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１．調査概要 

1 

１．調査概要 
調査目的 

日常生活における町民の皆様の意識と行政に対する要望や評価を把握し、今後の町政運営に

反映させていくために実施しました。 

調査項目 

▼ 回答者のことについて 

Ⅰ あなたの定住意識について 

Ⅱ あなたが持っている「長泉町の印象」について 

Ⅲ 今後のより良いまちづくりを進めていくための「第５次総合計画の指標に関する項目」などについて 

Ⅳ スマートフォンの利用について 

調査設計 

・調査対象：長泉町在住の18歳以上の方 

・抽出方法：無作為抽出 

・対象者数：1,000人 

・調査方法：郵送配布・郵送回収 

・調査期間：令和３年８月13日（金）～令和３年８月31日（火） 

調査結果 

・発 送 数：1,000通 

・有効回収数： 628通 

・有効回収率：62.8％ 

報告書を見る際の注意事項 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示しています。 

・百分率は小数点以下第２位を四捨五入して算出しています。このため、百分率の合計が100％

にならないことがあります。 

・１つの質問に２つ以上答えられる複数回答可能の場合は、回答比率の合計が100％を超える

場合があります。 

・質問文や選択肢が長い場合、グラフやコメントにおいて省略した表記をしていることがあり

ます。 
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２．調査結果 
▼ あなたのことについて 

性別 

ア あなたの性別を教えて下さい。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別については、「男性」が46.7％、「女性」が52.7％、「回答したくない」が0.2％となってい

ます。 

 

 

年齢（令和３年８月１日現在） 

イ あなたの年齢を教えて下さい。【８月１日現在】（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢（令和３年８月１日現在）については、「60代」が22.6％と最も多く、次いで「40代」が19.1％、

「50代」が18.2％などとなっています。 

男性

46.7%

女性

52.7

回答したくない

0.2

無回答

0.5
(N=628)

70
代
以
上

無
回
答

10
代

20
代

30
代

40
代

50
代

60
代

4.1 
12.9 

16.6 19.1 18.2 
22.6 

6.4 
0.2 

0%

20

40

60
(N=628)
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世帯状況 

ウ あなたの世帯状況を教えて下さい。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯状況については、「親と子（２世代）※敷地内同居を含む」が58.9％と最も多く、次いで「夫

婦のみ」が18.8％、「祖父母と親と子（３世代）※敷地内同居を含む」が11.3％などとなっていま

す。 

１人暮らし

7.6%

夫婦のみ

18.8

親と子（２世代）

※敷地内同居を含む

58.9

祖父母と親と子（３世代）

※敷地内同居を含む

11.3

その他

2.4

無回答

1.0

(N=628)
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自治会 

エ お住まいの地域を教えて下さい。（お住まいの地区に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

地区１ 元長窪、上長窪、屋代住宅、下長窪、池田、尾尻住宅、谷津 

地区２ 南一色、東べ南一色、納米里、駿河平、八分平 

地区３ 上土狩、惣ヶ原、エンゼル、シャリエ中土狩、中土狩、東 

地区４ 
荻素、新屋町上、新屋町中、新屋町下、鮎壺、駅上、駅中、駅下、薄原上、薄原下、西、 

原、シャルマン、シャリエ南、シャリエ東 

地区５ 三軒家、エンゼル西、グランツ、杉原、原分、高田、竹原、シャルマン竹原、本宿 

 

自治会については、「地区５」が26.1％と最も多く、次いで「地区３」が21.5％、「地区４」が

20.5％などとなっています。 

地区１

15.1%

地区２

14.8

地区３

21.5

地区４

20.5

地区５

26.1

無回答

1.9

(N=628)
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職業 

オ あなたの職業を教えて下さい。（複数該当する場合は、主な番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業については、「会社員・公務員・団体職員（教員、保育士、看護師など）」が41.6％と最も

多く、次いで「パート・アルバイト・フリーター・派遣社員」が18.5％、「専業主婦（主夫）」が

12.7％などとなっています。 

 

勤務地 

※現在働かれている方にお伺いします。 

カ 現在の勤務地を教えて下さい。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤務地については、「静岡県東部」が56.9％と最も多く、次いで「長泉町」が34.5％、「東京都・

神奈川県」が5.1％などとなっています。 

そ
の
他

無
回
答

会
社
員
・
公
務
員
・

団
体
職
員
（

教
員
、

保
育
士
、

看
護
師
な
ど
）

自
営
業
・
フ
リ
ー

ラ
ン
ス

（

農
林
業
、

開
業
医
な
ど
）

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・

フ
リ
ー

タ
ー

・
派
遣
社
員

専
業
主
婦
（

主
夫
）

学
生

無
職

41.6 

6.8 

18.5 
12.7 

7.6 10.4 

1.9 0.5 
0%

20

40

60
(N=628)

長泉町

34.5%

静岡県東部

56.9

静岡県中部・西部

1.9

東京都・神奈川県

5.1

その他

1.2

無回答

0.5
(N=432)
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住まいの形態 

キ あなたのお住まいの形態を教えて下さい。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいの形態については、「持ち家（戸建て）」が60.8％と最も多く、次いで「賃貸住宅（アパ

ート・マンション・借家）」が19.6％、「持ち家（マンション）」が15.3％などとなっています。 

 

 

長泉町での居住年数 

ク 長泉町にお住まいの年数を教えて下さい。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

＜通算年数をお答え下さい。一時的に町外に住んだ時期は除きます。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町での居住年数については、「30年以上」が31.8％と最も多く、次いで「10～20年未満」が

23.6％、「20～30年未満」が21.2％などとなっています。 

持ち家（戸建て）

60.8%

持ち家（マンション）

15.3

賃貸住宅

（アパート・マンション・借家）

19.6

公営住宅、社宅、寮

1.4

その他

0.6

無回答

2.2

(N=628)

５年未満

9.2%

５～10年未満

12.3

10～20年未満

23.6

20～30年未満

21.2

30年以上

31.8

無回答

1.9

(N=628)
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Ⅰ あなたの定住意識について 

現在の地区に住んでいる理由 

問１ 現在の地区にお住まいの理由は何ですか。（該当する番号に３つ以内で○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の地区に住んでいる理由については、「通勤・通学の便がよいため」が35.4％と最も多く、次

いで「買い物等の日常生活（通勤・通学を除く）の便がよいため」が25.3％、「手頃な家、土地があ

ったため」が20.7％などとなっています。 

 

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

性　別

35.4 

25.3 

20.7 

20.2 

16.6 

13.7 

10.2 

9.9 

9.4 

7.5 

3.7 

4.3 

4.6 

0.6 

0% 50 100
全体(N=  628)

38.9 

28.0 

21.2 

23.9 

16.4 

18.1 

2.7 

10.9 

9.2 

7.2 

3.4 

3.1 

6.1 

0.7 

0% 50 100
男性(N=  293)

32.6 

23.0 

20.5 

17.2 

16.9 

9.1 

16.3 

9.1 

9.4 

7.9 

3.9 

5.4 

3.3 

0.3 

0% 50 100
女性(N=  331)



⻑泉町住⺠意識調査報告書 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別にみると、10代では「親がいる（親の出身地）ため」が38.5％と最も多くなっています。ま

た、60代では「買い物等の日常生活（通勤・通学を除く）の便がよいため」が28.9％と最も多くなっ

ています。また、70代以上では「手頃な家、土地があったため」が27.5％と最も多くなっています。 

 

 

 

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

年　代　別

30.9 

18.5 

4.9 

40.7 

40.7 

8.6 

2.5 

8.6 

4.9 

1.2 

2.5 

1.2 

9.9 

0.0 

0% 50 100
20代(N=   81)

48.1 

22.1 

22.1 

19.2 

14.4 

26.0 

6.7 

17.3 

1.9 

4.8 

1.9 

4.8 

1.0 

0.0 

0% 50 100
30代(N=  104)

50.0 

30.8 

28.3 

7.5 

12.5 

23.3 

11.7 

9.2 

8.3 

5.8 

1.7 

6.7 

2.5 

0.0 

0% 50 100
40代(N=  120)

26.9 

3.8 

3.8 

30.8 

38.5 

3.8 

0.0 

15.4 

0.0 

3.8 

0.0 

7.7 

11.5 

3.8 

0% 50 100
10代(N=   26)

