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１． 調査の概要                                     

⑴ 調査の目的 

本町では 2019 年度を初年度とする「大井町第６次総合計画」に基づき、「みんなでつなぐ 大井の未来」

をまちづくりの目標として、総合的かつ計画的なまちづくりを進めてきた。現行計画施行後から 5 年が

経過し、「大井町第６次総合計画後期基本計画」を策定する必要がある。 

本アンケートは総合計画後期基本計画策定にあたり、町の方々及び職員の意見や希望を把握し、計画策

定に反映させることを目的に実施した。 

 

⑵ 調査方法 

 住民アンケート 職員アンケート 

対象地域 大井町全域 大井町役場 

対象者 16 歳以上 85 歳未満の町民 職員 

母集団 14,549 名 139 名 

標本数 3,000 票 139 票 

抽出方法 無作為抽出 ― 

調査方法 郵送配布・回収 

調査票回答及び Microsoft forms での

WEB 回答の選択式 

メール配布 

Microsoft forms での WEB 回答 

調査期間 2024 年 9 月 5 日～9 月 24 日 2024 年 9 月 20 日～10 月 4 日 

 

⑶ 回収率 

 住民アンケート 職員アンケート 

標本数 3,000 票 139 票 

有効回収数 911 票 138 票 

有効回収率 30.4％ 99.3％ 
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２． まちづくりアンケート調査結果の概要                                  

⑴ 回答者の属性について 

 通勤・通学以外での買い物、通院などの日常の生活圏（問５）について、「町内」が 83.9%と最も

高くなっており、次いで「小田原市」が 68.8％となっている。 

 大井町の住みよさ（問 9）については、「住みよい」「まあ住みよい」の合計は 62.8％と 2019 年に

実施した前回調査（62.2％）と同程度である。一方で、子育て世代においては「住みよい」「まあ

住みよい」と回答した割合が 70.4％と約 1 割近く高くなっており、大井中央公園整備等の施策の効

果が見られるものと推察される。 

 大井町に引き続き住みたいか（問 10）について、「住み続けたい」「できれば住み続けたい」の計

が 75.9％と前回調査（81.1％）から若干減少した。※前回調査の「住み続けても良い」という選択

肢を「できれば住み続けたい」に変更したため、その影響も考えられる。 

 

⑵ 大井町の将来像や今後のまちづくりについて 

 大井町のまちづくりにおいて、どのようなことを大切にしていきたいか（問 11）について、「安

心」が 45.9％、「便利」が 41.9％、「安全」が 40.5％となっており、他の項目と比べて高くなって

いる。「安心」「便利」「安全」については前回調査時（「安心」（42.2％）、「安全」（36.2％）、「便

利」（35.6％））より割合が高くなっており、ニーズが高くなっている。 

 大井町に住み続けたくなるために、町に必要な施策（問 12）について、「交通網整備等の利便性向

上」が 53.0％と最も高く、次いで「子育て環境の整備」が 32.2％、「高齢者が活躍できる環境の整

備」が 31.2％となっている。 

 今後５年間で町が特に取り組むべき施策（問 17）について、 「安全・安心な暮らしの確保」（48.0％）

と最も多く、「道路交通網の整備、利便性の向上」（41.5％）、「高齢者福祉の充実」（36.0％）、「子育

て支援の充実」（31.5％）と続いている。問 11、12 とも関連して、子育て支援、高齢者支援もニーズ

として見られるが、「安全・安心」なまちづくりや、交通の利便性向上など「便利」を求める声が多

く、災害の激甚化等に伴い「安全・安心」なまちづくりを求めるニーズが高まっていると推察され

る。 

 

⑶ 行政の施策や事業への取組みについて（次のページを参照） 

 

⑷ まちづくりへの参加と協力について 

 町に関する情報をどのように得ているか（問 18）について、「広報おおい」で情報を得ているとい

う回答が 79.3％と最も高かった。次いで「回覧」が 44.0％、「大井町ホームページ」が 23.7％とな

っている。 

 町に対して意見を伝える方法（問 20）について、「アンケート調査で十分である」が 40.2％と最も

高く、「私の提案・意見に投稿する」が 12.3％、「直接窓口で伝えたい」が 9.7％と続いている。 
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⑶ 行政の施策や事業への取組み 

【満足度と重要度の関係】 

本町のまちづくりの取組みについての満足度と重要度について、項目ごとにスコアを算出した上で、縦

軸を重要度、横軸を満足度としてグラフ上に表示する。重要度の平均値は 1.33、満足度の平均値は 0.32

であった。この平均値から見た相対的な重要度、満足度を根拠に各施策を 4 つの領域に分類した。 

領域 説明 

最重要改善エリア 重要度が平均より高いが、満足度が平均より低い領域。最優先での改善が必要。 

改善エリア 重要度も満足度も平均より低い領域。重要度が相対的に低いので最優先ではな

いものの、何らかの改善が必要。 

重点維持エリア 重要度も満足度も平均より高い領域。現状は問題ないが、町民にとって重要度の

高い施策であるため、満足度の水準を保つように注意が必要。 

現状維持エリア 重要度が平均より低い一方、満足度が平均より高い領域。満足度は高いので現状

を維持すれば十分。 

 

