7

2.1

9.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 612 ％

携帯トイレを準備している（既設の
トイレに袋をかぶせて使用し、凝

固剤で固める方法のトイレ）

何も対策をしていない

その他

無回答

14.9

75.0

4.2

5.9

0 20 40 60 80 100
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代、40 歳代で「何も対策をしていない」の割合が高

く、８割台半ばとなっています。また、30 歳代で「携帯トイレを準備している（既設のトイレに

袋をかぶせて使用し、凝固剤で固める方法のトイレ）」の割合が高く、約２割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

携帯トイレを準備している

（既設のトイレに袋をかぶせて使用し、凝固剤で固める方法のトイレ）

何も対策をしていない

その他

無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

40.0

10.8

21.6

13.8

15.7

11.9

14.2

14.5

60.0

86.5

75.7

85.1

78.7

75.4

67.7

64.5

2.7

1.4

2.2

7.1

7.9

3.2

1.4

1.1

3.4

5.6

10.2

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 90 で「携帯トイレを準備している」とお答えの方にお聞きします 

問 91 何日分を用意していますか。（１日一人当たり５回利用するとして回答くださ

い）（記入は１つ） 

「１日～３日分」の割合が 76.9％と最も高く、次いで「４日～７日分」の割合が 15.4％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 90 で「何も対策をしていない」とお答えの方にお聞きします 

問 92 対策をしていない理由を教えてください（記入は複数可） 

「購入方法等がわからない」の割合が 36.2％と最も高く、次いで「お金がかかる」の割合が

35.5％、「必要性を感じない」の割合が 25.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 91 ％

１日～３日分

４日～７日分

８日以上

無回答

76.9

15.4

3.3

4.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 459 ％

購入方法等がわからない

お金がかかる

必要性を感じない

その他

無回答

36.2

35.5

25.3

13.5

4.6

0 20 40 60 80 100
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問 93 あなたの自宅では、災害に備えた水・食料を用意していますか（水は１人１日あ

たり３リットルが必要とされています）（記入は１つ） 

「水のみ用意している」の割合が 32.8％と最も高く、次いで「水・食料とも用意している」の

割合が 30.9％、「水・食料ともに用意していない」の割合が 25.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、20 歳代で「水・食料とも用意している」の割合が、50 歳代

で「水のみ用意している」の割合が高く、約４割となっています。また、20 歳代、30 歳代で「水・

食料ともに用意していない」の割合が高く、３割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

水・食料とも用意している

水のみ用意している

食料のみ用意している

水・食料ともに用意していない

無回答

30.9

32.8

4.7

25.7

5.9

0 20 40 60 80 100

水・食料とも用意している 水のみ用意している

食料のみ用意している 水・食料ともに用意していない

無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

40.5

32.4

29.9

29.2

33.3

27.6

30.6

20.0

18.9

32.4

36.8

42.7

31.7

34.6

19.4

5.4

1.4

5.7

4.5

7.1

3.1

6.5

60.0

35.1

32.4

25.3

21.3

21.4

24.4

27.4

1.4

2.3

2.2

6.3

10.2

16.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 93 で「水・食料とも用意している」、「水のみ用意している」、「食料のみ用意している」とお答え

の方にお聞きします 

問 94 あなたのご自宅では、水や食料を何日分（備蓄量の少ない方）用意していますか

（記入は１つ） 

「１日～２日分」の割合が 44.2％と最も高く、次いで「３日～６日分」の割合が 43.7％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 93 で「水・食料ともに用意していない」を選んだ方にお伺いします。 

問 95 用意していない理由を教えてください（記入は１つ） 

「保管場所がない」の割合が 21.7％と最も高く、次いで「面倒である」の割合が 21.0％、「必

要性を感じない」の割合が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 419 ％

１日～２日分

３日～６日分

７日以上

無回答

44.2

43.7

9.8

2.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 157 ％

面倒である

保管場所がない

お金がかかる

必要性を感じない

その他

無回答

21.0

21.7

18.5

19.7

14.6

4.5

0 20 40 60 80 100
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問 96 あなたは、気象情報や避難勧告等の防災情報を、主にどの方法で取得しています

か（記入は２つまで） 

「テレビやラジオ放送」の割合が 68.5％と最も高く、次いで「防災行政無線（屋外スピーカー）」

の割合が 51.1％、「すぐメールみのかも（携帯電話へのメール）」の割合が 27.8％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性 別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で「すぐメールみのかも（携帯電話へのメール）」の割合が高

く、約３割となっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

防
災
行
政
無
線 

（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
） 

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
放
送 

屋
内
受
信
装
置 

（
防
災
ラ
ジ
オ
・
戸
別
受
信
機
）

す
ぐ
メ
ー
ル
み
の
か
も 

（
携
帯
電
話
へ
の
メ
ー
ル
） 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
ツ
イ
ッ
タ
ー

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

 

そ
の
他 

無
回
答 

男性 263 51.3 71.1 4.9 20.5 5.7 5.7 1.5 2.7 

女性 345 50.4 66.7 5.8 33.6 2.9 4.6 0.6 3.5 

 

  

回答者数 = 612 ％

テレビやラジオ放送

防災行政無線（屋外スピー
カー）

すぐメールみのかも（携帯電話

へのメール）

屋内受信装置（防災ラジオ・戸

別受信機）

フェイスブック・ツイッターなどの
SNS

ホームページ

その他

無回答

68.5

51.1

27.8

5.4

5.1

4.1

1.0

3.1

0 20 40 60 80 100
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【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、60 歳代以上で「テレビやラジオ放送」の割合が高く、７割

を超えています。また、30 歳代から 50 歳代で「すぐメールみのかも（携帯電話へのメール）」の

割合が高く、４割を超えています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（
件
） 

防
災
行
政
無
線 

（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
） 

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
放
送 

屋
内
受
信
装
置 

（
防
災
ラ
ジ
オ
・
戸
別
受
信
機
）

す
ぐ
メ
ー
ル
み
の
か
も 

（
携
帯
電
話
へ
の
メ
ー
ル
） 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
・
ツ
イ
ッ
タ
ー

な
ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

 
そ
の
他 

無
回
答 

10 歳代 5 40.0 60.0 － 20.0 － 40.0 － －

20 歳代 37 35.1 56.8 2.7 18.9 10.8 21.6 8.1 2.7 

30 歳代 74 39.2 60.8 － 40.5 8.1 10.8 － 2.7 

40 歳代 87 49.4 60.9 2.3 41.4 3.4 6.9 2.3 －

50 歳代 89 55.1 66.3 3.4 42.7 5.6 2.2 － 1.1 

60 歳代 126 61.9 74.6 4.0 27.8 4.0 3.2 － 0.8 

70 歳代 127 55.9 75.6 11.0 14.2 1.6 0.8 0.8 3.9 

80 歳以上 62 37.1 72.6 12.9 8.1 － － － 14.5 
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14 まちづくりについて 

問 98 あなた自身、健康増進に積極的に取り組んでいると思いますか（記入は１つ） 

「取り組んでいると思う」と「少し取り組んでいると思う」をあわせた“取り組んでいると思

う”の割合が 53.4％、「どちらとも言えない」の割合が 14.7％、「あまり取り組んでいない」と

「取り組んでいない」をあわせた“取り組んでいない”の割合が 28.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

取り組んでいると思う

少し取り組んでいると思う

どちらとも言えない

あまり取り組んでいない

取り組んでいない

無回答

16.3

37.1

14.7

19.3

9.6

2.9

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代、70 歳代で“取り組んでいると思う”の割合が

高く、約６割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組んでいると思う 少し取り組んでいると思う どちらとも言えない

あまり取り組んでいない 取り組んでいない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

23.1

3.8

5.7

12.8

13.8

32.8

36.0

50.0

8.3

6.3

3.8

8.0

17.6

22.2

27.0

33.3

15.4

30.8

45.7

30.8

53.4

37.5

20.0

25.0

33.3

40.4

54.0

35.3

39.7

21.6

33.3

23.1

19.2

11.4

17.9

10.3

14.1

8.0

50.0

33.3

14.6

26.9

8.0

17.6

7.9

5.4

33.3

30.8

23.1

34.3

15.4

15.5

14.1

8.0

20.8

22.9

19.2

18.0

25.0

12.7

21.6

7.7

15.4

2.9

23.1

5.2

1.6

12.0

12.5

20.8

9.6

10.0

4.4

7.9

16.2

7.7

1.7

16.0

2.1

2.0

9.5

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 99 あなたは、女性と若者が夢を叶えられるまちだと感じますか（記入は１つ） 

「そう思う」と「少しそう思う」をあわせた“そう思う”の割合が 20.0％、「どちらとも言え

ない」の割合が 48.5％、「あまり思わない」と「思わない」をあわせた“思わない”の割合が 28.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

そう思う

少しそう思う

どちらとも言えない

あまり思わない

思わない

無回答

3.3

16.7

48.5

20.4

7.8

3.3

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 70 歳代で“そう思う”の割合が高く、約３割となってい

ます。また、男性の 50 歳代で“思わない”の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う 少しそう思う どちらとも言えない

あまり思わない 思わない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

7.7

1.7

3.1

8.0

4.2

2.0

9.5

8.1

33.3

7.7

15.4

20.0

7.7

10.3

20.3

16.0

50.0

25.0

18.8

17.3

20.0

11.8

22.2

16.2

33.3

53.8

42.3

54.3

48.7

55.2

50.0

36.0

66.7

41.7

57.7

52.0

54.4

36.5

35.1

7.7

19.2

17.1

28.2

27.6

21.9

16.0

4.2

25.0

21.2

18.0

22.1

15.9

24.3

23.1

15.4

8.6

15.4

3.4

4.7

8.0

50.0

4.2

8.3

3.8

6.0

11.8

4.8

5.4

7.7

1.7

16.0

2.1

2.0

11.1

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 100 あなたは、多文化共生のまちづくりが進んでいると感じられますか 

（記入は１つ） 

「そう思う」と「少しそう思う」をあわせた“そう思う”の割合が 36.3％、「どちらとも言え

ない」の割合が 35.5％、「あまり思わない」と「思わない」をあわせた“思わない”の割合が 24.7％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

そう思う

少しそう思う

どちらとも言えない

あまり思わない

思わない

無回答

4.6

31.7

35.5

16.2

8.5

3.6

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 20 歳代で“そう思う”の割合が高く、5割台半ばとなっ

ています。また、男性の 50 歳代、60 歳代で“思わない”の割合が高く、約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う 少しそう思う どちらとも言えない

あまり思わない 思わない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

15.4

2.9

3.4

4.7

8.0

12.5

2.1

1.9

2.0

4.4

7.9

5.4

33.3

15.4

26.9

28.6

23.1

25.9

29.7

24.0

50.0

41.7

45.8

42.3

44.0

27.9

30.2

24.3

33.3

46.2

38.5

37.1

38.5

31.0

43.8

32.0

50.0

37.5

31.3

40.4

30.0

35.3

33.3

29.7

7.7

11.5

22.9

20.5

29.3

17.2

8.0

8.3

8.3

11.5

14.0

19.1

15.9

16.2

15.4

15.4

8.6

17.9

8.6

3.1

12.0

10.4

3.8

8.0

11.8

3.2

10.8

7.7

1.7

1.6

16.0

2.1

2.0

1.5

9.5

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 101 あなたは、産業・観光振興に積極的に取組んでいるまちだと感じますか 