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

37.7 

28.1 

19.3 

14.9 

7.0 

16.7 

16.7 

7.0 

12.3 

4.4 

5.3 

4.4 

5.3 

0.0 

0% 50 100

50代(N=  114)

23.2 

28.9 

24.6 

23.9 

14.1 

2.8 

12.0 

9.9 

15.5 

14.1 

4.9 

2.1 

5.6 

1.4 

0% 50 100
60代(N=  142)

10.0 

25.0 

27.5 

15.0 

7.5 

0.0 

12.5 

0.0 

17.5 

20.0 

10.0 

7.5 

0.0 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N=  40)



２．調査結果 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地区別にみると、地区１では「手頃な家、土地があったため」が25.3％と最も多くなっていま

す。 

 

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

居　住　地　区　別

23.2 

13.7 

25.3 

20.0 

24.2 

13.7 

15.8 

4.2 

12.6 

5.3 

2.1 

5.3 

5.3 

0.0 

0% 50 100
地区１(N=   95)

28.0 

16.1 

18.3 

18.3 

11.8 

12.9 

11.8 

12.9 

19.4 

6.5 

2.2 

1.1 

10.8 

0.0 

0% 50 100
地区２(N=   93)

39.3 

38.5 

17.0 

20.0 

13.3 

15.6 

5.9 

10.4 

8.1 

11.1 

4.4 

5.9 

2.2 

0.0 

0% 50 100
地区３(N=  135)

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

44.2 

17.8 

20.9 

21.7 

17.1 

10.1 

12.4 

15.5 

7.0 

5.4 

2.3 

5.4 

3.1 

0.8 

0% 50 100
地区４(N=  129)

38.4 

32.3 

23.8 

19.5 

17.1 

15.2 

7.9 

7.3 

4.9 

8.5 

6.1 

3.0 

3.7 

0.6 

0% 50 100
地区５(N=  164)
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※「生まれた時から住んでいるため」は令和元年度から追加された選択肢です。 
＊グラフ内の選択肢「買い物等の日常生活の便がよいため」は（ ）を省略して表示しています。 

「買い物等の日常生活（通勤・通学を除く）の便がよいため」 

 

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

経　年　比　較

32.2 

24.0 

23.3 

29.1 

13.9 

12.0 

6.0 

10.4 

9.9 

2.7 

4.1 

3.8 

0.3 

0% 50 100
平成28年度(N=  584)

34.7 

24.2 

25.0 

26.6 

10.3 

9.8 

6.1 

11.2 

8.5 

2.5 

3.8 

6.9 

0.5 

0% 50 100
平成29年度(N=  553)

32.7 

22.1 

25.5 

25.5 

12.4 

9.3 

7.8 

10.9 

8.2 

5.3 

5.1 

4.9 

0.2 

0% 50 100
平成30年度(N=  548)

通勤・通学の便がよいため                          

買い物等の日常生活の便がよいため

手頃な家、土地があったため

生まれた時から住んでいるため                      

親がいる（親の出身地）ため                        

子育てがしやすく子どもの教育環境 がよいため        

結婚相手の家があるため                            

雰囲気がよいため

自然環境がよいため                                

老後も住みやすそうなため

防災・治安の面で安心であるため                    

その他

特に理由はない                                    

無回答

33.3 

22.1 

22.5 

20.1 

17.1 

12.3 

9.6 

6.4 

10.5 

6.6 

2.9 

5.2 

3.7 

0.9 

0% 50 100
令和元年度(N=  543)

32.4 

24.7 

22.5 

17.7 

14.6 

12.5 

12.6 

8.9 

12.2 

8.2 

4.7 

3.4 

4.0 

0.6 

0% 50 100
令和２年度(N=1,783)

35.4 

25.3 

20.7 

20.2 

16.6 

13.7 

10.2 

9.9 

9.4 

7.5 

3.7 

4.3 

4.6 

0.6 

0% 50 100
令和３年度(N=  628)



２．調査結果 

11 

 

現在の地区における継続居住意向 

問２ あなたは現在の地区に、今後もずっと住みたいとお考えですか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の地区における継続居住意向については、「できれば住みたいと考えている」が40.0％と最も多

く、次いで「ずっと住みたいと考えている」が38.2％、「わからない」が13.4％などとなっています。 

年代別にみると、50代、60代、70代以上では「ずっと住みたいと考えている」が最も多くなってい

ます。 

居住地区別にみると、地区１、地区２では「ずっと住みたいと考えている」が最も多くなっていま

す。 

地区４ (N=129)

地区５ (N=164)

居 住 地 区 別

地区１ (N= 95)

地区２ (N= 93)

地区３ (N=135)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

38.2 

11.5 

19.8 

32.7 

35.8 

39.5 

51.4 

65.0 

40.0 

38.7 

37.0 

38.8 

38.4 

40.0 

42.3 

53.1 

46.2 

40.0 

38.6 

34.5 

20.0 

33.7 

37.6 

42.2 

42.6 

40.2 

3.0 

1.2 

1.9 

6.7 

5.3 

0.7 

2.5 

6.3 

2.2 

5.2 

0.8 

1.8 

5.1 

7.7 

7.4 

8.7 

5.8 

3.5 

2.1 

2.5 

5.3 

8.6 

3.0 

3.9 

5.5 

13.4 

38.5 

18.5 

10.6 

11.7 

12.3 

11.3 

10.0 

14.7 

12.9 

12.6 

13.2 

14.0 

0.3 

0.9 

0.8 

0% 20 40 60 80 100

ずっと住みたいと考えている

できれば住みたいと考えている

町内の他地区に移りたいと考えている

町外に移りたいと考えている

わからない

無回答

a
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Ⅱ あなたが持っている「長泉町の印象」について 

長泉町の印象に対する満足状況 

問３ 長泉町について（以下の１～８の項目）お答え下さい。 

（それぞれの質問項目について、該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

１．イメージの良い町である 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージの良い町であるについては、「そう思う」が64.0％、「ややそう思う」が31.1％、「あ

まりそう思わない」が3.0％、「そう思わない」が0.5％となっています。また、『思う』（そう思

う＋ややそう思う）は95.1％、『思わない』（あまりそう思わない＋そう思わない）は3.5％となっ

ています。 

年代別にみると、10代、20代では『思う』が100.0％となっています。 

全体 (N=628)

(N= 26)

年　代　別

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

10代

５～10年未満 (N= 77)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

10～20年未満 (N=148)

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

64.0 

76.9 

80.2 

73.1 

64.2 

62.3 

50.7 

50.0 

67.2 

67.5 

70.3 

57.9 

60.5 

31.1 

23.1 

19.8 

23.1 

30.0 

34.2 

43.0 

32.5 

29.3 

23.4 

26.4 

36.8 

34.5 

3.0 

3.8 

5.0 

2.6 

2.1 

7.5 

3.4 

6.5 

2.0 

3.0 

2.5 

0.5 

0.8 

0.7 

2.5 

1.3 

0.7 

0.5 

1.4 

0.9 

3.5 

7.5 

1.3 

0.7 

2.3 

2.0 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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２．愛着を持っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛着を持っているについては、「そう思う」が46.0％、「ややそう思う」が40.3％、「あまりそ

う思わない」が10.2％、「そう思わない」が2.1％となっています。また、『思う』は86.3％、『思

わない』は12.3％となっています。 

年代別にみると、40代、50代では「ややそう思う」が最も多くなっています。 

居住年数別にみると、５年未満、５～10年未満、20～30年未満では「ややそう思う」が最も多く

なっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

46.0 

65.4 

61.7 

40.4 

40.0 

42.1 

45.8 

45.0 

32.8 

32.5 

45.3 

42.1 

56.5 

40.3 

26.9 

30.9 

41.3 

45.8 

46.5 

40.8 

30.0 

39.7 

50.6 

41.9 

45.1 

33.0 

10.2 

7.7 

3.7 

15.4 

11.7 

8.8 

9.9 

12.5 

25.9 

11.7 

10.1 

7.5 

7.5 

2.1 

3.7 

2.9 

2.5 

1.8 

0.7 

2.5 

1.7 

3.9 

2.0 

2.3 

1.5 

1.4 

0.9 

2.8 

10.0 

1.3 

0.7 

3.0 

1.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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３．住んでいることに誇りを持っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住んでいることに誇りを持っているについては、「そう思う」が32.3％、「ややそう思う」が43.2％、