重要度はすべての施策・事業でプラス評価であったため、必要ない施策はないといえる。一方満足度

については、－0.6～＋0.9 と幅があり、特に「地域公共交通」については重要度が高いが、満足度が 

-0.49 とほかの施策と比べて低いため、最優先に改善すべき事項であるといえる。 

情報の共有

まちづくりへの町民参加

人づくりの推進

自治活動

平等な社会の形成

幼稚園教育

保育園運営

小・中学校教育

青少年の

育成

学習機会の

充実

生涯スポーツ

文化財の保護と活用

子育て支援

健康づくり

地域医療

地域福祉

高齢者福祉
障がい者（児）福祉

社会保障

消防・救急対策

地域防災対策

防犯対策
交通安全対策

消費生活

市街地の整備

道路・水路

上水道

下水道

地域公共交通

公共施設
低炭素・循環型社会

環境共生 生活衛生

公園・緑地

農業

商業・工業

観光

行政運営

財政運営

情報化の推進

広域行政

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

満足度と重要度の関係

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

（重要度） 

（満足度） 
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⑸ 自由意見 

 まちづくりの自由回答を施策の分類別に整理した。以下のようなキーワードがあげられている。 

「協働」「子育て」「健康」「福祉」「安全・安心」「社会基盤」については、他の項目と比べて多く

の意見があった。 

 

【自由回答のキーワード】 

施策分類 キーワード 

協働 情報発信、自治会、コミュニティづくり、SNS、交流、つながり 

教育 教育の環境整備、子どものまちづくりへの参画 

文化 総合体育館の活用、町立図書館の活用、休日に過ごせる場所 

子育て 保育園、幼稚園、子どもを預けられる場所、子育て支援策の充実 

健康 医療機関の充実、受動喫煙対策 

福祉 高齢者の移動手段確保、障がい者の就労 

安全・安心 道路の見通し、防犯、防災、避難場所 

社会基盤 交通環境の整備、空き家、公園の整備 

環境 ゴミの収集分別、自然環境の良さ 

農業・商業・工業 商業施設、企業の誘致、耕作放棄地対策、働ける場所づくり 

観光 ひょうたんの町、自然体験、農業体験、魅力のアピール 

行財政運営 町民の意見の反映、移住推進、地域格差の解消 

広域行政 近隣市町村との連携 
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【自由回答の年代別件数】 

 16～

19 歳 

20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代

以上 

合計 

協働 1 1 3 9 10 6 14 2 46 

教育 2 1 2 2 4 0 0 0 11 

文化 1 2 0 4 1 2 3 0 13 

子育て 3 4 8 3 3 2 4 0 27 

健康 0 1 1 3 3 1 2 1 12 

福祉 0 0 1 4 4 2 10 3 24 

安全・安心 4 3 8 5 5 11 4 3 43 

社会基盤 4 6 12 10 19 11 16 3 81 

環境 2 1 3 9 11 7 9 3 45 

農業・商業・工業 2 0 2 7 6 6 4 0 27 

観光 3 2 2 2 7 6 4 0 26 

行財政運営 0 1 2 3 3 5 9 3 26 

広域行政 0 0 0 0 1 2 1 0 4 

その他 2 2 1 6 8 4 4 4 31 

合計 24 24 45 67 85 65 84 22 416 
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３． 調査結果                                              

３－１ まちづくりアンケート 

⑴ 回答者の属性 

問１ あなたの性別を教えてください。【単数回答】 

男性が 41.3%、女性が 56.5％であった。 

 

 

問２ あなたの年齢を教えてください。【単数回答】 

70 代からの回答が最も多く、全体の約 25％を占めている。次いで 50 代、60 代の順に多くなってい

る。 

 

  

41.3%

56.5%

1.2%
1.0%

性別

男性

女性

回答しない

無回答

4.1%

6.3%

7.1%

13.0%

18.3%
16.8%

24.8%

9.1%

0.5%

年齢 16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

n=911 

n=911 



7 

 

問３ あなたのお住まいの自治会（地区）は次のうちどれですか。【単数回答】 

「上大井」（17.9％）が最も多く、「河原」（12.2％）、「西大井」（10.0％）と続いた。 

 

  

17.9%

12.2%

10.0%

9.4%

7.8%

7.7%

6.7%

5.0%

4.2%

3.5%

3.5%

2.1%

2.0%

1.5%

1.5%

1.2%

1.0%

0.8%

0.8%

0.2%

1.0%

上大井

河原

西大井

金手

市場

新宿

根岸下

馬場

根岸上

吉原

坊村

宮地

上山田

下山田

わからない

赤田

中屋敷

篠窪

柳

高尾

無回答

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

お住まいの自治会

n=911 
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問４ あなたのご職業を教えてください。兼業の方は主な職業についてのみお答えください。【単数回