（記入は１つ） 

「そう思う」と「少しそう思う」をあわせた“そう思う”の割合が 34.4％、「どちらとも言え

ない」の割合が 33.7％、「あまり思わない」と「思わない」をあわせた“思わない”の割合が 28.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

そう思う

少しそう思う

どちらとも言えない

あまり思わない

思わない

無回答

6.0

28.4

33.7

19.0

9.3

3.6

0 20 40 60 80 100
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【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 50 歳代で“思わない”の割合が高く、約４割となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そう思う 少しそう思う どちらとも言えない

あまり思わない 思わない 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

33.3

15.4

7.7

5.1

5.2

6.3

4.0

50.0

4.2

6.3

3.8

2.0

5.9

7.9

13.5

33.3

23.1

15.4

28.6

17.9

22.4

37.5

32.0

29.2

35.4

30.8

38.0

36.8

20.6

13.5

33.3

38.5

23.1

40.0

38.5

36.2

31.3

24.0

50.0

41.7

31.3

44.2

42.0

23.5

34.9

24.3

7.7

34.6

20.0

17.9

24.1

18.8

12.0

16.7

18.8

13.5

12.0

20.6

20.6

27.0

15.4

11.5

11.4

20.5

10.3

4.7

12.0

8.3

6.3

7.7

4.0

13.2

4.8

8.1

7.7

1.7

1.6

16.0

2.1

2.0

11.1

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 102  あなたは、住みよいまちだと感じますか（記入は１つ） 

「住みよい」と「まあまあ住みよい」をあわせた“住みよい”の割合が 72.2％、「どちらとも

言えない」の割合が 18.5％、「あまり住みよくない」と「住みにくい」をあわせた“住みにくい”

の割合が 6.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

住みよい

まあまあ住みよい

どちらとも言えない

あまり住みよくない

住みにくい

無回答

18.3

53.9

18.5

5.1

1.3

2.9

0 20 40 60 80 100



159 

 

【性年代別】 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 20 歳代で“住みよい”の割合が高く、約９割となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住みよい まあまあ住みよい どちらとも言えない

あまり住みよくない 住みにくい 無回答

回答者数 = 

男性　10歳代 3

　　　　20歳代 13

　　　　30歳代 26

　　　　40歳代 35

　　　　50歳代 39

　　　　60歳代 58

　　　　70歳代 64

　　　　80歳以上 25

女性　10歳代 2

　　　　20歳代 24

　　　　30歳代 48

　　　　40歳代 52

　　　　50歳代 50

　　　　60歳代 68

　　　　70歳代 63

　　　　80歳以上 37

66.7

15.4

7.7

28.6

10.3

6.9

21.9

40.0

50.0

20.8

12.5

19.2

16.0

11.8

28.6

13.5

53.8

46.2

48.6

51.3

67.2

54.7

24.0

66.7

58.3

53.8

58.0

67.6

41.3

56.8

33.3

30.8

30.8

17.1

25.6

17.2

18.8

16.0

50.0

12.5

20.8

23.1

16.0

11.8

17.5

13.5

3.8

2.9

7.7

6.9

4.7

4.0

4.2

3.8

6.0

7.4

4.8

5.4

3.8

2.9

5.1

2.1

2.0

1.5

7.7

1.7

16.0

2.1

2.0

7.9

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 103 あなた自身、災害時のための備えをしていますか（記入は１つ） 

「備えている」と「多少備えている」をあわせた“備えている”の割合が 52.0％、「どちらと

も言えない」の割合が 11.4％、「あまり備えていない」と「備えていない」をあわせた“備えて

いない”の割合が 34.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、他の年代に比べ、60 歳代で“備えている”の割合が高く、６割台半ばとなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 612 ％

備えている

多少備えている

どちらとも言えない

あまり備えていない

備えていない

無回答

5.6

46.4

11.4

20.6

13.6

2.5

0 20 40 60 80 100

備えている 多少備えている どちらとも言えない

あまり備えていない 備えていない 無回答

回答者数 = 

10歳代 5

20歳代 37

30歳代 74

40歳代 87

50歳代 89

60歳代 126

70歳代 127

80歳以上 62

20.0

8.1

2.7

1.1

5.6

4.0

6.3

14.5

37.8

48.6

42.5

47.2

60.3

43.3

33.9

60.0

13.5

13.5

16.1

13.5

7.9

8.7

8.1

20.0

13.5

10.8

29.9

22.5

16.7

26.0

16.1

27.0

20.3

10.3

10.1

10.3

13.4

16.1

4.1

1.1

0.8

2.4

11.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ⅲ 調査のまとめ 

アンケート結果について４つの視点で以下に整理しています。 

 

１ 美濃加茂市での暮らしと定住 

美濃加茂市の総人口は、令和元年９月１日現在で 57,204 人となっており、昭和 29 年の市制

施行以来継続的な増加がみられましたが、リーマンショック以降は、景気後退の影響により外

国人人口が減少するなど、これまでのような人口増加は見られない状況です。 

『あなたにとって、美濃加茂市は住みよいまちですか』（問 13）では、“住みよい”が７割台

半ばと高くなっており、“住みにくい”は１割未満となっています。性年代別でみると、男性の

70 歳代、女性の 60 歳代で“住みよい”の割合が高く、約８割となっています。 

また、『あなたは、これからも美濃加茂市に住み続けたいですか』（問 14）では、“住み続け

たい”と強く定住意向を示している割合では、女性の 60 歳代、70 歳代で高く、８割台半ばと

なっています。一方、男性の 30 歳代で“住み続けたくない”の割合が高く、１割台半ばとなっ

ており、若い世代を中心に定住意向の低い傾向がうかがえます。 

また、住みよさに関する質問について、岐阜県や近隣自治体と比較したところ、美濃加茂市

が住みよさについて最も高くなっていることがわかります。 

また、『これから美濃加茂市で住み続けていくためには、何があったらよいと思いますか』

（問 15）をみると、女性 30 歳代で「教育環境が充実していること」が高く、特に小学生以下

の子どもがいる人において顕著になっています。また、男性 20 歳代、女性 30 歳代では「物価

や家賃が安いこと」が高くなっています。こうしたアンケート結果から、家庭を持つ年代にお

いては、教育環境の充実や、日常生活を送っていくための経済的な支援などのニーズがうかが

えます。 

また、『あなたのくらしは、昨年の今ごろと比べていかがですか』（問９）では、「変わらない」

が６割である一方、「苦しくなった」が２割台半ばとなっています。性年代別でみると、他に比

べ、女性 40 歳代で「苦しくなった」の割合が高く、約４割となっています。また、男性 20 歳

代で「楽になった」の割合が高く、１割台半ばとなっています。 

岐阜県と比較すると、美濃加茂市は「苦しくなった」の割合が低くなっています。また、『あ

なたは、今のくらしについてどう思われますか』（問 10）では、“満足している”が５割台半ば

となっており、おおむね満足している人が多くみられます。こちらについても、岐阜県と比較

したところ、美濃加茂市で“満足している”の割合が高くなっています。 

不満の内容について、『あなたは、日ごろのくらしの中で、どのようなことに不満を感じてい

ますか』（問 11）では、「自分の病気や老後のこと」「収入や貯蓄のこと」が４割、「景気や生活

費のこと」「家族の健康や生活上の問題のこと」が約３割となっており、経済面と健康面に関す

ることが上位にあがっています。また、性年代別でみると、女性で年齢が高くなるにつれ「自

分の病気や老後のこと」の割合が高くなっています。また、女性の 30 歳代で「収入や貯蓄のこ

と」の割合が高く、７割台半ばとなっています。 
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岐阜県、近隣市町村との比較 

【再掲】問９ あなたのくらしは、昨年の今ごろと比べていかがですか（記入は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問文及び回答肢 

美濃加茂市 

（令和元年度） 

あなたのくらしは、昨年の今ごろと比べていかがですか（記入は１つ） 

楽になった 変わらない 苦しくなった わからない 

岐阜県 

（平成 30 年度） 

あなたやあなたの家庭のくらし向き（家計など）は、去年の今頃と比べてどうですか。（１つだけ）

楽になった かわらない 苦しくなった わからない 

 

 

【再掲】問 10 あなたは、今のくらしについてどう思われますか（記入は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問文及び回答肢 

美濃加茂市 

（令和元年度） 

あなたは、今のくらしについてどう思われますか（○は１つ） 

十分満足している 
おおむね満足して

いる 
まだまだ不満だ きわめて不満だ わからない 

岐阜県 

（平成 30 年度） 

あなたは、現在のくらし全般（生活環境など）についてどう思いますか。（１つだけ） 

十分満足している 
おおむね満足して

いる 
まだまだ不満だ きわめて不満だ わからない 

  

回答者数 =

美濃加茂市（令和元年度) 612

岐阜県（平成30年度） 1,436

5.4

3.8

53.4

47.9

28.4

36.4

5.9

7.7

5.6

4.0

1.3

0.3

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

回答者数 =

美濃加茂市（令和元年度) 612

岐阜県（平成30年度） 1,436

6.2

3.6

63.6

53.3

25.2

40.5

3.8

2.4

1.3

0.3

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

楽になった 変わらない 苦しくなった わからない 無回答

十分満足している おおむね満足している まだまだ不満だ

きわめて不満だ わからない 無回答
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【再掲】問 13 あなたにとって、美濃加茂市は住みよいまちですか（記入は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問文及び回答肢 

美濃加茂市 

（令和元年度） 

あなたにとって、美濃加茂市は住みよいまちですか（記入は１つ） 

住みよい まあまあ住みよい
どちらともいえ

ない 

あまり住みよい

とはいえない 
住みにくい わからない 

岐阜県 

（平成 30 年度） 

あなたにとって現在お住まいの地域は住みやすいですか。（１つだけ） 

住みやすい 
どちらかといえ

ば住みやすい 

どちらともいえ

ない 

どちらかといえ

ば住みにくい 
住みにくい － 

関市 

（平成 30 年度） 

あなたは関市が住みよいまちだと感じますか。（単数回答） 

住みよい 
どちらかといえ

ば住みよい 

どちらともいえ

ない 

どちらかといえ

ば住みにくい 
住みにくい － 

土岐市 

（平成 30 年度） 

総合的に見て、土岐市は暮らしやすいまちですか。（１つだけに○印） 

暮らしやすい 
まあまあ暮らし

やすい 
どちらでもない

あまり暮らしやす

いとは言えない 
暮らしにくい － 

可児市 

（平成 27 年度） 

現在の可児市は、総合的に住みやすいまちだと思いますか。次の中から１つ選んで番号に○をつけ

てください。 

大変住みやすい 住みやすい 普通 やや住みにくい 住みにくい － 

 

 

 

 

  