「あまりそう思わない」が18.2％、「そう思わない」が4.0％となっています。また、『思う』は

75.5％、『思わない』は22.2％となっています。 

年代別にみると、10代、20代では「そう思う」が最も多くなっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

32.3 

53.8 

48.1 

22.1 

29.2 

30.7 

31.7 

30.0 

20.7 

29.9 

31.1 

28.6 

38.0 

43.2 

34.6 

35.8 

44.2 

45.8 

45.6 

45.8 

35.0 

44.8 

40.3 

48.0 

45.1 

40.0 

18.2 

7.7 

11.1 

25.0 

21.7 

17.5 

16.2 

20.0 

29.3 

20.8 

15.5 

18.0 

16.5 

4.0 

3.8 

4.9 

6.7 

3.3 

4.4 

2.1 

2.5 

5.2 

7.8 

4.1 

3.0 

3.0 

2.4 

1.9 

1.8 

4.2 

12.5 

1.3 

1.4 

5.3 

2.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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４．居住について、町外の友人や知人に対して勧めたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住について、町外の友人や知人に対して勧めたいについては、「そう思う」が30.1％、「やや

そう思う」が46.7％、「あまりそう思わない」が18.0％、「そう思わない」が3.5％となっています。

また、『思う』は76.8％、『思わない』は21.5％となっています。 

年代別にみると、10代、20代では「そう思う」が最も多くなっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

30.1 

73.1 

46.9 

22.1 

30.8 

28.9 

22.5 

17.5 

32.8 

28.6 

37.2 

22.6 

29.0 

46.7 

19.2 

44.4 

52.9 

41.7 

51.8 

47.9 

47.5 

43.1 

48.1 

44.6 

51.9 

45.0 

18.0 

3.8 

6.2 

18.3 

24.2 

15.8 

23.2 

20.0 

20.7 

18.2 

13.5 

18.0 

21.0 

3.5 

3.8 

2.5 

6.7 

2.5 

2.6 

3.5 

2.5 

3.4 

3.9 

4.1 

4.5 

2.5 

1.8 

0.8 

0.9 

2.8 

12.5 

1.3 

0.7 

3.0 

2.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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５．来訪について、町外の友人や知人に対して勧めたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪について、町外の友人や知人に対して勧めたいについては、「そう思う」が22.0％、「やや

そう思う」が44.6％、「あまりそう思わない」が27.1％、「そう思わない」が4.1％となっています。

また、『思う』は66.6％、『思わない』は31.2％となっています。 

年代別にみると、10代では「そう思う」が42.3％と最も多くなっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

22.0 

42.3 

28.4 

18.3 

20.8 

20.2 

21.1 

17.5 

24.1 

18.2 

23.6 

16.5 

24.5 

44.6 

26.9 

49.4 

43.3 

38.3 

48.2 

46.5 

50.0 

41.4 

46.8 

42.6 

50.4 

42.0 

27.1 

23.1 

18.5 

27.9 

37.5 

28.1 

25.4 

17.5 

27.6 

26.0 

29.1 

24.8 

28.0 

4.1 

7.7 

3.7 

9.6 

2.5 

2.6 

2.8 

2.5 

6.9 

6.5 

4.1 

5.3 

2.0 

2.2 

1.0 

0.8 

0.9 

4.2 

12.5 

2.6 

0.7 

3.0 

3.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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６．町外の友人や知人などから羨ましいと思われる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町外の友人や知人などから羨ましいと思われるについては、「そう思う」が24.7％、「ややそう

思う」が42.7％、「あまりそう思わない」が22.9％、「そう思わない」が7.6％となっています。ま

た、『思う』は67.4％、『思わない』は30.5％となっています。 

年代別にみると、10代、20代では「そう思う」が最も多くなっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

24.7 

46.2 

34.6 

18.3 

26.7 

23.7 

20.4 

20.0 

22.4 

19.5 

27.7 

23.3 

25.5 

42.7 

26.9 

30.9 

52.9 

44.2 

43.9 

42.3 

42.5 

48.3 

53.2 

37.2 

38.3 

44.5 

22.9 

11.5 

28.4 

18.3 

21.7 

21.1 

31.0 

12.5 

19.0 

11.7 

27.0 

28.6 

21.5 

7.6 

15.4 

6.2 

10.6 

6.7 

9.6 

2.8 

12.5 

10.3 

14.3 

6.8 

7.5 

5.0 

2.1 

0.8 

1.8 

3.5 

12.5 

1.3 

1.4 

2.3 

3.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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７．町の魅力や良いところを積極的に発信している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の魅力や良いところを積極的に発信しているについては、「そう思う」が14.0％、「ややそう

思う」が38.7％、「あまりそう思わない」が34.7％、「そう思わない」が10.5％となっています。

また、『思う』は52.7％、『思わない』は45.2％となっています。 

年代別にみると、70代以上では「あまりそう思わない」が40.0％と最も多くなっています。 

居住年数別にみると、20～30年未満では「あまりそう思わない」が42.9％と最も多くなっていま

す。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

14.0 

19.2 

21.0 

11.5 

11.7 

14.9 

12.7 

12.5 

17.2 

9.1 

16.2 

9.8 

16.0 

38.7 

38.5 

34.6 

38.5 

41.7 

41.2 

38.7 

30.0 

34.5 

39.0 

42.6 

33.1 

40.0 

34.7 

19.2 

30.9 

35.6 

35.0 

36.0 

36.6 

40.0 

29.3 

36.4 

31.8 

42.9 

34.0 

10.5 

23.1 

13.6 

13.5 

10.8 

7.0 

7.7 

7.5 

19.0 

14.3 

8.8 

12.0 

6.0 

2.1 

1.0 

0.8 

0.9 

4.2 

10.0 

1.3 

0.7 

2.3 

4.0 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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８．長泉町での今の生活に満足している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町での今の生活に満足しているについては、「そう思う」が39.6％、「ややそう思う」が47.9％、

「あまりそう思わない」が8.8％、「そう思わない」が2.7％となっています。また、『思う』は87.5％、

『思わない』は11.5％となっています。 

年代別にみると、10代、20代では「そう思う」が最も多くなっています。 

20～30年未満 (N=133)

30年以上 (N=200)

居 住 年 数 別

５年未満 (N= 58)

５～10年未満 (N= 77)

10～20年未満 (N=148)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

39.6 

65.4 

53.1 

32.7 

38.3 

43.0 

31.0 

37.5 

37.9 

40.3 

43.2 

35.3 

38.5 

47.9 

26.9 

38.3 

55.8 

46.7 

46.5 

55.6 

42.5 

51.7 

44.2 

45.3 

51.9 

49.0 

8.8 

3.8 

6.2 

9.6 

14.2 

5.3 

7.7 

12.5 

8.6 

11.7 

8.1 

9.0 

8.0 

2.7 

3.8 

2.5 

1.9 

0.8 

5.3 

2.8 

2.5 

1.7 

2.6 

3.4 

2.3 

3.0 

1.0 

2.8 

5.0 

1.3 

1.5 

1.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

無回答 a
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Ⅲ 今後のより良いまちづくりを進めていくための「第５次総合計画の指標に関する項

目」などについて 

10分以上続けて歩く週あたりの日数 

問４ あなたは平均的な１週間で10分以上続けて歩くことは何日ありますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10分以上続けて歩く週あたりの日数については、「ない」が30.1％と最も多く、次いで「毎日」

が20.1％、「週３・４日」が16.9％などとなっています。 

年代別にみると、10代では「週５・６日」が38.5％と最も多くなっています。また、70代以上で

は「週３・４日」が32.5％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

女性 (N=331)

年　代　別

20代 (N= 81)

10代 (N= 26)

全体 (N=628)

性　別

男性 (N=293)

70代以上 (N= 40)

40代 (N=120)

30代 (N=104)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

20.1 

23.9 

16.3 

30.8 

22.2 

17.3 

20.8 

15.8 

20.4 

22.5 

15.4 

15.4 

15.7 

38.5 

13.6 

12.5 

10.0 

21.1 

14.8 

15.0 

16.9 

16.7 

17.2 

15.4 

16.0 

14.4 

10.8 

15.8 

21.1 

32.5 

16.2 

16.4 

16.0 

7.7 

14.8 

19.2 

18.3 

15.8 

17.6 

7.5 

30.1 

25.9 

33.8 

7.7 

33.3 

35.6 

40.0 

28.9 

23.2 

22.5 

1.3 

1.7 

0.9 

1.0 

2.6 

2.8 

0% 20 40 60 80 100

毎日 週５・６日 週３・４日 週１・２日

ない 無回答 a
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歩行時間 

※問４で「毎日」、「週５・６日」、「週３・４日」、「週１・２日」とお答えの方にお伺いします。 

補問４－１ １日の平均的な歩行時間をお答え下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩行時間については、「30分以上60分未満」が36.4％と最も多く、次いで「60分以上90分未満」