答】 

「会社・工場・商店・官公庁などの勤め人」（29.9％）が最も多く、次いで「無職」（20.1％）となって

いる。 

 

  

2.6%

5.7%

29.9%

16.2%

4.9%

16.2%

20.1%

2.4% 1.9%

職業 農業

自営業・会社経営・団体役員

会社・工場・商店・官公庁などの勤

め人
パート・アルバイト

学生

専業主婦・主夫

無職

その他
n=911 
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問４－１ 問４で「１ 農業」、「２ 自営業（家族従業員を含む）・会社経営・団体役員」、「３ 会社・

工場・商店・官公庁などの勤め人」、「４ パート・アルバイト」、「５ 学生」、「８ その他」とお答え

の方におたずねします。あなたの勤務地・通学地を教えてください。【単数回答】 

「大井町内」（25.4％）が最も多く、次いで「小田原市」（22.4％）となっている。 

 

  

25.4%

22.4%

11.5%

11.4%

6.4%

5.7%

5.2%

3.0%

2.7%

1.8%

4.6%

大井町内

小田原市

上記以外の神奈川県内

大井町以外の足柄上郡内

秦野市

東京都内

南足柄市

横浜市

その他

静岡県内

無回答

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

勤務地・通学地

n=563 
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問４－２ 問４で「１ 農業」、「２ 自営業（家族従業員を含む）・会社経営・団体役員」、「３ 会社・

工場・商店・官公庁などの勤め人」、「４ パート・アルバイト」、「５ 学生」、「８ その他」とお答えの

方におたずねします。主な通勤・通学の交通手段は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 【複数回答】 

「自家用車」（57.0％）が最も多く、公共交通機関である「鉄道」（24.2％）と「バス」（4.1％）の合計

28.3％の 2 倍以上であった。 

 

  

57.0%

24.2%

18.5%

11.4%

4.1%

3.6%

1.8%

5.2%

自家用車

鉄道

徒歩

自転車

バス

バイク

その他

無回答

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

通勤・通学の交通手段

n=563 
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問５ 通勤・通学以外での買物、通院など日常の生活圏は、どの範囲ですか。（あてはまるものすべて

に○）【複数回答】 

「町内」（83.9％）が最も多く、次いで「小田原市」（68.8％）であった。 

 

  

83.9%

68.8%

42.0%

25.0%

24.5%

21.6%

8.8%

4.9%

3.0%

2.7%

町内

小田原市

開成町

松田町

秦野市

南足柄市

その他

山北町

中井町

無回答

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

通勤・通学以外での日常生活圏

n=911 
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問６ あなたの日常生活（通勤・通学以外）における主な交通手段は何ですか。（あてはまるものすべ

てに○）【複数回答】 

「自家用車」（80.8％）が最も多く、公共交通機関である「鉄道」（23.1％）と「バス」（7.6％）の合計

30.8％の 2 倍以上であった。 

 

 

  

80.8%

36.0%

23.1%

21.3%

7.6%

5.0%

1.6%

1.9%

自家用車

徒歩

鉄道

自転車

バス

バイク

その他

無回答

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

日常生活における主な交通手段

n=911 
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問７ あなたの同居のご家族の中に次の人はいますか。該当する番号すべてに○印をおつけください。

（該当がない場合、○は不要）【複数回答】 

「高齢者（75 歳以上）がいる」が 30.3％、「未就学児がいる」が 7.6％、「小学生がいる」が 7.2％であ

った。 

 

 

問８ あなたは大井町に住んで、どれくらいになりますか。【単数回答】 

「大井町に住んでから 20 年以上」が 45.9％と最も高く、次いで「大井町に住んでから 10～19 年」が

13.7％、「生まれてからずっと」が 13.4％であった。 

 

 

  

30.3%

10.5%

7.6%

7.2%

47.4%

高齢者（75歳以上）がいる

自分以外いない（単身世帯）

未就学児がいる

小学生がいる

無回答（該当者なし）

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

同居家族について

13.4%

9.3%

45.9%

13.7%

6.7%

9.9%

1.1%

大井町に住んでいる期間

生まれてからずっと

大井町に生まれたが、一時町外に住み、戻ってきた

大井町に住んでから20年以上

大井町に住んでから10～19年

大井町に住んでから5～10年

大井町に住んでから5年未満

無回答

n=911 

n=911 
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問８－１ 問８で「２ 大井町に生まれたが、一時町外に住み、戻ってきた」、「３ 大井町に住んで

から 20年以上」、「４ 大井町に住んでから 10～19年」、「５ 大井町に住んでから５～10年」、「６ 

大井町に住んでから５年未満」とお答えの方におたずねします。あなたが大井町に住み始めた理由は何

ですか。（○は最大３つまで）【複数回答】 

 