回答者数 =

美濃加茂市（令和元年度) 612

岐阜県（平成30年度） 1,436

関市（平成30年度） 1,186

土岐市（平成30年度） 817

可児市（平成27年度） 1,179

20.4

25.1

27.8

15.5

10.1

54.9

43.0

46.4

46.9

43.3

15.4

20.3

10.3

19.4

33.4

5.7

8.6

10.4

13.0

8.7

0.8

2.4

2.8

2.7

3.4

1.6

1.1

0.6

2.4

2.5

1.0

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

住みよい まあまあ住みよい

どちらともいえない あまり住みよいとはいえない

住みにくい わからない

無回答
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２ 情報の入手と共有 

本市では、まちづくりに関する情報をわかりやすく発信し、誰もが共通の情報を保有するこ

とで、市民と市役所がお互いに理解し合える信頼関係を構築していくことが重要となります。 

『美濃加茂市を知人・友人にどの程度の思いをもってすすめますか』（問 54）では、“推奨者”

が２割で、前回調査と比較すると減少しています。 

『何をすすめたいと思いますか』（問 55）では、「自然」が５割と最も高く、次いで「交通の

便」の割合が 21.7％、「子育て」の割合が 19.9％となっています。 

性年代別でみると、他に比べ、女性の 50 歳代で「自然」の割合が高く、約７割となっていま

す。また、女性の 30 歳代、40 歳代で「子育て」の割合が高く、３割台半ばとなっています。 

『美濃加茂市が発信する行政情報は、主にどこから入手していますか（問 57）』では、「広報

紙」の割合が８割と最も高く、次いで「チラシやポスター」の割合が 21.7％、「すぐメールみ

のかも」の割合が 20.6％となっています。 

性年代別でみると、他の年代に比べ、男性の 60 歳代、女性の 50 歳代、60 歳代で「広報紙」

の割合が高く、約９割となっています。また、女性の 40 歳代、50 歳代で「すぐメールみのか

も」の割合が高く、約５割となっています。 

『ケーブルテレビ（CCNet）を見ていますか』（問 58）では、“見ている”が２割となってい

ます。また、年代別でみると、他に比べ、20 歳代では“見ていない”の割合が高くなっていま

す。また、『コミュニティ FM（FM らら）を聴いていますか』（問 59）では、“聴いている”の割

合が１割となっており、年代別でみると、他の年代に比べ、60 歳代で“聴いている”の割合が

高くなっています。ケーブルテレビ（CCNet）とコミュニティ FM（FM らら）ともに、低年齢層

での利用が少なく、主に高年齢層での利用が多くなっています。 

『広報紙のタイトルロゴ「       」を知っていますか（問 60）』では、「知っている」

の割合が６割台半ば、「知らない」の割合が２割台半ばとなっています。年代別でみると、他の

年代に比べ、30 歳代から 50 歳代で「知っている」の割合が高く、８割を超えています。また、

80 歳以上で「知らない」の割合が高く、５割台半ばとなっています。 

『「広報みのかも」を読んでいますか』（問 61）では、“目を通している”が７割台半ばとな

っています。年代別でみると、70 歳代以下で年代が高くなるにつれ「ほとんど毎号目を通して

いる」の割合が高くなっています。また、20 歳代、30 歳代で「まったく目を通さない」の割合

が高く、約３割となっています。 

『「広報みのかも」をどのような形で読んでいますか』（問 62）では、「自宅又は事業所に配

布される紙の広報紙」が８割と最も高くなっています。 

『美濃加茂市の公式ホームページ（スマートフォン版を含む）を利用することはありますか』

（問 63）では、“利用する”の割合が２割となっています。年代別でみると、年代別でみると、

他の年代に比べ、30 歳代、50 歳代で“利用する”の割合が高く、３割台半ばとなっています。

また、20 歳代、70 歳代以上で“利用しない”の割合が高く、約８割となっています。 

『公式ホームページは見やすいですか（問 64）』では、“見やすい”の割合が３割台半ば、“見

にくい”の割合が１割台半ばとなっています。年代別でみると、他の年代に比べ、40 歳代、50

歳代で“見やすい”の割合が高く、約５割となっています。また、30 歳代で“見にくい”の割

合が高く、３割台半ばとなっています。  



165 

 

 

『美濃加茂市では、まち・ひと・しごと創生総合戦略「カミーノ」を推進していることを知

っていましたか』（問 78）では、「以前から知っていた」の割合が３割となっており、性年代別

でみると、他に比べ、女性の 40 歳代で「以前から知っていた」の割合が高く、約６割となって

います。また、男性の 20 歳代、50 歳代で「今回のアンケートで初めて知った」の割合が高く、

約９割となっています。 

『気象情報や避難勧告等の防災情報は、どのような方法で取得していますか』（問 96）では、

「テレビやラジオ放送」の割合が６割台半ばと最も高く、次いで「防災行政無線（屋外スピー

カー）」の割合が５割、「すぐメールみのかも（携帯電話へのメール）」の割合が２割台半ばとな

っています。 

年代別でみると、他の年代に比べ、60 歳代以上で「テレビやラジオ放送」の割合が高く、７

割を超えています。また、30 歳代から 50 歳代で「すぐメールみのかも（携帯電話へのメール）」

の割合が高く、４割を超えています。 
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３ 文化体験とスポーツの推進 

「いつでも、どこでも、誰でも」文化・スポーツ活動等に取り組むことができる環境が整い、

地域全体でその意識が高まっていくことが重要です。 

『美濃加茂市の公共施設（リバーポートパーク、健康の森、中山道会館、中央図書館、加茂

野交流センターなど）についてどのくらい愛着がありますか』（問 49）では、“愛着がある”の

割合が 37.0％、「どちらともいえない」が 27.5％、“愛着がない”の割合が 28.3％となってい

ます。 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 40 歳代、80 歳以上、女性の 40 歳代で“愛着がある”

の割合が高く、約５割となっています。また、男性の 20 歳代で“愛着がない”の割合が高く、

約７割となっています。さまざまな年代層が参加できる魅力ある企画を通じて、生涯学習施設

に愛着をもってもらい、利用促進につなげていくことが求められます。 

また、『この１年間にスポーツや運動をした頻度は、どれくらいになりますか』（問 20）では、

「週に３日以上」「週に１～２日」が２割程度となっている一方で、「しなかった」が２割台半

ばと高くなっています。 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 70 歳代で「週に３回以上」の割合が高く、約４割とな

っています。また、女性の 80 歳以上で「しなかった」の割合が高く、約５割となっています。 

スポーツや運動をした目的（問 21）について、「健康・体力づくりのため」が７割と最も高

く、次いで「運動不足解消のため」が６割、「楽しみ、気晴らしのため」が約４割となっていま

す。 

性年代別でみると、他に比べ、男性の 60 歳代、70 歳代で「健康・体力づくりのため」の割

合が高く、９割を超えています。また、男性の 60 歳代で「運動不足解消のため」の割合が、女

性の 50 歳代で「美容のため」の割合が高くなっています。 
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４ 美濃加茂市内の交通 

『これから美濃加茂市で住み続けていくためにあったらよいと思うこと』（問 15）では、「交

通の利便性がよいこと」の割合が 44.9％と最も高く、次いで「医療機関や福祉施設が整ってい

ること」の割合が 43.1％、「治安がよいこと」の割合が 41.3％となっています。性年代別でみ

ると、他に比べ、女性の 50 歳代で「交通の利便性がよいこと」の割合が高く、６割となってい

ます。また、男性の 80 歳以上で「自然環境が豊かであること」の割合が、女性の 70 歳代で「買

い物に便利であること」の割合が、男性の 30 歳代、女性の 50 歳代で「治安がよいこと」の割

合が高く、約５割となっています。 

美濃加茂市では、「あい愛バス」は平成 29 年 10 月から毎日運行、１日８便となるなど大幅

な運行の見直しを行いました。 

『あい愛バスを利用したことがありますか』（問 33）では、「はい」の割合が１割台半ばとな

っており、他の年代に比べ、80 歳以上で「はい」の割合が高く、約３割となっています。 

あい愛バスの利用者の満足度（問 34）をみると、“満足”と“不満”ともに３割程度と同等

となっています。年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代、60 歳代で“満足”の割合が高

く、約４割となっています。 

満足の理由（問 35）としては、「料金が安い」が７割台半ばと最も高く、次いで「毎日運行

している」が６割、「バス停が近い」が４割台半ばとなっています。 

不満の理由（問 36）としては、「現在の運行の時間帯では利用しづらい」が６割台半ばと最

も高く、次いで「便数が足りない」が約６割、「乗り継ぎが不便（分かりにくい）」が５割とな

っています。 

あい愛バスの利用の目的（問 38）としては、「イベント・行楽」が４割台半ばと最も高く、

次いで「病院（通院）」、「買い物」となっています。 

そのようななかで『どうなれば、あい愛バスを利用したいと思いますか』（問 46）について、

「もっと便数が増える」の割合が３割台半ばと最も高く、次いで「もっと多くの場所を網羅す

る路線となる」の割合が３割、「もっとバス停の数が増える」の割合が２割台半ばとなっていま

す。 

現在のコミュニティバス「あい愛バス」は、高齢者を中心に買い物や通院等の生活路線とし

て活用されていますが、運行時間帯や効率性に対する要望等の意見もでています。 

一方で、『あい愛バスを利用しない理由』（問 45）では、「車の方が便利」の割合が８割と最

も高く、次いで「時刻表や乗り方がわからない」の割合が約２割、「バス停が遠い」の割合が１

割となっており、市民の日常生活の移動手段としては、車が主となっているのが現状です。 

『美濃太田駅で他のあい愛バスや鉄道などに乗り換える場合、乗り継ぎの際の待ち時間はい

かがですか（問 40）』では、“満足”の割合が１割台半ば、“不満”の割合が２割台半ばとなっ

ています。年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代で“満足”の割合が高く、約３割となっ

ています。また、70 歳代で“不満”の割合が高く、４割となっています。 
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『乗り継ぎに関する情報や案内は分かりやすいですか（問 41）』では、“満足”の割合が１割

台半ば、“不満”の割合が２割となっています。年代別でみると、他の年代に比べ、50 歳代、

60 歳代で“満足”の割合が高く、約２割となっています。また、70 歳代で“不満”の割合が高

く、４割となっています。 

『時刻表・路線図（冊子・ホームページ）やポケット時刻表の見やすさ』（問 42）、『バス停

の時刻表、経路案内は見やすさ』（問 43）、『車内の案内表示は分かりやすさ』（問 44）では、２

割台半ばから３割の人が満足している状況です。 
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Ⅳ 自由意見 

問 18 具体的に知っている取り組み（イベント名や内容など）を教えてください 

 学びのとびら【９件】 

 里山再生プロジェクト【６件】 

 生涯学習講座【４件】 

 図書館【４件】 

 おんさい EXPO【２件】 

 空き家【２件】 

 生物多様性【22 件】 

 ファミリーサポート【22 件】 

 バス【２件】 

 自然【２件】 

 