が23.0％、「30分未満」が17.9％などとなっています。 

年代別にみると、10代では「60分以上90分未満」が37.5％と最も多くなっています。 

30分未満                                          

30分以上60分未満

60分以上90分未満

90分以上120分未満

120分以上150分未満                          

150分以上180分未満                          

180分以上210分未満                          

210分以上240分未満

240分以上                                      

無回答

性　別

17.9 

36.4 

23.0 

4.4 

2.6 

0.7 

1.6 

0.7 

2.6 

10.2 

0% 50 100
全体(N=  431)

14.6 

33.5 

26.4 

5.7 

4.2 

1.4 

1.9 

0.9 

2.4 

9.0 

0% 50 100
男性(N=  212)

20.8 

38.9 

19.9 

3.2 

0.9 

0.0 

1.4 

0.5 

2.8 

11.6 

0% 50 100
女性(N=  216)

30分未満                                          

30分以上60分未満

60分以上90分未満

90分以上120分未満                              

120分以上150分未満                          

150分以上180分未満                          

180分以上210分未満                          

210分以上240分未満

240分以上                                      

無回答

年　代　別

25.9 

27.8 

22.2 

1.9 

5.6 

1.9 

1.9 

0.0 

3.7 

9.3 

0% 50 100
20代(N=   54)

21.2 

31.8 

22.7 

4.5 

6.1 

0.0 

0.0 

1.5 

6.1 

6.1 

0% 50 100
30代(N=  66)

19.4 

43.1 

23.6 

1.4 

2.8 

0.0 

2.8 

1.4 

0.0 

5.6 

0% 50 100
40代(N=  72)

12.5 

25.0 

37.5 

4.2 

0.0 

4.2 

0.0 

0.0 

4.2 

12.5 

0% 50 100
10代(N=   24)

30分未満                                          

30分以上60分未満

60分以上90分未満

90分以上120分未満                              

120分以上150分未満                          

150分以上180分未満                          

180分以上210分未満                          

210分以上240分未満

240分以上                                      

無回答

16.7 

37.2 

20.5 

5.1 

1.3 

0.0 

1.3 

0.0 

2.6 

15.4 

0% 50 100
50代(N=  78)

16.2 

37.1 

22.9 

7.6 

0.0 

1.0 

2.9 

1.0 

1.9 

9.5 

0% 50 100
60代(N=  105)

3.2 

51.6 

19.4 

3.2 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.4 

0% 50 100
70代以上(N=  31)
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生活の中での悩みや不安の有無 

問５ あなたは普段生活する中で、悩みや不安を感じていますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活の中での悩みや不安の有無については、「ストレスとなるような悩みや不安は感じていない」

が41.7％と最も多く、次いで「ストレスとなる悩みや不安を感じている」が41.1％、「全く悩みや

不安を感じていない」が5.6％などとなっています。 

年代別にみると、30代、40代、60代、70代以上では「ストレスとなる悩みや不安を感じている」

が最も多くなっています。 

20代 (N= 81)

全体 (N=628)

性　別

男性 (N=293)

女性 (N=331)

年　代　別

10代 (N= 26)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

5.6 

8.9 

2.7 

15.4 

13.6 

4.8 

1.7 

2.6 

4.9 

7.5 

41.7 

39.2 

43.5 

57.7 

42.0 

34.6 

37.5 

50.0 

42.3 

35.0 

41.1 

37.9 

44.4 

15.4 

32.1 

46.2 

52.5 

35.1 

43.0 

40.0 

4.1 

4.4 

3.9 

3.8 

7.4 

7.7 

2.5 

4.4 

0.7 

5.0 

5.4 

7.5 

3.3 

7.7 

3.7 

4.8 

5.0 

5.3 

7.0 

5.0 

2.1 

2.0 

2.1 

1.2 

1.9 

0.8 

2.6 

2.1 

7.5 

0% 20 40 60 80 100

全く悩みや不安を感じていない

ストレスとなるような悩みや不安は感じていない

ストレスとなる悩みや不安を感じている

大きなストレスとなる悩みや不安を感じている

わからない

無回答

a



２．調査結果 

23 

 

特に感じている悩みや不安 

※問５で「ストレスとなる悩みや不安を感じている」または「大きなストレスとなる悩みや不安を感

じている」とお答えの方にお伺いします。 

補問５－１ 特に感じている悩みや不安はどのようなことですか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に感じている悩みや不安については、「仕事や学校のこと」が31.3％と最も多く、次いで「経

済的なこと」が22.2％、「病気など健康のこと」が19.4％などとなっています。 

年代別にみると、50代では「経済的なこと」が28.9％と最も多くなっています。また、60代、70

代以上では「病気など健康のこと」が最も多くなっています。 

仕事や学校のこと                                  

経済的なこと

病気など健康のこと

となり近所との関係                                

障がいや介護のこと                                

老後生活のこと                                    

その他                                            

無回答

性　別

31.3 

22.2 

19.4 

2.1 

4.6 

11.6 

8.5 

0.4 

0% 50 100
全体(N=  284)

38.7 

21.0 

20.2 

2.4 

2.4 

8.9 

5.6 

0.8 

0% 50 100
男性(N=  124)

25.6 

23.1 

18.8 

1.9 

6.3 

13.8 

10.6 

0.0 

0% 50 100
女性(N=  160)

仕事や学校のこと                                  

経済的なこと

病気など健康のこと

となり近所との関係                                

障がいや介護のこと                                

老後生活のこと                                    

その他                                            

無回答

年　代　別

46.9 

25.0 

3.1 

0.0 

3.1 

3.1 

18.8 

0.0 

0% 50 100
20代(N=   32)

46.4 

26.8 

14.3 

1.8 

1.8 

1.8 

7.1 

0.0 

0% 50 100
30代(N=  56)

47.0 

16.7 

6.1 

3.0 

3.0 

10.6 

13.6 

0.0 

0% 50 100
40代(N=  66)

60.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0% 50 100
10代(N=   5)

仕事や学校のこと                                  

経済的なこと

病気など健康のこと

となり近所との関係                                

障がいや介護のこと                                

老後生活のこと                                    

その他                                            

無回答

22.2 

28.9 

17.8 

0.0 

4.4 

24.4 

2.2 

0.0 

0% 50 100

50代(N=  45)

6.5 

24.2 

38.7 

3.2 

9.7 

12.9 

3.2 

1.6 

0% 50 100
60代(N=  62)

0.0 

5.6 

50.0 

5.6 

5.6 

27.8 

5.6 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N=  18)
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ボランティア活動や助け合い活動の参加状況 

問６ あなたはボランティア活動（地域で自主的に行う清掃活動などを含む）や助け合い活動に参加

していますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア活動や助け合い活動の参加状況については、「参加している」が23.4％、「参加し

ていない」が76.3％となっています。 

20代 (N= 81)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

(N=142)

70代以上 (N= 40)

居 住 地 区 別

地区１ (N= 95)

地区５ (N=164)

性　別

男性

女性

(N=293)

(N=331)

地区２ (N= 93)

地区３ (N=135)

地区４ (N=129)

60代

23.4 

27.0 

20.2 

19.2 

3.7 

24.0 

23.3 

25.4 

28.9 

40.0 

18.9 

31.2 

24.4 

20.9 

24.4 

76.3 

72.7 

79.5 

80.8 

96.3 

76.0 

75.8 

74.6 

71.1 

57.5 

81.1 

67.7 

75.6 

78.3 

75.6 

0.3 

0.3 

0.3 

0.8 

2.5 

1.1 

0.8 

0% 20 40 60 80 100

参加している 参加していない 無回答 a
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18歳未満の子の有無 

問７ あなたは18歳未満のお子さんがいますか。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18歳未満の子の有無については、「いる」が31.8％、「いない」が67.7％となっています。 

年代別にみると、30代、40代では「いる」が最も多くなっています。 

地区４ (N=129)

地区５ (N=164)