「親がいる又は持ち家があったから」（21.1％）が最も多く、次いで「良質な住宅物件があったから」

（20.3％）、「大井町民と結婚したから」（17.6％）となっている。 

 
  

21.1%

20.3%

17.6%

16.3%

14.5%

14.0%

9.8%

7.2%

7.1%

6.0%

5.4%

3.1%

3.1%

1.3%

0.3%

0.3%

0.1%

7.3%

親がいる又は持ち家があったから

良質な住宅物件があったから

大井町民と結婚したから

家庭の事情

生活環境が良かったから

仕事や学校の事情

自然が多かったから

交通の便が良かったから

その他

買い物が便利だから

友人や知り合いがいたから

町に愛着があったから

町の発展に期待できたから

教育環境が良かったから

医療体制が充実していたから

行政サービスが充実していたから

福祉サービスが充実していたから

無回答

0% 5% 10% 15% 20% 25%

大井町に住み始めた理由

n=779 
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【属性別クロス集計】 

どの属性でも「親がいる又は持ち家があったから」が多くなっているが、女性は比較的「大井町民と結婚

したから」が多い。子育て層では「良質な住宅物件があったから」が最も多くなっている。 

 

属性別クロス集計作成にあたっての条件設定は以下のとおりとなる。（次ページ以降の属性別クロス集計も同様） 

※地区別の内訳は下記のとおりである。  

金田地区：吉原、新宿、河原、根岸上、根岸下、市場、坊村、馬場、宮地、金手  

曽我地区：上大井、西大井  

相和地区：篠窪、柳、高尾、赤田、上山田、中屋敷、下山田  

※子育て層は、問７で「２．未就学児童がいる」または「３．小学生がいる」と回答された方のうち、問２で「２．

20~29 歳」、「３．30～39 歳」、「４．40～49 歳」と回答された方が対象。以下同。 

※各クロス属性（性別・年齢・地区別・子育て層）については「回答しない」「無回答」の回答は除いて表を作成してい

るため、項目計が総数と合わない場合がある。 

※各属性の最も多い回答項目については黒色塗している。 

  

町

に

愛

着

が

あ

っ

た

か

ら

買

い

物

が

便

利

だ

か

ら

交

通

の

便

が

良

か

っ

た

か

ら

生

活

環

境

が

良

か

っ

た

か

ら

教

育

環

境

が

良

か

っ

た

か

ら

医

療

体

制

が

充

実

し

て

い

た

か

ら

福

祉

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

た

か

ら

自

然

が

多

か

っ

た

か

ら

行

政

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

た

か

ら

町

の

発

展

に

期

待

で

き

た

か

ら

友

人

や

知

り

合

い

が

い

た

か

ら

仕

事

や

学

校

の

事

情

家

庭

の

事

情

親

が

い

る

又

は

持

ち

家

が

あ

っ

た

か

ら

良

質

な

住

宅

物

件

が

あ

っ

た

か

ら

大

井

町

民

と

結

婚

し

た

か

ら

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

3.1% 6.0% 7.2% 14.5% 1.3% 0.3% 0.1% 9.8% 0.3% 3.1% 5.4% 14.0% 16.3% 21.1% 20.3% 17.6% 7.1% 7.3% 779

男性 4.5% 7.5% 8.8% 15.3% 0.6% 0.3% 0.3% 11.0% 0.6% 3.6% 5.5% 18.5% 17.2% 24.7% 23.1% 7.1% 7.8% 7.1% 308

女性 2.2% 4.8% 6.1% 14.2% 1.7% 0.2% 0.0% 9.2% 0.0% 2.8% 5.5% 11.1% 15.7% 19.2% 18.3% 24.5% 6.8% 7.2% 458

16～19歳 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 30.8% 53.8% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 13

20～29歳 6.8% 2.3% 9.1% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 4.5% 0.0% 18.2% 22.7% 36.4% 13.6% 13.6% 4.5% 4.5% 44

30～39歳 1.6% 9.7% 11.3% 25.8% 1.6% 0.0% 0.0% 14.5% 0.0% 12.9% 1.6% 14.5% 19.4% 22.6% 30.6% 8.1% 6.5% 3.2% 62

40～49歳 7.3% 3.7% 5.5% 14.7% 2.8% 0.0% 0.0% 12.8% 0.0% 1.8% 4.6% 18.3% 20.2% 33.9% 23.9% 19.3% 2.8% 0.0% 109

50～59歳 2.0% 6.1% 10.2% 17.7% 1.4% 0.7% 0.0% 7.5% 0.7% 1.4% 5.4% 15.6% 17.7% 21.1% 25.2% 17.0% 7.5% 0.7% 147