【男性,50 歳代,太田】 

 介護施設マップ 

 休日急患 

【男性,70 歳代,太田】 

 自分が一度関わったことがある。自分の本籍地のために。 

【女性,70 歳代,太田】 

 つながる事業 

【女性,80 歳以上,太田】 

 コミュティバス坂祝への乗車不問（他市町村住民でも）だから利用できる。 

【女性,30 歳代,古井】 

 かも丸 

【女性,50 歳代,古井】 

 サークルで他の市町村にも行ける。 

【男性,60 歳代,古井】 

 新庁舎の建設が計画されているが、駅前は人口も高齢化し場所も発展性のないところに設置するこ

とは多大の費用を使い若者が夢を持てないことに投資するようなものではないか、未来に若者が夢

を持てるようにするべきではないか？ 

 美濃加茂市と加茂郡の個々の力を集散 

【男性,70 歳代,古井】 

 医療の相互協力 

 各市町村 

 地域の活性化 

【男性,80 歳以上,古井】 

 多文化共生の仕組み 

 わからない  
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【女性,40 歳代,山之上】 

 みのかもウォーキング 

【男性,60 歳代,山之上】 

 あいあいバスの運行 

 子育て支援に力を入れ、施設等充実してきている。 

【男性,70 歳代,山之上】 

 Kiso ジオパーク事業 

【男性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 「織田信長の東美濃攻略」を活用した歴史 PR マンガ作成、休日急患診療、ファミリーサポートセン

ター広域実施、図書システム広域利用環境の構築、幼児療育支援、生涯学習機会の充実、圏域外国

人住民の定住環境整備等。 

【女性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 手話講座。 

【女性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 加茂の自然 

 貴重な地形・地質 

 貴重な動植物 

【女性,50 歳代,加茂野】 

 加茂郡の講座にも参加できる。 

 市民講座を加茂郡にも広げて募集している。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 他のイベントも関心は持っている。 

【女性,70 歳代,加茂野】 

 加茂野町に嫁いでから市民まつりに参加しています。いろいろの役をもらって私なりに頑張ってい

ます。30 年くらい市民まつりに出店しています。 

【女性,70 歳代,三和】 

 イキイキサロン。毎月楽しみにしています。近いから出かけられます。 
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問 19 今後、「住み続けたい、住んでみたいまち」を目指す上で美濃加茂市と加茂郡で

連携して取り組んだ方がいいと思うことや、みのかも定住自立圏についてご意見等

があればご記入ください 

 交通の便が悪いので改善してほしい。【14 件】 

 高齢化が進む中でサービスの充実を必要と感じます。【６件】 

 安心で安全に住み続けられるように環境を整備してほしい。【４件】 

 医療体制を充実させてほしい。【４件】 

 公園が少ない。【４件】 

 外国人も住みやすい街になるとよい。【３件】 

 わからない。【３件】 

 免許返納後の移動手段が心配です。【２件】 

 

【男性,30 歳代,太田】 

 水道代が高い。 

 放置空き家が危険すぎるから、なんとかしてください。 

 燃えるゴミの袋が薄すぎて、すぐに破れてしまう。 

【男性,40 歳代,太田】 

 商業施設等の改善。インフラ改善。 

【女性,40 歳代,太田】 

 自然がたくさんなのが、魅力の１つなので、維持してほしい。 

【女性,20 歳代,太田】 

 市町村合併を早期に行い、行政を画一化することがよいと思う。 

【男性,70 歳代,太田】 

 明るい街、楽しい街のイメージがない 

 自分の本籍地の方で要望があるなら関わる。 

【女性,70 歳代,太田】 

 加茂郡の森林を守るため美濃加茂市に在住の者に何らかの支援をしてもいいと思う、美しい水を守

るためにも水害をなくすためにも。 

【女性,80 歳以上,太田】 

 今後は加茂郡と連携し取り組んだ方がよいと思います。 

 小、中学生の交流。Community bus の広範囲な相互乗り入れ。（加茂郡内の坂祝と川辺ならば可能範

囲） 

【男性,30 歳代,古井】 

 人口を増やすため、大型ショッピングモールや、コンビニがあるといいかも。 

 長く住むためにも生活費も、年々税金が増えて苦しいので、市でも税に対する対策や支援を行って

もらえるとうれしい。 
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【女性,30 歳代,古井】 

 介護を率先して見る人は職にも（仕事）に少なからず影響してくるので、生活の質を落とすことな

く、できるように、そういったところに市民の税金を使ってほしい。 

 大規模なスポーツ施設を各市町村につくるのはもったいないので、連携して相互利用できればよい

と思う。 

 美濃太田駅前商店街から中山道の開発。 

【女性,20 歳代,太田】 

 これの意味がわからない。 

【女性,40 歳代,古井】 

 指定場所以外でもゴミが捨てられると助かります。（勤務先近くなど） 

 障がい者への福祉サポート 

 商業施設の充実。大きなショッピングモールとかできればもっと人が集まると思う。キッズスペー

スがあったり、天候に左右されないので。子育て世代としては高齢者に力入れ過ぎだと思う「大切

なことですが…）。 

【女性,50 歳代,古井】 

 加茂郡や坂祝町と一緒に、それぞれが運営する文化サークルを受講することができる。 

 町により人口の増減が著しく違う。山里の町にも市営の住居を用意し、住む人たちが均等になると、

活気がでてきます。 

 夜のサークルもあるとよい。仕事をしているので。 

【男性,60 歳代,古井】 

 各地区の特性を生かしながら合併を促進し、ネットリレーションを活用されればよい。 

 市内、都内の公共施設等、自由に手軽に使用できるようにしたらどうでしょうか。 

 美濃加茂市加茂郡と連携し 未来の若者が楽しい生活ができるようにさえすれば人口は増えると思

うし 老人も楽しい気持ちで暮らせると思います。 

【女性,60 歳代,古井】 

 公演会（芸術、文化）の共有合併をもういちど進めてほしい。 

【男性,70 歳代,古井】 

 「学びのとびら」を拝見したことがあり、いろいろ協力したいと思った。 

 歴史伝統ある美濃加茂市を今住む人々が守り、今後共益々住みよい街にしていただきたい。 

【女性,80 歳以上,古井】 

 自治会の組や班の交流が気楽にできる人間関係をどうつくるか？ 

【男性,60 歳代,山之上】 

 市民が集える場所や、文化的に過ごせる環境を整えてほしい。 

【男性,70 歳代,山之上】 

 結婚から子育てまでの世代に対し、独自の経済的支援を望む。 

 予算配分を思い切って見直し、経済不安なく子どもを持てる市にすべき、少子化対策推進市を目指

すべき。 
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【男性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 みのかも定住自立園を形成した後の最終目標が何なのか、明確にするべき（美濃加茂市として、10

万人規模の市を目指し、市町村合併に再び取り組むのかどうか。以前に合併が破綻した時のように、

「美濃加茂市にとって美味しいところだけもっていきたい」という姿勢ならば、みのかも定住自立

園も事業が続かなくなる）。 

【女性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 多くの人は、生活に直結する毎日に精一杯の人が多い。 

 風通しのよいものであってほしい。 

 行政の動きが、すべての市民に伝わるものであってほしい。 

 興味、関心を持ってもらうためにも、相手の生活に目を向けては“知る”ことなくして、理解は得

られないと思います。 

 市民一人一人の声に目を向け対策を立てなければ絵にかいたもちとなる。 

【男性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 市民参加できる行事等を、もっと広報すべきではないですか。 

【女性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 定住を続ける上で、私たち老齢には、美しい自然のみならず、利便性がなければ、生活できない。 

【男性,70 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 年金生活者や低所得者に対する税金率の見直し、固定資産・所得税・県民・市民税等。 

【男性,80 歳以上,蜂屋(中部台含む)】 

 あまり広域は好ましくないので 

 平成の大合併の時、美濃加茂市は「活力ある市づくり」を志向して、近隣（加茂郡）市町村と合併

すべきであったと思います。 

【男性,30 歳代,加茂野】 

 各自治会の入会（多額のお金等が必要なところの見直し） 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 子どものことはやってほしい。 

 もっと室内で遊べる（土、日、祝など）場所をつくってほしい。 

 自治会、消防団などの見直し、加入、未加入、参加、不参加で不平等がある。 

【男性,60 歳代,加茂野】 

 一定間隔で必要な店などが点在する町がよい。集中してないこと。 

【女性,70 歳代,加茂野】 

 私には住みよいところです。友愛・水の美しい町です。 

【男性,40 歳代,伊深】 

 小さい頃から地元の魅力について様々な機会を通し、伝える機会を持つ。年代により魅力に感じる

部分が違うため、その年代に合わせて個別に発信する（子ども→自然・学生→働く場所・子育て世

代→教育・物価家賃・高齢者→医療・福祉 ）。 

【男性,60 歳代,伊深】 

 伊深小学校の人数を確保するため、富加町の加治田片町などの編入をしたらどうか、中学では、双

葉中で一緒になるから。 
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【男性,70 歳代,伊深】 

 住みよいまちづくりのための環境整備に力を注いでほしい。 

【女性,70 歳代,三和】 

 シシネットが楽しみで、店やおまつり、他の地方のことがわかる。出かけることができないから、

よく見ます。 

【男性,30 歳代,下米田】 

 ゴミ捨て場所が遠すぎる。 

【女性,30 歳代,下米田】 

 住民だけの何か特別感がほしい。 

【男性,60 歳代,山之上】 

 取り組みはよいことだと思うが、そのために、住民税などが上がるのは、非常に困る。 

【女性,60 歳代,下米田】 

 公営住宅の充実 

【性別不明,年齢不明,地区不明】 

 できないことは言わない。 

 

 特になし。【４件】 
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問 32 スポーツ推進に関するご意見やご感想などがあればご記入ください 

 スポーツ【15 件】 

 イベント【４件】 

 グランドゴルフ【３件】 

 ウォーキング【２件】 

 中央体育館【２件】 

 

【男性,30 歳代,太田】 

 サイクリングカードをつくってほしい。 

【女性,30 歳代,太田】 

 託児サービスなら行けるスポーツ教室がたくさん増えるといい。 

【男性,60 歳代,太田】 

 中高齢者の男性が多く参加できる環境をより多く充実していただきたい。以前、市役所が実施した

スポーツイベントに参加したが、20 名程の参加者のうち、男性の参加者は私一人で、その他の方は

全員女性であり、初回で参加をあきらめたことがあったため（福祉課も了承）。 

【男性,70 歳代,太田】 

 美濃加茂市で最も盛んなスポーツを発掘する必要あり（ボート等） 

【女性,70 歳代,太田】 

 市の屋内プールがほしい。プール内に歩行するだけの場所、関の市民プールにある様なもの 

【女性,20 歳代,古井】 

 スポーツ施設を借りたいと調べたことがあるが、HP がわかりづらい。バスケットボールができると

ころが少ない。 

 そもそも練習場所がなければ、上達もできないと思うので、練習施設の整備、充実が第一だと思う。 

【女性,30 歳代,古井】 

 牧野に新しいスポーツ施設ができるという話が聞こえてきますが、本当に必要ですか？新しくつく

るより、前平公園などの今ある施設を活用すべきでは。そんなに美濃加茂市にはお金があるように

思えません。西体育館が新しくできましたが、活用されているとはいいがたいと感じます。何でも

かんでも市民の言う通りにつくってはお金がかかるだけです。 

【男性,40 歳代,古井】 

 病気による障がいがあり、やることも限られてくるので、今回はスポーツに関してよい返事が書き

たかったですが、好きで健康な人なら健康のために運動の大切さを伝え、実行にうつせるきっかけ

があるといい。 

【女性,40 歳代,古井】 

 家でできる簡単な体操を Dud や CCNET などで（自宅やケータイで）ひろい、いつでも手軽にしたい。

人の目をきにせず、5～10 分の体操をしたい。 

 高齢者の体操教室を家の付近で、市が定期的に行ってほしい。 

 バッティングセンター是非誘致してください。市内に１つもないです。あと、東総合グランドの駐

車場の白線も引いてください。 

 東総合グランドの駐車場の白線も引いてください。  
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 前平野球場を高校野球試合ができるようにしてください。市内に高校が３校もありますが、近くが