居 住 地 区 別

地区１ (N= 95)

地区２ (N= 93)

地区３ (N=135)

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

31.8 

14.8 

68.3 

65.0 

33.3 

0.7 

34.7

30.1

31.9

31.8

31.1

67.7 

96.2 

85.2 

31.7 

35.0 

65.8 

99.3 

97.5 

64.2

68.8

68.1

68.2

68.9

0.5 

3.8 

0.9 

2.5 

1.1

1.1

0% 20 40 60 80 100

いる いない 無回答 a
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子育ての環境や支援が充実しているか 

※問７で「いる」とお答えの方にお伺いします。 

補問７－１ 子育ての環境や支援が充実していると思いますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育ての環境や支援が充実しているかについては、「ややそう思う」が48.5％と最も多く、次い

で「そう思う」が32.5％、「あまりそう思わない」が12.5％などとなっています。 

居住地区別にみると、地区３では「そう思う」が44.2％と最も多くなっています。 

地区５ (N= 51)

地区２ (N= 28)

地区３ (N= 43)

地区４ (N= 41)

全体 (N=200)

居 住 地 区 別

地区１ (N= 33)

32.5 

27.3 

39.3 

44.2 

22.0 

29.4 

48.5 

51.5 

42.9 

41.9 

46.3 

56.9 

12.5 

15.2 

17.9 

7.0 

24.4 

3.9 

5.0 

6.1 

4.7 

4.9 

7.8 

1.5 

2.3 

2.4 

2.0 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答

a



２．調査結果 

27 

 

生涯学習の機会や活動支援が充実しているか 

問８ あなたは生涯学習の機会や活動支援について充実していると思いますか。 

※生涯学習…生涯にわたって行う学習活動（語学、スポーツ、芸術、趣味など） 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習の機会や活動支援が充実しているかについては、「ややそう思う」が36.1％と最も多く、

次いで「わからない」が28.8％、「あまりそう思わない」が16.9％などとなっています。 

年代別にみると、70代以上では「わからない」が27.5％と最も多くなっています。 

 

 

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

12.1 

23.1 

16.0 

5.8 

10.0 

11.4 

12.7 

20.0 

36.1 

42.3 

33.3 

37.5 

43.3 

31.6 

38.0 

20.0 

16.9 

3.8 

13.6 

15.4 

15.0 

26.3 

14.1 

25.0 

5.1 

7.7 

8.6 

6.7 

5.0 

5.3 

2.1 

2.5 

28.8 

23.1 

28.4 

34.6 

25.8 

24.6 

31.7 

27.5 

1.0 

0.8 

0.9 

1.4 

5.0 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答
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長泉町内の道路が充実しているか 

問９ あなたは日常の生活で使っている長泉町内の道路が充実していると思いますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町内の道路が充実しているかについては、「ややそう思う」が40.9％と最も多く、次いで「あ

まりそう思わない」が26.3％、「そう思う」が15.9％などとなっています。 

 

(N=164)地区５

50代 (N=114)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

居 住 地 区 別

地区１

地区２

地区３

地区４

(N= 95)

(N= 93)

(N=135)

(N=129)

20代 (N= 81)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

15.9 

30.8 

37.0 

12.5 

9.2 

14.9 

8.5 

22.5 

22.1 

21.5 

17.8 

10.9 

11.6 

40.9 

50.0 

40.7 

47.1 

44.2 

33.3 

39.4 

35.0 

51.6 

41.9 

40.7 

38.0 

37.2 

26.3 

7.7 

13.6 

26.0 

24.2 

31.6 

35.9 

22.5 

12.6 

23.7 

21.5 

33.3 

32.9 

11.6 

7.7 

3.7 

11.5 

14.2 

16.7 

9.9 

15.0 

8.4 

8.6 

14.8 

11.6 

12.8 

4.9 

3.8 

4.9 

2.9 

8.3 

3.5 

5.6 

2.5 

5.3 

3.2 

5.2 

5.4 

5.5 

0.3 

0.7 

2.5 

1.1 

0.8 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答

a



２．調査結果 
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長泉町内の公共交通の利用状況 

問10 あなたは日頃長泉町内の公共交通（バス、タクシーなど）を利用していますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町内の公共交通の利用状況については、「利用している」が3.7％、「ときどき利用している」

が11.3％、「利用していない」が84.7％となっています。 

地区５ (N= 164)

地区２ (N= 93)

地区３ (N= 135)

地区４ (N= 129)

全体 (N=628)

居 住 地 区 別

地区１ (N= 95)

3.7 

9.7 

5.2 
3.1 

1.2 

11.3 

10.5 

9.7 

17.0 

11.6 

8.5 

84.7 

89.5 

79.6 

77.8 

84.5 

90.2 

0.3 

1.1 

0.8 

0% 20 40 60 80 100

利用している ときどき利用している

利用していない 無回答

a
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長泉町内の公共交通は充実しているか 

※問10で「利用している」または「ときどき利用している」とお答えの方にお伺いします。 

補問10－１ 長泉町内の公共交通は充実していると思いますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町内の公共交通は充実しているかについては、「あまりそう思わない」が40.4％と最も多く、

次いで「そう思わない」が28.7％、「ややそう思う」が25.5％などとなっています。 

居住地区別にみると、地区１、地区５では「ややそう思う」が最も多くなっています。 

地区５ (N=16)

地区２ (N=18)

地区３ (N=30)

地区４ (N=19)

全体 (N=94)

居 住 地 区 別

地区１ (N=10)

2.1 

6.7 

25.5 

40.0 

22.2 

23.3 

10.5 

43.8 

40.4 

30.0 

50.0 

30.0 

63.2 

31.3 

28.7 

30.0 

27.8 

30.0 

26.3 

25.0 

3.2 

10.0 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答



２．調査結果 
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地元産の農畜産物の消費状況 

問11 地産地消の取り組みとして、あなたは日頃地元産の農畜産物を食べていますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元産の農畜産物の消費状況については、「ときどき食べている」が45.5％と最も多く、次いで

「あまり食べていない」が22.5％、「よく食べている」が12.9％などとなっています。 

よく食べている

12.9%

ときどき食べている

45.5

あまり食べていない

22.5

食べていない

8.6

わからない

9.9

無回答

0.6
(N=628)
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取り組んでいる防災対策 

問12 あなたはどのような防災対策に取り組んでいますか。 

（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の備蓄（７日以上）

家具の固定

食料の備蓄（７日以上）

特に取り組んでいない

わからない                                        

その他

無回答                                            

38.1 

32.2 

30.6 

33.9 

4.3 

6.2 

0.5 

0% 20 40 60 80 100

全体(N=628)

水の備蓄（７日以上）

家具の固定

食料の備蓄（７日以上）

特に取り組んでいない                              

わからない                                        

その他                                            

無回答                                            

年　代　別

27.2 

21.0 

22.2 

38.3 

14.8 

3.7 

0.0 

0% 50 100
20代(N= 81)

31.7 

29.8 

28.8 

36.5 

4.8 

6.7 

0.0 

0% 50 100
30代(N=104)

35.8 

32.5 

34.2 

33.3 

0.8 

9.2 

0.8 

0% 50 100
40代(N=120)

38.5 

26.9 

34.6 

34.6 

7.7 

3.8 

0.0 

0% 50 100
10代(N= 26)

水の備蓄（７日以上）

家具の固定

食料の備蓄（７日以上）

特に取り組んでいない                              

わからない                                        

その他                                            

無回答                                            

42.1 

36.0 

25.4 

32.5 

4.4 

5.3 

0.9 

0% 50 100

50代(N=114)

43.0 

36.6 

33.8 

33.1 

1.4 

5.6 

0.7 

0% 50 100
60代(N=142)

55.0 

35.0 

42.5 

27.5 

0.0 

7.5 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N= 40)
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取り組んでいる防災対策については、「水の備蓄（７日以上）」が38.1％と最も多く、次いで「家

具の固定」が32.2％、「食料の備蓄（７日以上）」が30.6％などとなっています。また、「特に取

り組んでいない」が33.9％となっています。 

年代別にみると、20代、30代では「特に取り組んでいない」が最も多くなっています。 

居住地区別にみると、地区１、地区３では「特に取り組んでいない」が最も多くなっています。

また、地区２では「家具の固定」が35.5％と最も多くなっています。 

 