60～69歳 0.8% 8.5% 4.7% 20.2% 0.0% 0.8% 0.8% 10.1% 0.8% 2.3% 4.7% 12.4% 11.6% 20.2% 24.0% 20.9% 4.7% 3.9% 129

70～79歳 3.0% 5.0% 7.5% 9.0% 1.5% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 2.5% 8.5% 13.1% 13.1% 11.6% 16.1% 21.1% 9.5% 16.1% 199

80歳以上 1.4% 6.8% 2.7% 10.8% 1.4% 0.0% 0.0% 12.2% 0.0% 2.7% 6.8% 8.1% 16.2% 12.2% 9.5% 14.9% 12.2% 18.9% 74

金田地区 2.6% 7.3% 9.1% 14.9% 0.6% 0.2% 0.0% 9.5% 0.2% 3.6% 6.5% 14.1% 15.9% 20.0% 20.4% 16.3% 8.5% 6.3% 504

曽我地区 3.7% 3.7% 3.2% 15.2% 2.8% 0.0% 0.0% 11.5% 0.5% 2.8% 4.1% 13.8% 18.9% 21.2% 23.0% 16.6% 4.1% 8.8% 217

相和地区 5.1% 0.0% 2.6% 5.1% 2.6% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 7.7% 35.9% 7.7% 41.0% 2.6% 12.8% 39

子育て層総数 3.5% 5.9% 7.1% 20.0% 1.2% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 11.8% 5.9% 14.1% 15.3% 27.1% 27.1% 22.4% 4.7% 3.5% 85

子育て層(男性) 0.0% 10.0% 6.7% 26.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7% 3.3% 16.7% 16.7% 30.0% 33.3% 10.0% 3.3% 3.3% 30

子育て層（女性） 5.7% 3.8% 7.5% 17.0% 1.9% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 9.4% 7.5% 13.2% 13.2% 26.4% 24.5% 28.3% 5.7% 3.8% 53

総数

性

別

年

齢

地

区

別

子

育

て

層
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問９ あなたにとって大井町は、住みよいところですか。【単数回答】 

「住みよい」（28.4％）、「まあ住みよい」（34.4％）を合わせると約 6 割を占める。 

 

【属性別クロス集計】 

どの属性でも「住みよい」「まあ住みよい」が多いが、10 代では「やや住みにくい」が他の世代と比べて

多い。 「子育て層総数」の「まあ住みよい」と回答している割合が総数よりも約 10％近く高くなっている。 

 

28.4%

34.4%

22.5%

8.2%

4.1%

1.0%
1.4%

大井町の住み心地
住みよい

まあ住みよい

ふつう

やや住みにくい

住みにくい

わからない

無回答

住

み

よ

い

ま

あ

住

み

よ

い

ふ

つ

う

や

や

住

み

に

く

い

住

み

に

く

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

回
答
者
総
数

28.4% 34.4% 22.5% 8.2% 4.1% 1.0% 1.4% 911

男性 28.2% 35.6% 22.1% 6.4% 5.1% 1.3% 1.3% 376

女性 29.1% 33.8% 22.7% 9.1% 3.1% 0.8% 1.4% 515

16～19歳 10.8% 40.5% 27.0% 16.2% 5.4% 0.0% 0.0% 37

20～29歳 24.6% 38.6% 22.8% 7.0% 5.3% 1.8% 0.0% 57

30～39歳 27.7% 44.6% 15.4% 7.7% 4.6% 0.0% 0.0% 65

40～49歳 25.4% 40.7% 20.3% 10.2% 3.4% 0.0% 0.0% 118

50～59歳 34.1% 32.3% 19.8% 9.0% 2.4% 1.2% 1.2% 167

60～69歳 24.8% 33.3% 24.8% 9.2% 3.9% 2.0% 2.0% 153

70～79歳 31.0% 30.5% 23.5% 6.6% 5.3% 0.9% 2.2% 226

80歳以上 33.7% 27.7% 26.5% 4.8% 3.6% 1.2% 2.4% 83

金田地区 31.9% 36.3% 21.2% 6.4% 2.7% 0.7% 0.9% 565

曽我地区 25.5% 31.4% 24.7% 9.4% 5.5% 1.6% 2.0% 255

相和地区 16.2% 29.4% 19.1% 19.1% 11.8% 1.5% 2.9% 68

子育て層総数 28.4% 42.0% 14.8% 12.5% 2.3% 0.0% 0.0% 88

子育て層(男性) 32.3% 35.5% 22.6% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 31

子育て層（女性） 27.3% 47.3% 9.1% 12.7% 3.6% 0.0% 0.0% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別

n=911 
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問１０ あなたは、大井町に引き続き住みたいですか。【単数回答】 

住み続けることに前向きである方（「住み続けたい」「できれば住み続けたい」の総数）が 75.9％を占め

るが、転居を考える方（「できれば他自治体に転居したい」「他自治体に転居したい」の総数）も約 8％

いる。 

 

 

  