使えないのは可哀そうです。スポ少、硬式クラブチーム、自治会野球と子どもから大人まで親しみ

盛んな市の野球スポーツです。是非整備・充実をお願いします。 

【女性,50 歳代,古井】 

 運動が苦手な人でもファッションから入るというのもありだと思う。きっかけが多くあれば、あり

がたいです。 

【女性,60 歳代,古井】 

 自由に出入りできる場所で、規則が厳しくないスポーツがよい。 

【男性,70 歳代,古井】 

 施設が古い。中体・前平球場が更に。 

 市民ゴルフ大会を市中心で実施してください。（現在のままでは参加しない） 

 前平にある多目的広場の水はけが以前より大変悪くなった。 

【女性,30 歳代,山之上】 

 町民運動会は廃止にならないのか？毎年暑い中、同じ競技をやる。自治会によっては、高齢化で選

手を出せず、役員は大変。 

【男性,50 歳代,山之上】 

 体育委員の負担軽減をお願いしたい。 

【女性,50 歳代,山之上】 

 ある程度、指導者のローテーションがないと、私的（私物）な場の様に、ふるまわれることもある

ように思います 

【女性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 対象年齢に分けた、案内をしてみてはどうでしょうか。 

【女性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 アルバイトに出ているため、曜日を決めないで、いつでも指導員がいてスポーツができるとよいで

す。 

 今、健康ステーションを利用しています。運動もでき、健康に今まで以上に気をつけるようになり

ました。本当にありがたいと思っています。これからも頑張りたいと思います。 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 市民が気軽に格安で参加できるような教室や、気軽に行ける施設がもっとあるとよいです。 

【男性,40 歳代,加茂野】 

 年少期から一般まで連携のとれた組織や指導のありかた 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 自治会の運動会などは、運動が苦手な人にとって、耐えがたいです。参加希望者のみにしてほしい。

迷惑です。 

 トップアスリートとの交流で、講習会や技術・指導の充実 

【男性,50 歳代,加茂野】 

 市民運動会は、参加する人が少なく、役員にも負担がかかるため、別のイベントに切り替えた方が

いいと思う。 

【男性,60 歳代,加茂野】 

 温水プールがあると、冬でも泳げるので、是非建設してほしい。  
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 市体協に加盟している団体の会員を増やすための情宣活動を市が援助する。 

 市のバックアップで、トップアスリートを身近で知る。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 体操教室に通った時期があったけど、おばちゃんグループの派閥あり、新入りは入り込めない雰囲

気で、すぐ辞めました。責任者の方は気配りが必要かな？と思いました。それ以降申し込みしてい

ません。 

【女性,70 歳代,三和】 

 体が自由に動けるなら、参加したいが行けない。 

【女性,10 歳代,下米田】 

 中体にバスケットゴールがないのは、おかしいと思います。 

【男性,40 歳代,下米田】 

 可児のＫＹＢスタジアム、八百津の人工芝グランドのような人工芝のグランドがほしいです。 

【男性,50 歳代,下米田】 

 トップアスリートを呼んでの教室と交流をしてほしい。 

【性別不明,年齢不明,地区不明】 

 過度な期待をすることは控えます。 

 

 特になし。【３件】 
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問 48 あい愛バスについてご意見等があればご記入ください 

 本数を増やしてほしい。【30 件】 

 免許証返納者にはよいと思う。【10 件】 

 あい愛バスの乗客が少ないと感じる。【９件】 

 運行情報を充実させてほしい。【７件】 

 バス停を整備してほしい。【６件】 

 運転手の対応がよい。【５件】 

 

【女性,20 歳代,太田】 

 一度 13 時頃に市役所に行くことがあり、私と子どもの２人、バスで行こうとしましたが、お昼休み

でバスの便がなく、夫に有休をとってもらいました。 

【男性,40 歳代,太田】 

 高齢者や高校生に便利なバスになればよいですが、市内の高校へは通学バスと利用できるとよい。 

 近くにバス停があれば、利用するかも。 

【女性,40 歳代,太田】 

 高齢者の運転が問題になっている今、バスをもっと利用しやすいようにしてくれたら、安全になる。

アピールも（高齢者に）。 

 高齢者の利用が多いと思うので、施設や病院等はすぐ前に停留所があるとよい。 

 高齢の方は事前連絡すれば、家のすぐ近くまで（停留所に限らず）送迎や停車してもらえると、悪

天候でも利用しやすいと思う。 

【男性,60 歳代,太田】 

 市民の足として続けてほしい。通学困難者の足にもなるとよい。 

 すでに取り組んでみえると思うが、高齢者・障がい者そして独居老人の方々の足になるよう、更な

る拡充を望みます。（財政や資金、運転手の確保等、いろいろな課題があると思いますが…） 

【女性,60 歳代,太田】 

 医療機関とのアクセス重視 

 カラフルな色とデザインのバスで、よく目立って可愛い！ 

【男性,70 歳代,太田】 

 東京山手線の様に町を一周する様な円の交通と、東西南北と太田の街を直で結ぶ線があればわかり

やすい。 

 まだ乗ったことがないので知らない。 

 利用者人数、年代別等と、コース別にチェックして経費とのバランス等はどうか。必ずしも現台数

が必要ではない。 

【女性,70 歳代,太田】 

 JR の乗り継ぎの時間が少ししかないので電車に乗れない。 

 何時も空車で走っているところを見ます。無駄だと思います。 

 よくわからない 

 利用したい時に簡単に利用できればよいが、ほとんどできていないので何時もタクシー高齢で車も

乗れないのでタクシーより安い料金で利用できる方法はないでしょうか？ 
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【男性,80 歳代,太田】 

 みんなが利用するようになればよい。 

【女性,80 歳代,太田】 

 知りません。 

 ドライブ感覚ですが窓にシンボルマークが張りついていて視界悪しです。一巡後には Hotel のラン

チを楽しみなプランは評判よいです！！ 

 もっと小型でもよいのでは？ 

【男性,30 歳代,古井】 

 高齢化社会なので、移動に関する支援があるのはいいことだと思います。 

【女性,40 歳代,古井】 

 学校の近くにもバス停をつくってくださり、ありがとうございます。大変助かりますが、到着時間

が早すぎたりするようです。雨の日など駅から使いたいのに時間が合わなくて使えないのはとても

残念です。部活の時間、始業時間、終業、部活終了など、学校との連絡を密にしていただき、学生

の利用を増やすとよいと思います。毎日通っているので。市外から通って来てくれる学生のために

も、美濃加茂市が住みよいところと感じてほしいです。 

 毎週子どもたちと利用させていただいています。運転手さんも子どもたちに話しかけてくれたり、

ほっこりとした時間を過ごさせてもらっています。前の方のページにも書かせていただきましたが、

電車の時刻と連動していただけると、もっと利用される方が増えると思います。 

【男性,50 歳代,古井】 

 早朝など、無駄な時間に運行しており、誰も乗ってない。 

【女性,50 歳代,古井】 

 高校生の子どもが雨の日に利用することがありますが、座れないこともあるので、雨の中、待ちぼ

うけになるのではと、不安で気軽に利用できない。 

 全路線で乗継なく医療機関へ行ける様にして時間に１本程度は運行してほしい。 

 スーパーへも全路線、乗継なく行けると、もっと利便性がよいと思う。 

【男性,60 歳代,古井】 

 運行時間に合わせて路線にでるので、合図で乗せてほしい。 

 どこでも乗れるようにしたらいい。 

 利用価値の検討が必要。 

 利用率が低い様に思われるので、もっと見直しが必要と思います。 

 利用者が少ないのなら、税金の無駄使いになる。 

【女性,60 歳代,古井】 

 すこやかタウンから清流の里へ直通バスを望む 

【男性,70 歳代,古井】 

 美濃加茂市が他の事務所に委託し、手離しで喜んでいる場合か？事業所が潤うだけで、市民は立腹

している。 

【女性,70 歳代,古井】 

 乗客が非常に少なく、もったいないと思います。あれほどのバスを動かすのであれば、何かよい手

があるのではと常々思います。 
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【女性,30 歳代,山之上】 

 設置場所を増やして、AM はこっち、PM はこっちとか、止まるバス停をかえては？家から遠いです。 

【女性,50 歳代,山之上】 

 維持費については、例えば市民全体で、ゴミ袋を減らすとかの意識が増えるとよいかも。 

 今はまだあまり必要ないですが、免許証返納する頃には、とてもありがたいバスだと思います。 

【男性,60 歳代,山之上】 

 使用経験がないのでわかりません。 

【女性,60 歳代,山之上】 

 とってもいいことだと思います。いずれは利用させてもらうと思います。 

【女性,30 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 里山線、ほたる線など、駅北に行く路線の太田駅発時間をずらして、バローまで行く時間帯が１時

間の中でバラけるようにしてほしいです。 

 市報などで写真付きの乗車方法の記載をする。 

 蜂屋は市内まで行くのにバスを利用したい時があるが、いい時間のいいルートがないのでもっと増

やしてほしい。 

【女性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 問 19 で記入した内容でお願いします。すみません。 

【男性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 これからの高齢化社会、特に田舎の高齢者にとって、移動手段のためには大変ありがたりと考えま

す。更なる充実を切にお願いします。 

【女性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 高齢者が車よりバスに乗りたいと思える様な、バス内の充実。運動など勉強になるインフォメーシ

ョンを流したり、TV を見せたり、BGM を流したり（バス内のことを知りもしない癖にすみません）。 

【男性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 なくして、高齢者の方等に、タクシー券を配布し、実質的に使用できる市税の使い道を考えてほし

い。 

 乗っている人を、見かけないですが、利用車は、多いですか。 

【女性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 今は自分で車に乗れます。今までに数回しか利用していません。 

 お昼の時間（12 時～14 時 30 分）の便がないので、利用しにくい。 

 これからは、団塊世代の人たちが増えて来ると思います。 

【女性,70 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 障がい者には利用しにくい。 
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【男性,80 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 大きなバスに 1人か２人しか乗ってないバスをよく見かけます。経理の観点からもっと小型の（ミ

ニバン）バスを運行したらどうですか？ 

 利用したことがないのでわからない。 

【女性,80 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 一人で外出は無理。体力的な理由で。 

【女性,20 歳代,加茂野】 

 車の方が楽です 

 バスから JR（高山線）への乗り換え時間が短すぎて、走っても時間ぎりぎりで困ります。 

 利用したいとはずっと思っています。子どもが２人（未就学児）いるので、健診時などに案内やチ

ラシ？などあれば、利用しやすいです。 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 安いのでとてもいいと思う。でもどのバスがどこへ行くのかわかりづらい。 