水の備蓄（７日以上）

家具の固定

食料の備蓄（７日以上）

特に取り組んでいない                              

わからない                                        

その他                                            

無回答                                            

居　住　地　区　別

33.7 

25.3 

26.3 

44.2 

8.4 

5.3 

0.0 

0% 50 100
地区１(N= 95)

30.1 

35.5 

33.3 

31.2 

4.3 

7.5 

2.2 

0% 50 100
地区２(N= 93)

31.1 

34.1 

27.4 

37.0 

3.0 

6.7 

0.0 

0% 50 100
地区３(N=135)

水の備蓄（７日以上）

家具の固定

食料の備蓄（７日以上）

特に取り組んでいない                              

わからない                                        

その他                                            

無回答                                            

42.6 

35.7 

26.4 

30.2 

5.4 

6.2 

0.8 

0% 50 100
地区４(N=129)

48.2 

31.7 

37.8 

29.9 

1.2 

5.5 

0.0 

0% 50 100
地区５(N=164)
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人権尊重の意識が生活の中に定着していると感じるか 

問13 あなたは人権尊重の意識（思いやりの心をもって人と接する、自他の命を大事にするなど）が

生活の中に定着していると感じていますか。 

（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人権尊重の意識が生活の中に定着していると感じるかについては、「ややそう思う」が47.1％と

最も多く、次いで「そう思う」が25.0％、「あまりそう思わない」が13.5％などとなっています。 

年代別にみると、10代では「そう思う」が42.3％と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

20代 (N= 81)

全体 (N=628)

性　別

男性 (N=293)

女性 (N=331)

年　代　別

10代 (N= 26)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

25.0 

22.5 

27.5 

42.3 

37.0 

19.2 

18.3 

25.4 

22.5 

32.5 

47.1 

46.4 

47.1 

30.8 

37.0 

54.8 

50.8 

50.9 

43.0 

50.0 

13.5 

14.3 

13.0 

3.8 

12.3 

8.7 

19.2 

12.3 

17.6 

7.5 

4.1 

6.5 

2.1 

11.5 

2.5 

7.7 

2.5 

3.5 

2.8 

5.0 

9.9 

9.9 

10.0 

11.5 

11.1 

9.6 

9.2 

7.9 

12.7 

5.0 

0.3 

0.3 

0.3 

1.4 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答

a



２．調査結果 

35 

 

性的マイノリティの人たちにとって日本社会は暮らしやすい社会だと思うか 

問14 あなたはＬＧＢＴＱＩ＋などの性的マイノリティの人たちにとって日本社会は暮らしやすい社

会だと思いますか。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的マイノリティの人たちにとって日本社会は暮らしやすい社会だと思うかについては、「あま

りそう思わない」が43.9％と最も多く、次いで「そう思わない」が22.9％、「わからない」が20.7％

などとなっています。 

年代別にみると、10代では「そう思わない」が30.8％と最も多くなっています。また、70代以上

では「わからない」が42.5％と最も多くなっています。 

20代 (N= 81)

全体 (N=628)

性　別

男性 (N=293)

女性 (N=331)

年　代　別

10代 (N= 26)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

2.2 

3.1 

1.5 

11.5 

3.7 

1.9 

1.7 

2.8 

10.2 

14.3 

6.3 

15.4 

13.6 

5.8 

7.5 

14.0 

7.0 

20.0 

43.9 

39.2 

48.0 

23.1 

38.3 

47.1 

43.3 

52.6 

46.5 

27.5 

22.9 

22.9 

23.3 

30.8 

28.4 

26.0 

30.0 

17.5 

18.3 

10.0 

20.7 

20.5 

20.8 

19.2 

16.0 

19.2 

17.5 

15.8 

25.4 

42.5 

0% 20 40 60 80 100

そう思う ややそう思う

あまりそう思わない そう思わない

わからない 無回答

a
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利用している情報媒体 

問15 町では、各種情報媒体を利用して情報の提供を行っていますが、日常、あなたが町の情報を入

手するために利用されているものはどれですか。（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報ながいずみ                                    

長泉町ホームページ

回覧物

家族、友人、知人との会話から                      

議会ながいずみ                                    

長泉町LINE                                   

新聞記事                                          

テレビ番組・報道

掲示板、ポスター、パンフレット、チラシ            

同報無線

町への問い合わせ（電話、窓口来庁など）            

フリーペーパー

性　別

81.5 

47.8 

40.3 

32.5 

23.2 

20.9 

16.1 

13.1 

9.2 

5.6 

4.1 

4.1 

0% 50 100
全体(N=  628)

79.2 

47.4 

35.2 

28.7 

21.8 

15.4 

14.7 

11.9 

7.2 

5.8 

3.1 

2.4 

0% 50 100
男性(N=  293)

83.7 

47.4 

44.7 

36.0 

24.8 

26.0 

17.2 

13.6 

10.9 

5.4 

5.1 

5.7 

0% 50 100
女性(N=  331)

CATV（有線テレビ）                            

長泉町フェイスブック

YouTube（インターネット動画）

FMラジオ                                        

長泉町インスタグラム                              

長泉町Twitter                              

長泉町以外のホームページ、フェイスブックなど      

AMラジオ

その他                                            

入手していない

無回答                                            

3.0 

2.7 

2.7 

2.7 

1.8 

1.4 

1.3 

1.3 

0.8 

3.2 

0.3 

0% 50 100
全体(N=  628)

3.1 

2.0 

2.7 

3.4 

1.0 

1.0 

0.3 

1.4 

0.7 

4.4 

0.7 

0% 50 100
男性(N=  293)

3.0 

3.3 

2.7 

1.8 

2.4 

1.8 

1.8 

1.2 

0.9 

2.1 

0.0 

0% 50 100
女性(N=  331)
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広報ながいずみ                                    

長泉町ホームページ

回覧物

家族、友人、知人との会話から                      

議会ながいずみ                                    

長泉町LINE                                   

新聞記事                                          

テレビ番組・報道

掲示板、ポスター、パンフレット、チラシ            

同報無線

町への問い合わせ（電話、窓口来庁など）            

フリーペーパー

年　代　別

54.3 

37.0 

18.5 

42.0 

2.5 

14.8 

2.5 

8.6 

3.7 

3.7 

0.0 

3.7 

0% 50 100
20代(N=   81)

81.7 

62.5 

27.9 

28.8 

12.5 

32.7 

5.8 

12.5 

5.8 

2.9 

2.9 

10.6 

0% 50 100
30代(N=  104)

90.8 

56.7 

33.3 

30.0 

22.5 

30.8 

10.8 

5.0 

6.7 

2.5 

5.0 

3.3 

0% 50 100
40代(N=  120)

61.5 

26.9 

46.2 

38.5 

0.0 

0.0 

11.5 

11.5 

15.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
10代(N=   26)

CATV（有線テレビ）                            

長泉町フェイスブック

YouTube（インターネット動画）

FMラジオ                                        

長泉町インスタグラム                              

長泉町Twitter                              

長泉町以外のホームページ、フェイスブックなど      

AMラジオ

その他                                            

入手していない

無回答                                            

1.2 

1.2 

7.4 

0.0 

1.2 

1.2 

1.2 

0.0 

1.2 

11.1 

0.0 

0% 50 100
20代(N=   81)

0.0 

5.8 

2.9 

0.0 

7.7 

1.0 

1.9 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
30代(N=  104)

2.5 

5.8 

0.8 

0.8 

0.8 

2.5 

0.8 

0.0 

0.8 

1.7 

0.0 

0% 50 100
40代(N=  120)

0.0 

0.0 

3.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19.2 

0.0 

0% 50 100
10代(N=   26)
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広報ながいずみ                                    

長泉町ホームページ

回覧物

家族、友人、知人との会話から                      

議会ながいずみ                                    

長泉町LINE                                   

新聞記事                                          

テレビ番組・報道

掲示板、ポスター、パンフレット、チラシ            

同報無線

町への問い合わせ（電話、窓口来庁など）            

フリーペーパー

年　代　別

81.6 

61.4 

41.2 

28.9 

23.7 

21.1 

15.8 

14.0 

6.1 

5.3 

2.6 

5.3 

0% 50 100
50代(N=  114)

89.4 

38.7 

59.2 

31.0 

40.1 

14.1 

23.9 

14.8 

16.9 

9.9 

6.3 

1.4 

0% 50 100
60代(N=  142)

92.5 

10.0 

62.5 

42.5 

50.0 

10.0 

60.0 

37.5 

12.5 

15.0 

12.5 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N=  40)