40.3%

35.6%

6.0%

2.3%

13.9%

1.9%

大井町に住み続けたいか

住み続けたい

できれば住み続けたい

できれば他自治体に転居したい

他自治体に転居したい

わからない

無回答

n=911 
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【属性別クロス集計】 

年齢別にみると 20 歳以上の世代では「住み続けたい」「できれば住み続けたい」の回答が多くなってい

るが、10 代の回答では「できれば他自治体に転居したい」「他自治体に転居したい」の割合が 40％を占

めている。 

 

 

  

住

み

続

け

た

い

で

き

れ

ば

住

み

続

け

た

い

で

き

れ

ば

他

自

治

体

に

転

居

し

た

い

他

自

治

体

に

転

居

し

た

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

回
答
者
総
数

40.3% 35.6% 6.0% 2.3% 13.9% 0 911

男性 38.6% 37.0% 5.9% 2.4% 13.8% 2.4% 376

女性 41.9% 35.0% 5.6% 1.7% 14.4% 1.4% 515

16～19歳 10.8% 21.6% 24.3% 16.2% 27.0% 0.0% 37

20～29歳 21.1% 40.4% 8.8% 7.0% 22.8% 0.0% 57

30～39歳 26.2% 41.5% 6.2% 1.5% 24.6% 0.0% 65

40～49歳 30.5% 43.2% 9.3% 1.7% 14.4% 0.8% 118

50～59歳 36.5% 43.1% 4.2% 1.2% 13.8% 1.2% 167

60～69歳 38.6% 33.3% 6.5% 0.7% 18.3% 2.6% 153

70～79歳 54.0% 31.4% 3.1% 2.2% 5.8% 3.5% 226

80歳以上 66.3% 22.9% 1.2% 0.0% 8.4% 1.2% 83

金田地区 42.7% 35.8% 5.7% 2.1% 12.4% 1.4% 565

曽我地区 38.4% 34.5% 5.1% 3.1% 16.5% 2.4% 255

相和地区 35.3% 36.8% 11.8% 1.5% 11.8% 2.9% 68

子育て層総数 35.2% 37.5% 8.0% 2.3% 15.9% 1.1% 88

子育て層(男性) 32.3% 35.5% 6.5% 3.2% 19.4% 3.2% 31

子育て層（女性） 38.2% 40.0% 9.1% 0.0% 12.7% 0.0% 55

年

齢

地

区

別

子

育

て

層

総数

性

別
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問１０－１ 問１０で「１ 住み続けたい」、「２ できれば住み続けたい」と答えた方におたずね

します。「住み続けたい」、「できれば住み続けたい」とした理由は何ですか。（○は最大３つまで）

【複数回答】 

「親がいる又は持ち家があるから」（39.1％）が最も多く、次いで「生活環境が良いから」（35.7％）、

「買い物が便利だから」（25.8％）となっている。 

 

  

39.1%

35.7%

25.8%

23.0%

19.2%

17.2%

12.3%

9.7%

8.7%

8.1%

5.2%

3.2%

2.7%

1.7%

1.2%

0.9%

0.7%

3.5%

親がいる又は持ち家があるから

生活環境が良いから

買い物が便利だから

自然が多いから

まちに愛着があるから

友人や知り合いがいるから

交通の便が良いから

良質な住宅物件に住んでいるから

仕事や学校の事情

大井町民と結婚したから

家庭の事情

町の発展に期待できるから

その他

医療体制が充実しているから

福祉サービスが充実しているから

教育環境が良いから

行政サービスが充実しているから

無回答

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

大井町に住み続けたい理由

n=691 
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【属性別クロス集計】 

多くの属性で「親がいる又は持ち家があるから」の回答が最も多いが、10 代では「まちに愛着があるか

ら」、20 代は「買い物が便利だから」「交通の便が良いから」、30 代、50 代、70 代では「生活環境が良い

から」が多くなっている。 

 
  

ま

ち

に

愛

着

が

あ

る

か

ら

買

い

物

が

便

利

だ

か

ら

交

通

の

便

が

良

い

か

ら

生

活

環

境

が

良

い

か

ら

教

育

環

境

が

良

い

か

ら

医

療

体

制

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

福

祉

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

自

然

が

多

い

か

ら

行

政

サ

ー

ビ

ス

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

町

の

発

展

に

期

待

で

き

る

か

ら

友

人

や

知

り

合

い

が

い

る

か

ら

仕

事

や

学

校

の

事

情

家

庭

の

事

情

親

が

い

る

又

は

持

ち

家

が

あ

る

か

ら

良

質

な

住

宅

物

件

に

住

ん

で

い

る

か

ら

大

井

町

民

と

結

婚

し

た

か

ら

そ

の

他

無

回

答

回
答
者
総
数

19.2% 25.8% 12.3% 35.7% 0.9% 1.7% 1.2% 23.0% 0.7% 3.2% 17.2% 8.7% 5.2% 39.1% 9.7% 8.1% 2.7% 3.5% 691