 ベビーカーが乗るのかがまだわからなく利用することを悩んでいる１つでもあります。 

【男性,40 歳代,加茂野】 

 加茂野はとにかく車がないと不便。車を利用するのでわかりませんが、こんなに乗る人がいるのか

なと思います。 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 利用車がいないと、運行しているのが、もったいないと思えるが、移動手段がない方にとっては、

それが大事（ないと困る）と思うので、まったくなしではなく、存続した方がよいと思います。「買

い物難民」となってしまうと、困るだろうし…。 

【男性,50 歳代,加茂野】 

 高齢者も増えたため、気軽に利用できるよう、工夫してもらいたい。 

【女性,50 歳代,加茂野】 

 自分がこれから車を運転しなくなったら、利用する回数は増えるだろう。 

 利用したいとは考えているが、ちょうどよい時間がなくて利用できないでいる。 

【女性,70 歳代,加茂野】 

 一人暮らしで生きていくため、あい愛バスに乗って、買い物、病院へどうして行かなければなりま

せん。まさに、あい愛バスは、命の綱になります。 

【男性,70 歳代,伊深】 

 高齢者にとっては絶対に必要な事業 

【男性,30 歳代,下米田】 

 税金の無駄 

【女性,40 歳代,下米田】 

 定期便の他に予約制度などがあるとよいのでは?利用者が少ないのに８便出すのは無駄があると思

います。 
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【男性,50 歳代,下米田】 

 お年寄りや移動手段のない人にとって、とてもよい事業です。弱者にやさしく、すばらしいと思い

ます。 

【女性,50 歳代,下米田】 

 通勤、通学の時間帯で本数も増えたのに、利用者が少なく、残念…。 

 乗り換え地点が美濃太田だけというのは無理がある。下半田地区であれば、古井駅を乗り換え地点

とするなど、乗り換え地点を増やした方が利便がよいのでは。 

 むくの木・そうきち線は、下半田地区外の公共施設に直接行けない。おかしい。加茂高校付近に多

くの路線が止まるが、必要ないと思われる。学生は自転車で行くべき。 

【女性,60 歳代,下米田】 

 タクシーの様に呼べばどこでも乗れる、家近くまで来てくれる。又は、用事が済んだ時点で帰りた

いと思った時電話すれば来てくれる。 

 ワゴン車タイプのあい愛バスは、黒いフィルムが窓に貼ってあり、中が見えないので不安（どんな

人が乗っているのかわからない）。 

【男性,70 歳代,下米田】 

 各地区を網羅する運行がなされているので、目的の場所への到着に時間がかかる。よって車の移動

をしてしまう。 

 

 特になし。【１件】 
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問 53 新庁舎整備についてご意見を記入してください 

 駐車場を充実させてほしい。【39 件】 

 駅周辺がいい。【24 件】 

 交通の便がよいところがいい。【８件】 

 市庁舎整備より費用面へ不安がある。【８件】 

 今の場所でよい【７件】 

 １ヶ所で手続きできるといい。【６件】 

 災害時の心配がないところがいい。【６件】 

 シティホテルの場を利用してほしい。【５件】 

 駅前がいい。【４件】 

 美濃加茂市の中心部がいい。【４件】 

 

【男性,30 歳代,太田】 

 だめとは思わないが、市民プールの新設、新しい公園をつくってほしい。 

【男性,40 歳代,太田】 

 公園が併設されるとよい。 

 必要ですか。そこに金をかけるなら、税金を減らすとか、支援にお金をまわした方がよいと思う。 

 窓口で他人の相談内容が聞こえない様なつくりになるとよい。 

【女性,40 歳代,太田】 

 建物も老朽化しているでしょうし、いいのではないでしょうか。 

【男性,50 歳代,太田】 

 移転場所に関して利便性が挙げられているが、都市計画（道路、住宅エリア、商業エリア、文化エ

リア）がなく、トータル的に整備計画を出していただきたい。 

 学校の耐震などを早急に。 

 楽しみです。 

 立地場所は市街地以外（郊外）でもよいのでは？ 

【女性,50 歳代,太田】 

 市民が気軽に利用できる環境を望みます。税金が多く使われるのは、あまりいい気持ちではありま

せん。 

【男性,60 歳代,太田】 

 いつ、どこで、誰が、なぜ、何を、どのように、そしていくら等、この先検討すべき項目が山積し

ている様に思う。 

 この先、もっと議論すべきと思う。 

 できるだけ負担を少なくして、かつ、便利な市役所をつくってください。 

 早く着工してもらいたい。 

 早く庁舎の建設場所を発表してほしい。 

【女性,60 歳代,太田】 

 私は知りませんでしたが、どこにどんな市役所ができるのかを知ってみえる方もいますが、どうし

て？何の説明会もありませんが…。 

 カルチャーセンターをつくってください。  
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 箱物（ハード）も大切だが、ソフト面も一緒に改革を。 

 離れでも行きやすい便利な場所と市役所内の課がわかりやすくしてほしいです。 

 よくわかりません。新庁舎必要ですか？必要性を市民にしっかり説明いただきたい。 

【男性,70 歳代,太田】 

 高度な耐震性 

 今後少子化なのに新庁舎などハコモノをつくるな。 

 市民誰もが心のよりどころにできるものにしていただきたい。 

 借地で新庁舎をつくらないでほしいです。 

 もっと広く開けた場所に設立すべき、あい愛バスがある中、市民の行き来には支障がないので、狭

い個所より交通便のよい広い場所へ。 

【女性,70 歳代,太田】 

 今施設の一部で則竹ビルを使っていますがどうしてですか？使い勝手が悪いし、経費がいると思い

ます。今までのところで十分です。 

 温水プールがあるととてもよいです。 

 水道課、文化センターとかいろいろありますが、できれば１つの建物で済ませたい。 

 前平公園のあたりが一番いいと思いますが、駅の近くでしたら 安く食事できるところをつくって

ほしい。 

 立地→駅南の方が、発展性があると思います。 

【男性,80 歳以上,太田】 

 岐阜県の首都にする。 

 高さ 3774m、駅の周辺で建設する。 

 底辺が 1200m の富士山の 1/10 の規模の建物をつくる。 

【女性,80 歳以上,太田】 

 大阪は堺市の市役所が崇高で便利で余所者にも魅力です。 

 現 City Hotel を潰さないでほしい。ホテルがあることで市の品格が上がっている。 

 現在地を拡大・買収すること 

 ざわついた駅北と違って南の丸の内的な雰囲気を大切に！！ 

 人口規模など違いますが、外観にも圧倒されます。 

 ホテルと市役所が密接な関係であることを願います。 

【女性,10 歳代,古井】 

 是非新しくしてほしい。 

【男性,20 歳代,古井】 

 新しくする必要があるのかわからない。 

 税金を他に使うべきところがあるように思う 

【女性,20 歳代,古井】 

 そんなことにお金をかけるなら、もっと実用性のある公園をつくる方がいい。 

【男性,30 歳代,古井】 

 整備するのは自由だとは思うけど、これを理由に市民税を上げたり、支援を減らすなら整備しない

でほしい。 
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【女性,30 歳代,古井】 

 市役所は最低限の機能があれば充分。 

 シンプルな建物で、場所の移動（今でいう分庁舎に行くのが面倒）が必要ないものにしてください。 

 出入りしやすい場所にしてほしい。 

 本当に太田駅につくるのであれば、ホールはいらない。 

【男性,40 歳代,古井】 

 税金を使うということをふまえて、しっかり議論してほしい。 

 批判もあろうかと思うが信念を持って進めてほしい。頑張ってほしい 

【女性,40 歳代,古井】 

 明るくしてください。 

 意見も書けるようにして、市民全員で考えた新庁舎にしてください。 

 一階で用事が済むようにしてください。 

 遅くなっているのはなぜか。 

 設計図を役所で閲覧ではなく、広報紙で市民全員が見えるようにしてください。 

 その時、年配の方より若い人の意見を優先すべき。 

 駐車場を多く、地下もあると便利。 

 土地の確保はできるのですか？という心配はあります。 

 人の意見は聞けば聞くほど決まらない。 

 まったく情報が入ってこない。 

 リードする人の乗りで、一気に強引なくらいの勢いで進めていってもらいたい。 

【男性,50 歳代,古井】 

 バリアフリー施設で、トイレも介護ベッドありのトイレをつくってほしい。 

【女性,50 歳代,古井】 

 今ある民間の建物なんかを壊して新しい建物をつくってことですよね？周辺だけだと思っていま

す。 

 その情報はわかりにくいよね？ 

 土地や建物買収するの？ 

 美濃太田駅周辺が整備地として選定されましたが、どのあたりのことなのでしょうか？ 

【男性,60 歳代,古井】 

 ①JR より北がよいと思う。 

 現在の施設では、何がたりないのか、市民にわかりやすく説明してほしい。 

 交流センターの古いところの建て替え。 

 市民生活を優先すべきでは？ 

 将来市民の負担をかけないために大きな箱物をつくらないこと。分散してもよい。これからは Net

で OK. 

 分庁舎を多くしない。 

 美濃太田駅南側一帯の再開発。（旧中山道筋古いまちなみはもう無理なのでは） 

【女性,60 歳代,古井】 

 太田駅北付近で、バリアフリーで１階の福祉介護、住民票、など手続きが一度でできるように。
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 新庁舎の必要性、移転先、費用、そして市民のメリット等、よくわからない。本当に今大切なこと？ 

 昔から住んでいる人 地域を大切にしてほしい 

【男性,70 歳代,古井】 

 誰でも気軽に入れる施設にしてほしい。 

 駐車場スペースを充分取ってください。 

 どうせ建てるなら元のところではなく、これから発展する場所、例えば駅の北側、山手線の北山の

ところとか、広いところがよいと思う。 

 早く整備してください。 

 皆が集まる様な建物にしてほしい（いろいろな食べ物等、喫茶等） 

【女性,70 歳代,古井】 

 JR 美濃太田駅近くがいい（南又は北） 

 駅の北が発展したが、南は閑古鳥が鳴いています。 

 現庁舎付近につくってほしい。 

 昔の様に人がいっぱい集まり楽しめる様に。 

【男性,80 歳以上,古井】 

 市民が利用しやすく、利便性をよくしてほしい。 

 将来性を考えて、市民アンケートの多い方を選ぶ。 

【女性,80 歳以上,古井】 

 期日でなく、全市民が納得するまでの議論をすべきだと思います。 

 市未来のまちづくり委員会等の審議内容が不透明でよくわからない。 

 多額の費用を必要とする事業です。 

 遠くの人、大学の先生たちの意見よりは、地元の素朴な考え・要求を取り入れてほしいなと、常々

思っております。 

【男性,60 歳代,山之上】 

 車やあいあいバスの利用で行けるところなら、多少中心地から離れていても、駐車場の多い環境が

よい方がいい。 

【女性,60 歳代,山之上】 

 大勢の人が寄り付きやすい場所 

【男性,70 歳代,山之上】 

 庁舎内でくつろげる場所がほしい。 

 分散型は好ましくない。 

【女性,30 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 場所は今の場所になるのでしたっけ？生涯学習センターや健康課も新しくなるのでしょうね。 