CATV（有線テレビ）                            

長泉町フェイスブック

YouTube（インターネット動画）

FMラジオ                                        

長泉町インスタグラム                              

長泉町Twitter                              

長泉町以外のホームページ、フェイスブックなど      

AMラジオ

その他                                            

入手していない

無回答                                            

4.4 

1.8 

2.6 

3.5 

0.9 

2.6 

2.6 

1.8 

0.9 

1.8 

0.9 

0% 50 100

50代(N=  114)

5.6 

0.7 

2.1 

7.0 

0.0 

0.7 

0.7 

2.8 

0.7 

1.4 

0.7 

0% 50 100
60代(N=  142)

5.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0.0 

0.0 

0.0 

5.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N=  40)
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広報ながいずみ                                    

長泉町ホームページ

回覧物

家族、友人、知人との会話から                      

議会ながいずみ                                    

長泉町LINE                                   

新聞記事                                          

テレビ番組・報道

掲示板、ポスター、パンフレット、チラシ            

同報無線

町への問い合わせ（電話、窓口来庁など）            

フリーペーパー

経　年　比　較

88.7 

24.5 

50.5 

27.1 

29.6 

18.5 

12.2 

13.0 

7.5 

6.0 

3.6 

0% 50 100

平成28年度(N=  584)

85.7 

23.7 

53.2 

33.3 

28.9 

24.1 

21.0 

15.7 

7.8 

6.3 

6.1 

0% 50 100
平成29年度(N=  553)

87.4 

30.1 

44.5 

31.6 

32.3 

18.1 

7.5 

13.7 

6.9 

6.6 

3.1 

0% 50 100
平成30年度(N=  548)

CATV（有線テレビ）                            

長泉町フェイスブック

YouTube（インターネット動画）

FMラジオ                                        

長泉町インスタグラム                              

長泉町Twitter                              

長泉町以外のホームページ、フェイスブックなど      

AMラジオ

その他                                            

入手していない

無回答                                            

4.5 

3.4 

2.6 

3.4 

2.2 

3.1 

0.0 

3.6 

0.3 

0% 50 100
平成28年度(N=  584)

7.1 

3.3 

5.8 

6.7 

2.9 

4.7 

0.4 

3.6 

0.5 

0% 50 100
平成29年度(N=  553)

3.5 

5.8 

1.3 

2.6 

2.7 

1.6 

0.5 

4.4 

1.3 

0% 50 100
平成30年度(N=  548)
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※「長泉町インスタグラム」は令和元年度、「長泉町LINE」および「長泉町Twitter」は令和３年度から追加された選択肢です。 

 

利用している情報媒体については、「広報ながいずみ」が81.5％と最も多く、次いで「長泉町ホ

ームページ」が47.8％、「回覧物」が40.3％などとなっています。 

 

広報ながいずみ                                    

長泉町ホームページ

回覧物

家族、友人、知人との会話から                      

議会ながいずみ                                    

長泉町LINE                                   

新聞記事                                          

テレビ番組・報道

掲示板、ポスター、パンフレット、チラシ            

同報無線

町への問い合わせ（電話、窓口来庁など）            

フリーペーパー

経　年　比　較

86.4 

31.9 

44.8 

28.9 

32.0 

16.4 

9.6 

13.8 

7.6 

4.4 

4.2 

0% 50 100
令和元年度(N=  543)

87.2 

42.0 

46.4 

31.2 

29.6 

21.5 

17.8 

12.8 

8.1 

4.7 

4.7 

0% 50 100
令和２年度(N=1,783)

81.5 

47.8 

40.3 

32.5 

23.2 

20.9 

16.1 

13.1 

9.2 

5.6 

4.1 

4.1 

0% 50 100
令和３年度(N=  628)

CATV（有線テレビ）                            

長泉町フェイスブック

YouTube（インターネット動画）

FMラジオ                                        

長泉町インスタグラム                              

長泉町Twitter                              

長泉町以外のホームページ、フェイスブックなど      

AMラジオ

その他                                            

入手していない

無回答                                            

2.2 

4.6 

1.5 

3.7 

2.0 

1.7 

1.7 

0.4 

4.2 

0.9 

0% 50 100
令和元年度(N=  543)

2.8 

5.0 

2.3 

3.9 

2.8 

1.7 

2.4 

0.9 

2.5 

1.2 

0% 50 100
令和２年度(N=1,783)

3.0 

2.7 

2.7 

2.7 

1.8 

1.4 

1.3 

1.3 

0.8 

3.2 

0.3 

0% 50 100
令和３年度(N=  628)
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Ⅳ スマートフォンの利用について 

スマートフォンの所持状況 

問16 あなたはスマートフォンを持っていますか。（該当する番号に１つ○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンの所持状況は、「スマートフォンを持っている」が90.4％、「スマートフォンを

持っていない」が8.9％となっています。 

20代 (N= 81)

全体 (N=628)

年　代　別

10代 (N= 26)

60代 (N=142)

70代以上 (N= 40)

30代 (N=104)

40代 (N=120)

50代 (N=114)

90.4 

100.0 

96.3 

97.1 

96.7 

91.2 

84.5 

55.0 

8.9 

3.7 

2.9 

3.3 

7.0 

14.8 

42.5 

0.6 

1.8 

0.7 

2.5 

0% 20 40 60 80 100

スマートフォンを持っている

スマートフォンを持っていない

無回答
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スマートフォンで行っていること 

※問16で「スマートフォンを持っている」とお答えの方にお伺いします。 

補問16－１ スマートフォンで行っていることは何ですか。 

（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット接続、情報収集                      

通話

メッセージアプリ（LINEなど）                  

メール

ニュース閲覧                                      

SNS

電子決済

その他                                            

無回答

87.0 

85.4 

85.2 

76.1 

72.9 

52.6 

44.7 

3.5 

0.0 

0% 20 40 60 80 100

全体(N=568)
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＊グラフ内の選択肢「SNS」、「電子決済」は（ ）を省略して表示しています。 

「SNS（Instagram、Facebook、Twitterなど）」 
「電子決済（PayPay、LINEPayなど）」 

 

スマートフォンで行っていることについては、「インターネット接続、情報収集」が87.0％と最

も多く、次いで「通話」が85.4％、「メッセージアプリ（LINEなど）」が85.2％などとなっていま

す。 

年代別にみると、10代では「SNS（Instagram、Facebook、Twitterなど）」が96.2％と最も多くな

っています。また、20代では「メッセージアプリ（LINEなど）」が92.3％と最も多くなっています。

また、60代、70代以上では「通話」が最も多くなっています。 

インターネット接続、情報収集                      

通話

メッセージアプリ（LINEなど）

メール                                            

ニュース閲覧                                      

SNS　　　　　　　　　　　

電子決済

その他

無回答

年　代　別

91.0 

76.9 

92.3 

61.5 

59.0 

85.9 

52.6 

5.1 

0.0 

0% 50 100
20代(N= 78)

95.0 

86.1 

93.1 

76.2 

80.2 

71.3 

54.5 

4.0 

0.0 

0% 50 100
30代(N=101)

96.6 

85.3 

93.1 

81.0 

84.5 

59.5 

55.2 

4.3 

0.0 

0% 50 100
40代(N=116)

88.5 

76.9 

92.3 

53.8 

57.7 

96.2 

53.8 

3.8 

0.0 

0% 50 100
10代(N= 26)

インターネット接続、情報収集                      

通話

メッセージアプリ（LINEなど）

メール                                            

ニュース閲覧                                      

SNS　　　　　　　　　　　

電子決済

その他

無回答

93.3 

86.5 

86.5 

82.7 

77.9 

35.6 

50.0 

2.9 

0.0 

0% 50 100
50代(N=104)

72.5 

89.2 

70.8 

81.7 

66.7 

21.7 

20.0 

2.5 

0.0 

0% 50 100
60代(N=120)

31.8 

95.5 

45.5 

63.6 

54.5 

9.1 

13.6 

0.0 

0.0 

0% 50 100
70代以上(N= 22)
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利用しているＳＮＳ 

※補問16－１で「ＳＮＳ（Instagram、Facebook、Twitterなど）」とお答えの方にお伺いします。 

補問16－１－１ 利用しているＳＮＳはどれですか。（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用しているＳＮＳについては、「YouTube」が79.9％と最も多く、次いで「Instagram」が66.6％、