男性 24.3% 23.9% 14.4% 33.8% 0.0% 1.8% 0.4% 21.8% 1.1% 3.5% 14.1% 12.0% 4.9% 42.3% 10.2% 3.2% 1.1% 2.5% 284

女性 15.9% 27.8% 10.9% 36.6% 1.5% 1.8% 1.8% 24.2% 0.5% 2.8% 19.2% 6.6% 5.3% 36.9% 9.3% 11.4% 4.0% 4.0% 396

16～19歳 58.3% 16.7% 0.0% 41.7% 0.0% 8.3% 0.0% 25.0% 0.0% 8.3% 16.7% 0.0% 0.0% 41.7% 0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 12

20～29歳 17.1% 28.6% 28.6% 25.7% 2.9% 2.9% 0.0% 22.9% 0.0% 5.7% 22.9% 5.7% 5.7% 22.9% 11.4% 5.7% 5.7% 5.7% 35

30～39歳 13.6% 29.5% 27.3% 43.2% 4.5% 2.3% 2.3% 27.3% 2.3% 4.5% 6.8% 25.0% 9.1% 31.8% 18.2% 6.8% 4.5% 2.3% 44

40～49歳 24.1% 24.1% 17.2% 39.1% 2.3% 1.1% 0.0% 18.4% 1.1% 2.3% 10.3% 19.5% 5.7% 54.0% 14.9% 5.7% 0.0% 0.0% 87

50～59歳 19.5% 27.1% 14.3% 42.1% 0.0% 0.8% 0.0% 23.3% 1.5% 1.5% 12.8% 9.8% 6.0% 39.8% 8.3% 3.8% 3.0% 3.8% 133

60～69歳 16.4% 22.7% 5.5% 35.5% 0.0% 1.8% 1.8% 23.6% 0.0% 3.6% 16.4% 9.1% 3.6% 44.5% 13.6% 10.9% 4.5% 3.6% 110

70～79歳 18.1% 26.9% 9.8% 31.6% 0.0% 1.6% 1.0% 20.7% 0.5% 1.6% 25.4% 3.1% 6.2% 37.3% 5.2% 10.4% 2.1% 2.6% 193

80歳以上 17.6% 25.7% 5.4% 31.1% 1.4% 2.7% 4.1% 28.4% 0.0% 6.8% 17.6% 1.4% 1.4% 28.4% 8.1% 12.2% 1.4% 8.1% 74

金田地区 19.4% 30.5% 15.8% 36.6% 0.9% 1.4% 1.6% 21.7% 0.7% 3.6% 17.6% 7.9% 3.8% 37.0% 10.2% 8.6% 2.3% 3.2% 443

曽我地区 19.9% 19.4% 5.9% 36.0% 1.1% 2.7% 0.5% 24.2% 1.1% 2.7% 16.1% 10.2% 6.5% 40.9% 8.6% 5.9% 4.3% 4.8% 186

相和地区 16.3% 6.1% 0.0% 24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 32.7% 0.0% 0.0% 20.4% 10.2% 10.2% 57.1% 12.2% 12.2% 0.0% 2.0% 49

子育て層総数 10.9% 21.9% 23.4% 43.8% 6.3% 3.1% 1.6% 21.9% 1.6% 4.7% 15.6% 20.3% 7.8% 39.1% 15.6% 10.9% 1.6% 4.7% 64

子育て層(男性) 23.8% 23.8% 28.6% 47.6% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 4.8% 14.3% 28.6% 14.3% 38.1% 19.0% 4.8% 0.0% 0.0% 21

子育て層（女性） 4.7% 20.9% 20.9% 41.9% 9.3% 4.7% 2.3% 18.6% 2.3% 4.7% 16.3% 16.3% 4.7% 39.5% 14.0% 14.0% 2.3% 7.0% 43

地

区

別

総数

性

別

年

齢

子

育

て

層
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⑵ 大井町の将来像や今後のまちづくりについて 

問１１ あなたは、これからの大井町のまちづくりにおいて、どのようなことを大切にしていきたいと

お考えですか。（○は最大３つまで）【複数回答】 

「安心」（45.0％）が最も多く、次いで「便利」（41.9％）、「安全」（40.5％）が多くなっている。 

 

 

  

45.0%

41.9%

40.5%

22.0%

19.6%

18.8%

13.0%

6.5%

6.4%

6.3%

5.3%

4.9%

4.5%

4.0%

2.4%

2.3%

2.1%

2.0%

1.9%

1.8%

1.6%

1.5%

1.4%

1.4%

1.1%

0.7%

0.7%

0.7%

0.3%

2.6%

安心

便利

安全

自然

環境

健康

やすらぎ

あたたかさ

ゆとり

活力

にぎわい

やさしさ

多様性

共生

笑顔

観光

創造性

絆

文化

美しさ

調和

協働

継承

その他

主体性

歴史

個性

自立

活躍

無回答

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

大井町のまちづくりにおいて大切にしたいこと

n=911 
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問１２ 今後、大井町にずっと住み続けたくなるために、町がどのような施策を実施することが必要だ