【男性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 庁舎が古く暗いので、整備はよいが、ノリタケビルを利用するのは駐車場がなく、分ける理由がわ

からない。  
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 無駄に税金を使わず、節税してほしい。 

【女性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 聞いた程度で、詳細はわかりません。 

 市の検診が文化会館になってだいぶ解消させたと思うが学習センターと保健センターもあるので、

駐車場に困ることが多い。 

 建物が古く、新しくしなければ、危険なら仕方がないが、今のままでもあまり不便を感じない。 

【男性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 ミニマムコストでお願いします。 

【女性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 市民の税金を使うのならば、少なすぎる外灯を設置してほしい。 

【男性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 美濃太田付近に、広い場所なんてありましたか？ 

 もっと市の財務を活用でき、新しい駅、北方面につくる方が便利。 

【女性,60 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 設置場所が太田駅前と聞いているが、まったく腑に落ちない！ 

 緑あふれる広い地に立てられるといいですね。 

【男性,70 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 中部台の前生物研究所あとにつくるといいなと思っていましたが、病院ができるとのこと。残念に

思っています。 

【女性,70 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 市のシンボルとしてだいぶ老朽化してきたと思います。場所はどこがいいか考え中です。 

 庁舎・分庁舎と分けるのではなく、新庁舎に行けばどの用事も１ヶ所で終われる様に新庁舎を集め

てほしい。 

【男性,80 歳以上,蜂屋(中部台含む)】 

 近くにほしい。 

【女性,80 歳以上,蜂屋(中部台含む)】 

 寄り付きのよい場所につくってください。駅前は反対します。 

【女性,20 歳代,加茂野】 

 保育所・託児サービス 

【男性,30 歳代,加茂野】 

 旧庁舎、ロビーが狭い、暗い→これらを改善していただければ…。 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 加茂野からどんどん遠くなるなと思った。（いろんな施設や開発企画が遠くなっているので） 

 必要? 

【男性,40 歳代,加茂野】 

 個人の人の所有物を公共が、ましてや市役所が貸地料を支払わなくて大反対問題です!! 

 市が所有する土地を建物にするべき!! 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 現プラザ中体と現市役所の場所を交換する形がよいと思う。  
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 せっかく新しい市役所を建設するので、障がい者駐車場を屋根付きで、近くに市役所で借りられる

自力で動かす車イスを設置。 

 つえを横にしても通行できる間口の広さ（車イスを自分で動かし、ひざの上につえをのせて動かす

ため）他市ですが、パートで（市役所）勤務しています。 

 バリアフリーと言うと差別っぽく感じるので、ユニバーサルがよい言葉だと思います。 

 ユニバーサルにしてほしい→車イスの方も出入りしやすく、段差のない様に。お客様が、それで困

ってみえました。 

【男性,50 歳代,加茂野】 

 車が乗れなくても行ける場所、その帰りにスーパーに簡単によれる場所につくってほしい。 

 庁舎内に市民の憩いの場（自然が豊かな公園っぽいところ）があるとよい。 

【男性,60 歳代,加茂野】 

 移転する場合、土地価格の安い地区に。 

 近未来型のものが希望。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 水害などの心配のない場所で、広い敷地にまとまりのある庁舎をつくってほしい。 

 誰もが利用しやすくゆったりとした空間があればと思う。 

 分散型は大反対です 子どもや孫たちのために声を大にしてお願いする。 

【男性,70 歳代,加茂野】 

 財政的に問題はないのか？ 

【女性,70 歳代,加茂野】 

 高齢でたらい回しになる様なことは大変なので、業務の課がわかりやすい方法を考えてください。 

 市民が行きやすいところ。 

 一人暮らしでも、ムリなく行ける場所に、新庁舎をつくってください。 

【男性,80 歳以上,加茂野】 

 今後の車など土地の広い駅裏の山手線以北がよい。 

【女性,40 歳代,伊深】 

 今のままでいいのではないか。 

【女性,50 歳代,伊深】 

 それぞれの町から公平な距離 

【男性,70 歳代,伊深】 

 現在の庁舎は老化しているので、早期に着手を。市民が便利で、行きやすいことを考えて。 

【女性,70 歳代,三和】 

 市役所の中まで行けませんが、本で見たことあります。 

【男性,30 歳代,下米田】 

 子どもの遊ぶスペースがあると、書類申請等、気軽に行けていい。 

 地元に住んでいて地元の保育園に入れないのはありえないと思う。 

【女性,30 歳代,下米田】 

 庁舎って何をするところ？ 

 どんなところかをもっと知りたい。 
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【男性,50 歳代,下米田】 

 税金を使うわけだし、今本当に建てる必要があるのかをしっかり議論して、決めてほしいです。 

 建物をコンパクト化、高層化が必要。駐車場の確保をどうするか。 

 利用しやすい庁舎にすること 

【女性,50 歳代,下米田】 

 職員の子どもの保育所や、病児保育施設を備えてはどうでしょうか？ 

 防災設備の整った施設 

 市民が利用しやすい庁舎にしてほしい。 

 レストランがあるとよい。 

【男性,60 歳代,下米田】 

 ステーションホテルの跡地に建てるべきではない。不便だし政治の匂いがする。 

【女性,60 歳代,下米田】 

 今あるところに高さのある建物にしてほしい。 

 キッズルームもほしいです。 

 最上階にはレストラン等、食事・喫茶ができ、市民が立ち寄りやすいところであってほしい。 

 その間、体育館などを利用していてはどうですか。 

【男性,70 歳代,下米田】 

 あまりにも施設が点在しすぎている。 

 集約すれば経費が少なくなるのではないか。 

 どこにどのように建設するか具体的に。 

【女性,70 歳代,下米田】 

 人通りの少ないことはどう思われますか。 

 美濃太田駅南側の発展のことも考えて取り組んでほしいと思います。 

 

 特になし。【２件】 

  



190 

問 64 公式ホームページは見やすいですか 

 見たことがない。【10 件】 

 わかりにくい。【５件】 

 公式ホームページがよくわからない。【４件】 

 利用していない。【３件】 

 

【女性,20 歳代,太田】 

 見た目が堅苦しくて見にくい。 

 もっと若い世代も見たくなるようなオシャレなホームページにしてほしい 

【男性,30 歳代,太田】 

 探しにくい。 

【女性,30 歳代,太田】 

 検索したいことが出てこない. 

【男性,40 歳代,太田】 

 スマホ向けのホームページがあるとよい。 

【女性,40 歳代,太田】 

 固い感じで、少し見にくい。 

【男性,50 歳代,太田】 

 ユーザー重視となっていない。 

【女性,60 歳代,太田】 

 小見出しとかをせめてカラーに。 

 サイト内の記事（文章）がほぼ黒一色でつまらない。 

 デザイン性に乏しい。 

 電話で問い合わせた方が早い。 

 見にくい。 

【男性,70 歳代,太田】 

 ネットをやっていないからわからない。 

 老人には、ちょっと見にくい。 

【女性,70 歳代,太田】 

 ネットもスマホもないからわかりません。 

【男性,30 歳代,古井】 

 字が小さい。 

 情報量が少ない。 

【女性,50 歳代,古井】 

 何年も前のことですが、HP から私的な意見を投稿したら、ほどなくして広報誌に掲載していただい

たことがありました。小さな意見にも敏感で、すばらしいなと感心しました。 

【男性,60 歳代,古井】 

 もう少し工夫を 

【女性,60 歳代,古井】 

 情報は広報でチェックするので、わざわざホームページは利用しない。  
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【男性,70 歳代,古井】 

 １人で生活していて誰も教えてくれない。 

【男性,10 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 あまり見ない。 

【女性,30 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 文字列の間隔が狭い。 

【男性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 続けて見たいと思えない。 

 文字が多すぎ。 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 リンク先がエラーになっているページがあったり、わかりにくい内容のところもあって気になりま

す。 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 見にくいけど、よく探せば見つけられそう。 

【男性,50 歳代,加茂野】 

 画面がごちゃごちゃし過ぎ見る用事がない。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 ケーブルテレビに加入できない多くの人たちのためにも、多くの行事の様子も見られるようになっ

たらうれしいです。 

【男性,40 歳代,伊深】 

 堅いイメージ。 

 見やすいが、パッと見、地味。 

【女性,50 歳代,伊深】 

 行事の予定をもっと早く、アップしてほしい。 

【女性,60 歳代,下米田】 

 ふつう 
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問 65 公式ホームページで探している情報は見つけやすいですか。また、主にどのよう

な情報を探しますか 

 子育て関連について【７件】 

 見たことがない【７件】 

 イベント内容【５件】 

 イベント情報【５件】 

 ゴミの分別【５件】 

 災害情報【４件】 

 ゴミ出しについて【４件】 

 観光情報【３件】 

 子育て情報【３件】 

 ゴミ出し関係【３件】 

 ゴミの処理【３件】 

 図書館について【３件】 

 ゴミの日について【２件】 

 

【男性,30 歳代,太田】 

 ごちゃごちゃしすぎ。 

【男性,40 歳代,太田】 

 各種手続きの仕方 

【男性,60 歳代,太田】 

 これもホームページを見たことがないため、２を選択した。 

【女性,60 歳代,太田】 

 新しい施設 

 介護福祉 

 新着情報 

【男性,70 歳代,太田】 

 市議会等の情報 

 問 64 と同じ 

【男性,80 歳以上,太田】 

 美濃加茂市の未来について 

【男性,20 歳代,古井】 

 ゴミ・環境ページ 

【男性,30 歳代,古井】 

 ゴミ、病院 

 税金 

【女性,30 歳代,古井】 

 一時保育や保育園の募集要項等、園の雰囲気や支援センターの雰囲気のわかる写真があるとよいと

思う。 
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【男性,40 歳代,古井】 

 環境覧（ペット、ゴミなど）や、福祉に関する手続き。 

【女性,40 歳代,古井】 

 TEL No. イベント中止情報。 

 園、学校の HP はあまり更新されない。 

 教育関係 

 施設の利用時間。 

 自治会の回覧に入っている予定表が見られるといいと思うことがある。 

 小・中学校に通う子どもがいないので、時々学校行事の予定を知りたい時がある（夏休みはいつか

ら？とか）。 

 文化会館、文森などの施設の見取り図、位置を写真で確認したいことがある。館内写真がほしいで

す！ 

【女性,50 歳代,古井】 

 スポーツ 

 文化 

【男性,60 歳代,古井】 

 NEWS＆TOPICS 

【女性,60 歳代,古井】 

 文化の森展示 

 リサイクル 

【女性,70 歳代,古井】 

 探したい項目を入れても出てこない時がある。課で選んでからしか出てこない。 

【男性,80 歳以上,古井】 

 市の動向について 

【男性,50 歳代,山之上】 

 手続き等の必要書類 

【女性,60 歳代,山之上】 

 福祉 

【男性,70 歳代,山之上】 

 町づくり事業の活動内容 

【男性,10 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 あまり見ない。 

 店を探すのが少し手間取る 

【男性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 市例規集 

【女性,40 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 学校給食メニュー…出先で知りたい時便利 

 バスの時刻表。 

 利用したい施設を調べるため 
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【男性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 市民まつり 