「Twitter」が58.2％などとなっています。 

 

 

利用している電子決済 

※補問16－１で「電子決済（PayPay、LINE Payなど）」とお答えの方にお伺いします。 

補問16－１－２ 利用している電子決済はどれですか。（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している電子決済については、「PayPay」が70.1％と最も多く、次いで「d払い」が20.9％、

「au PAY」が19.7％などとなっています。 

YouTube                                    

Instagram

Twitter                                    

Facebook

TikTok                                      

Pinterest

LinkedIn

その他                                            

無回答

79.9 

66.6 

58.2 

40.8 

16.7 

6.0 

1.7 

2.3 

2.0 

0% 20 40 60 80 100

全体(N=299)

PayPay                                      

d払い

au　PAY                                      

楽天ペイ

LINE　Pay                                  

メルペイ

ファミペイ

その他                                            

無回答

70.1 

20.9 

19.7 

14.6 

8.3 

7.9 

3.5 

6.7 

0.0 

0% 20 40 60 80 100

全体(N=254)
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スマートフォンを持っていない理由 

※問16で「スマートフォンを持っていない」とお答えの方にお伺いします。 

補問16－２ スマートフォンを持っていない理由は何ですか。 

（該当する番号すべてに○をつけて下さい） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンを持っていない理由は、「必要がないから」が66.1％と最も多く、次いで「費用

がかかるから」が14.3％、「手続きが面倒だから」と「詐欺等の犯罪が不安」が7.1％などとなって

います。 

 

必要がないから                                    

費用がかかるから

手続きが面倒だから                                

詐欺等の犯罪が不安

個人情報の漏えいが不安                            

教えてくれる人がいないから

その他

無回答                                            

66.1 

14.3 

7.1 

7.1 

3.6 

3.6 

17.9 

10.7 

0% 20 40 60 80 100

全体(N=56)

必要がないから                                    

費用がかかるから

手続きが面倒だから

詐欺等の犯罪が不安                                

個人情報の漏えいが不安                            

教えてくれる人がいないから                        

その他                                            

無回答

87.5 

25.0 

25.0 

12.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
50代(N=8)

61.9 

9.5 

9.5 

14.3 

4.8 

9.5 

23.8 

9.5 

0% 50 100

60代(N=21)

64.7 

17.6 

0.0 

0.0 

5.9 

0.0 

23.5 

5.9 

0% 50 100
70代以上(N=17)

必要がないから                                    

費用がかかるから

手続きが面倒だから

詐欺等の犯罪が不安                                

個人情報の漏えいが不安                            

教えてくれる人がいないから                        

その他                                            

無回答

年　代　別

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

66.7 

0% 50 100
20代(N= 3)

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
30代(N=3)

75.0 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

25.0 

0% 50 100
40代(N=4)

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 50 100
10代(N= 0)
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３．⾃由意⾒のまとめ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長泉町に対するご意見やご要望を上記の項目に整理・分類した結果は、「道路・交通安全」が51

件と最も多く、次いで「環境・衛生」が16件、「広報」が15件などとなっています。 

 

１．まちづくり・将来像 

２．都市整備 

３．商業施設 

４．道路・交通安全 

５．公共交通 

６．産業・雇用 

７．公園・広場 

８．自然・緑地 

９．環境・衛生 

10．防災・防犯・治安 

11．医療・健康 

12．福祉全般 

13．高齢者 

14．子育て支援 

15．学校教育関連 

16．生涯学習・文化振興

17．スポーツ・運動 

18．行財政運営 

19．行政サービス 

20．職員応対・職員の質 

21．自治会・コミュニティ 

22．広報

23．アンケート

24. 新型コロナウイルス関連

25. その他

13

4

6

51

12

3

11

3

16

8

4

3

2

13

8

6

6

7

7

13

11

15

2

13

23

0件 20 40 60
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４．調査結果のまとめと分析 
Ⅰ あなたの定住意識について 

現在の地区に住んでいる理由は、例年同様「通勤・通学の便がよいため」が最も多く、次いで「買

い物等の日常生活（通勤・通学を除く）の便が良いため」、「手頃な家、土地があったため」が多く

なっています。この結果はこれまでと同様の結果であり、町が進めてきたちょうどいいまちづくり

が浸透してきているといえます。 

現在の地区における継続居住意向については、「ずっと住みたいと考えている」と「できれば住み

たいと考えている」を合わせた『住みたい』と答えた割合が78.2%と約８割を占めており、年代別に

みても最も多くなっています。また、年代が上がるにつれて「ずっと住みたいと考えている」が多

くなる傾向がみられます。全体的にみれば、『住みたい』と答える割合が多い一方で、年代が下がる

につれて、「ずっと住みたいと考えている」が少なくなっていることから、若年層への定住意識向上

に向けたアプローチが必要です。 

 

Ⅱ あなたが持っている「長泉町の印象」について 

全体的に「そう思う」と「ややそう思う」を合計した『思う』が最も多くなっていますが、     

７．町の魅力や良いところを積極的に発信しているにおいて、「あまりそう思わない」と「そう思わ

ない」を合計した『思わない』が45.2%となっており、町のPRについて検討を行っていくことが必要

です。 

 

Ⅲ 今後のより良いまちづくりを進めていくための「第５次総合計画の指標に関する項目」

などについて 

生活の中での悩みや不安の有無については、「ストレスとなる悩みや不安を感じている」と「大き

なストレスになる悩みや不安を感じている」を合計した『ストレスとなる悩みや不安を感じている』

が45.2％と多くなっており、住民の悩みや不安に対処する施策が求められているといえます。また、

特に感じている悩みや不安については、「仕事や学校のこと」、「経済的なこと」、「病気など健康のこ

と」の３つが多くなっており、各課題についての対応が必要です。 

ボランティア活動や助け合い活動の参加状況については、「参加していない」が76.3％と多くなっ

ており、地域共生社会の実現という視点から見ても、住民のボランティア活動や助け合い活動の参

画を促進していく必要があります。 

子育ての環境や支援が充実しているかについては、「そう思う」と「ややそう思う」を合計した

『思う』が多くなる一方で、「あまりそう思わない」と「そう思わない」を合計した『思わない』が

17.5％となっており、子育て世帯の中にも子育て環境や支援に満足していない人がいることが伺え

ます。 

長泉町内の公共交通の利用状況については、「利用していない」が84.7％となっており、「利用し

ている」と「ときどき利用している」を合計した『利用している』と答えた人も、長泉町内の公共

交通の充実度について、「あまりそう思わない」と「そう思わない」を合計した『思わない』が69.1％
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となっており、町内の公共交通について更なる充実が必要です。 

取り組んでいる防災対策については、「水の備蓄（７日以上）」が38.1％と最も多くなっている一

方で、「特に取り組んでいない」が33.9％と２番目に多く、防災対策について必要なことを周知して

いく必要があります。 

人権尊重の意識が生活の中に定着していると感じるかについては、「そう思う」と「ややそう思

う」を足した『思う』が72.1%と多くなっていますが、性的マイノリティの人たちにとって日本社会

は暮らしやすい社会だと思うかにおいては、「あまりそう思わない」と「そう思わない」を合計した

『思わない』が66.8%と多くなっており、長泉町内と日本社会の比較となるため参考程度とはなるも

のの、人権尊重の意識と性的マイノリティの意識に乖離があることが推察されます。引き続き人権

尊重意識の啓発を行いながら、性的マイノリティへの支援等を行っていく必要があります。 

利用している情報媒体では、「広報ながいずみ」がどの年代でも最も多くなっていますが、30代と

40代では「長泉町ホームページ」や「長泉町LINE」が多くなっており、年代によって情報の入手媒

体にばらつきがあることがわかります。必要な情報が必要な人に届くように様々な媒体を活用して、

情報発信をターゲティングしていくことも必要だと考えられます。 

 

Ⅳ スマートフォンの利用について 

スマートフォンの所持状況については、「スマートフォンを持っている」が90.4％と多くなってい

ますが、70歳以上においては55.0％となっています。スマートフォンを持っていない理由では、「必

要がないから」が多くなっており、高齢者向けのスマートフォン活用講座等の開催が必要です。 

利用しているSNSにおいては、「YouTube」、「Instagram」、「Twitter」の３つが多くなっています。

ホームページやLINEに加えて上記３つをはじめとするSNSでの情報発信も必要であるといえます。 
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