【女性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 印鑑登録証明の発行機の利用の仕方がわからなかった。 

【女性,20 歳代,加茂野】 

 児童館、サンサンルーム、ほたるの広場の日ごとのおたより 

【女性,30 歳代,加茂野】 

 特に探したことはありません。 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 今回アンケートを見て、はじめてホームページを見ました。 

 特に探す情報はない。 

【男性,50 歳代,加茂野】 

 選挙、イベント等 

 問い合わせる部署の電話番号 

【男性,60 歳代,加茂野】 

 市の諸施設の開会時刻や休館日など。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 行事全般、新庁舎など市に関することいろいろです。 

【女性,50 歳代,伊深】 

 ウォーキングに参加するため。 

【男性,70 歳代,伊深】 

 美濃加茂市の歴史 

【男性,30 歳代,下米田】 

 それぞれの支援センターのたよりの更新が遅すぎて、妻が不便だと言っている。 

【女性,30 歳代,下米田】 

 子どもが障がい児のため、いろいろな情報を調べるため。 

 文化・スポーツ・観光 

【女性,40 歳代,下米田】 

 求人情報、災害に関すること、インフルエンザなどの学校情報など。 

【男性,50 歳代,下米田】 

 グランドの空き情報 

 補助金、助成金について 
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問 97 今までの質問以外に、あなたご自身が行っている自助の取り組みがあれば教えて

ください。また、自助（自分で自分の身を守ること）についてあなたが不安に思う

ことがあればご記入ください 

 学びのとびら普段から自助の取り組み行っている。【８件】 

 寝室に防災対策をしている。【６件】 

 防災無線を充実させてほしい。【７件】 

 避難用具の準備をしている。【９件】 

 災害時、体を動かせるのか心配である。【９件】 

 情報の確保をしている。【４件】 

 

【女性,20 歳代,太田】 

 子どもがいるので、避難所などで泣いて迷惑になるのが怖い。 

【男性,30 歳代,太田】 

 避難所のエアコンの有無。 

【男性,40 歳代,太田】 

 身を守ることは大切だとわかっていますが、何をするにもお金がかかるので、やろうと思う気持ち

になれない。 

【女性,50 歳代,太田】 

 80 歳に近い両親も一緒に住んでいるので、家が崩壊した場合どうなってしまうかが不安。 

【男性,60 歳代,太田】 

 家具の扉の開閉防止のために、フックをつけています。 

【女性,60 歳代,太田】 

 ９・２８災害の時に自宅が１階の天井まで水が浸かりました。水など多少の備蓄はありましたが、

何の役にも立ちませんでした。 

 行政のライフラインの復旧がどれだけ速やかに行っていただけるかにかかっているかと思います。

自助には限りがあると思います。 

 防災ラジオを希望者に配布してください。 

【女性,70 歳代,太田】 

 自治会に入っていない家が多くなった。このことがすべてのことが悪い方へ向かっていると思う。

おもいやり、助け合い、災害時もすべての原点がここにあると思う、近いところでどんなことでも

自分たちで守る。やってもらうことばかり望まない、市に対しても。市はこの自治会に入ることを

勧めてほしい。 

 避難場所が遠い。 

 自治会に入ってない家の生ごみの収集方法を考えてほしい。 

 一人で今はいるので、大きな音やゆれが来ると怖いことがあります。 

 水が止まっても井戸があるが井戸水はモーターで出るので電気が止まると起動できない、ガスはボ

ンベを用意しているが１～２日分のボンベのみ。 
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【男性,80 歳以上,太田】 

 全知全能を働かせて生きる。 

【女性,20 歳代,古井】 

 カナリヤ卒業→その後のフォローを続ける必要が絶対にあった方がいい。 

 行動に出てくれる職員がきっといると思っています。 

 困り事がある子は多いはず。 

 社宅に住んでいるが、主人曰く、避難所に行くよりも、家にいる方がよっぽど安全だと言うが、果

たして本当にそうなのかわからない。 

 相談ではなく療育を!!! 

 つらい思いをする親・子が少しでも減ることを願います。 

 まだ２歳になったばかりの子もいるので、なかなか避難所で生活するのは厳しそう。 

 美濃加茂市は未就学児だけでなく、小学生も療育を受けられる施設をつくるべき。 

 冷静な判断ができるか不安。 

 美濃加茂は社会福祉の視野が狭い。 

【男性,30 歳代,古井】 

 家の倒壊 

 自分たちの財産、家、車等は心配。保険に入っていても。 

【女性,30 歳代,古井】 

 災害用のための現金を紙幣、硬貨に分けて用意している。災害の中でも、お金が必要なので 

 娘が心疾患のため、避難所へ行くことは感染症の感染につながるので、どうにか自宅にて生活でき

るように考えているが、どれくらいの用意が必要なのか…、すべてにおいて不安である。 

【男性,40 歳代,古井】 

 蓄光テープをいろんなところに貼っている（夜でも逃げられる様に）。 

 避難所の施設がなくても、自分のプライバシーを守るためにこの様に準備している。 

 我が家には犬がいるので、同行避難をしても、犬の苦手な方たちへの配慮と犬のストレス対策も考

えて、キャンプ用品の活用で自助の準備はしています。 

【女性,40 歳代,古井】 

 お風呂の残り湯はためておくようにしています。 

 やらなければいけないと思っているけれど、使うか使わないか、わからないものにお金がかけられ

ないのもあります。備えが必要なのはわかるのですが。何とかなるかなと甘い考えでいるのも事実

です。 

 保冷材を多めに凍らせておく。 

【女性,50 歳代,古井】 

 昼間に災害が起こった時の家族の安否確認ができるかどか心配です。 

【男性,60 歳代,古井】 

 大災害の時の、水、トイレが不安である。 
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【女性,60 歳代,古井】 

 火災が発生した場合のシミュレーション不足を不安に思う。 

 日本中のどこかで災害が毎年起きているので、災害の恐れはわかっているものの、実際、この町で

起きた場合、どうすれば（行動）いいのか、心配です。 

【男性,70 歳代,古井】 

 日頃から家のまわりの清掃に努め、いざという時にあわてないようにしている。 

 今は、不安なしです。 

 散歩を日課としていますが、横断歩道を渡る時、太い街路樹とツツジの垣根があり、見通しの悪い

ところがあります。通る時、いつも太い街路樹がなく、ツツジも剪定してあればと思いながら、交

通事故に合わない様、注意しています。小学生の通学路になっている。 

 自助は家庭円満と自分で健康に気をつける。 

【男性,80 歳以上,古井】 

 高齢者の転倒防止。 

 自宅で介護できない住居の改修。 

【女性,80 歳以上,古井】 

 普通の状態の時でも、タクシーの待ち時間はなかなか長いのに、いざという時ではなかなか来てく

れそうに思えません。 

【女性,50 歳代,山之上】 

 ２階の寝室にはクツを、子どもの部屋には使わなくなった自転車のヘルメットを置いてある。 

 近所同士でどの程度助け合うことができるのか、普段交流がないので、少し不安がある。 

【女性,60 歳代,山之上】 

 ２ヶ月ごとに歯科に行く。 

 健康診断を受ける。 

【男性,70 歳代,山之上】 

 過剰な行政サービス（介入）によって、各自の考える力が衰えてしまい、更に行政に手取り足取り

の援助を求めることになる。行政に責任を押しつける世間の風潮に疑問。 

 自然災害に対する対処の仕方は一軒一軒違っている。各自がその場その場で判断し、対処する以外

ない。 

【女性,50 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 ソーラーパネルを設置している。 

【男性,70 歳代,蜂屋(中部台含む)】 

 坂道での転倒 

 交通事故 

【女性,20 歳代,加茂野】 

 アパートに子ども２人と住んでおり、非常用の物を置くスペースが見つけられない。 

【男性,30 歳代,加茂野】 

 災害時に、どこへ行けば わからない。 
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【女性,30 歳代,加茂野】 

 自分のことより子どもが心配。実家の家も古いため壊れないか不安を考えれば考えるほど不安、心

配になる。 

 夫がいない時に、１人で子ども２人連れて、ちゃんと避難できるか不安。 

 夫が単身赴任しているので、災害時など、すぐに会えないことが心配。 

 自治会に入っていないので災害が起こった時に物資をもらえるのかが不安。 

 物が少ないことで落下物によるケガも防げる。 

【女性,40 歳代,加茂野】 

 家が古い木造なので、大地震が来たら壊れるかなと思った。携帯トイレは用意してないし、水も少

ししか用意してなくて、非常食も特にないので、もしもの時のために必要かと思った。 

【女性,60 歳代,加茂野】 

 アンケートに回答させていただきましたが、福祉に関してまだまだだと感じています。 

 各世帯に非常持ち出し袋（中身なくていい）を配布していたら、もっと皆さん気をつけて用意する

んじゃないですか？予算大変かもしれませんが、年寄りはなかなか買いにまでは…。車に乗れる人

ばかりじゃないし、ゴミ袋配布よりいいかも。 

 つたないアンケート返事ですみませんでした。ご苦労様です。 

 産業等も大事ですが、人権と言う大きな課題があるのではないでしょうか？ 

 障がい福祉に関しては、まだまだ差別があります。 

 職場にしても、地域生活にしても、苦しんでいる方々が多くいらっしゃいます。 

 精神面、資金面、多々あると感じています。 

 福祉委員会及び、民生委員は名前だけ。何もしてくれないということをよく聞きます。 

 福祉福祉と言われますが、表面だけが見られており、水面下でまだまだ苦しんでいる方々がいます。 

 福祉問題をもっとつきつめて考えていただきたいと思います。 

 老人福祉に関しては、介護される側は充実して来ていると思います。しかしながら、介護する側の

方々はまだまだだと思います。 

【男性,70 歳代,加茂野】 

 見せかけの箱物は不安。 

【男性,40 歳代,伊深】 

 自宅が地区 40 年以上と古いため、大地震が来た際、家屋の倒壊を心配しています。 

【女性,80 歳以上,伊深】 

 高齢だから体が思うようについていかない不安がある。 

【男性,50 歳代,三和】 

 メガネの予備を車内等に置いておく（目が悪いので）。 

【女性,70 歳代,三和】 

 自然は何が急にあるかわからないし、体は突然痛くなったりするし、でも心配ばかりしてもだめだ

し、１日が無事に済みよいことがまた、明るい光のある生活がいいけど、安心して少しでも楽しい

くらしができたらと思います。 

【男性,80 歳以上,三和】 

 建築禁止 
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【女性,50 歳代,下米田】 

 避難所までが遠く、車を利用しないと時間がかかる。 

【女性,60 歳代,下米田】 

 最低限度の備えはしていかなければいけないと思いました。 

 自然災害が多発している現在、その意識が低いのが現実です。 

 やらなければいけないと思いますが、将来年金が下がり、物価が上がることを考えると、不安だら

けです。 

 

 特になし。【３件】 
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