と思いますか。（〇は最大３つまで）【複数回答】 

「交通網整備等の利便性向上」が 53.0％と他の項目と比べて高くなっており、次いで「子育て環境の整

備」（32.2％）、「高齢者が活躍できる環境の整備」（31.2％）となっている。 

 

  

53.0%

32.2%

31.2%

28.1%

25.7%

17.3%

16.1%

14.5%

6.5%

4.5%

3.8%

2.2%

交通網整備等の利便性向上

子育て環境の整備

高齢者が活躍できる環境の整備

余暇を過ごすための場所・機会の充実

就業の場の確保

産業誘致

地場産業の育成

空き家対策等居住環境の整備

その他

結婚支援策の充実

エネルギー施策の充実

無回答

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

大井町に住みたくなるために、町としてどのような施策が必要か

n=911 
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【属性別クロス集計】 

全体的に「交通網整備等の利便性向上」が多くなっているが、子育て層では「子育て環境の整備」が多

くなっている。 

 

 

  

結

婚

支

援

策

の

充

実

子

育

て

環

境

の

整

備

就

業

の

場

の

確

保

地

場

産

業

の

育

成

産

業

誘

致

高

齢

者

が

活

躍

で

き

る

環

境

の

整

備

余

暇

を

過

ご

す

た

め

の

場

所

・

機

会

の

充

実

空

き

家

対

策

等

居

住

環

境

の

整

備

交

通

網

整

備

等

の

利

便

性

向

上

エ

ネ

ル

ギ

ー

施

策

の

充

実

そ

の

他

無

回

答

回
答
者
総
数

4.5% 32.2% 25.7% 16.1% 17.3% 31.2% 28.1% 14.5% 53.0% 3.8% 6.5% 2.2% 911

男性 5.6% 33.0% 27.1% 16.0% 20.2% 28.2% 28.7% 11.7% 52.7% 5.9% 8.0% 2.1% 376

女性 3.9% 31.7% 24.5% 16.7% 15.3% 33.6% 27.2% 16.9% 52.8% 2.3% 5.2% 2.1% 515

16～19歳 5.4% 40.5% 37.8% 5.4% 18.9% 8.1% 29.7% 5.4% 67.6% 2.7% 10.8% 0.0% 37

20～29歳 12.3% 70.2% 28.1% 15.8% 12.3% 8.8% 24.6% 8.8% 52.6% 3.5% 3.5% 0.0% 57

30～39歳 7.7% 69.2% 26.2% 12.3% 13.8% 20.0% 32.3% 7.7% 56.9% 7.7% 10.8% 0.0% 65

40～49歳 4.2% 43.2% 34.7% 17.8% 18.6% 21.2% 29.7% 15.3% 52.5% 5.1% 6.8% 0.8% 118

50～59歳 3.0% 26.3% 30.5% 17.4% 19.8% 37.1% 26.3% 17.4% 58.1% 4.8% 6.6% 1.8% 167

60～69歳 3.3% 30.7% 28.8% 15.7% 19.6% 41.8% 22.9% 13.7% 52.9% 3.3% 11.1% 1.3% 153

70～79歳 4.0% 17.3% 17.3% 18.1% 18.1% 34.5% 28.3% 17.3% 48.2% 2.7% 3.5% 4.0% 226

80歳以上 3.6% 13.3% 13.3% 15.7% 10.8% 38.6% 37.3% 14.5% 47.0% 1.2% 2.4% 4.8% 83

金田地区 4.6% 37.5% 24.6% 16.8% 16.3% 30.6% 29.9% 12.2% 49.2% 5.1% 6.4% 1.6% 565

曽我地区 5.1% 23.9% 25.9% 13.7% 20.8% 33.3% 28.2% 16.5% 59.6% 2.0% 5.1% 2.7% 255

相和地区 2.9% 19.1% 30.9% 22.1% 17.6% 26.5% 16.2% 25.0% 64.7% 0.0% 10.3% 2.9% 68

子育て層総数 3.4% 88.6% 31.8% 15.9% 12.5% 17.0% 26.1% 9.1% 48.9% 5.7% 6.8% 0.0% 88

子育て層(男性) 3.2% 90.3% 22.6% 9.7% 19.4% 9.7% 25.8% 9.7% 61.3% 9.7% 9.7% 0.0% 31

子育て層（女性） 3.6% 87.3% 36.4% 20.0% 9.1% 20.0% 25.5% 9.1% 41.8% 3.6% 5.5% 0.0% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別
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問１３ 大井町では気候変動問題への対応としてカーボンニュートラル（温室効果ガスの排出量と吸収

量を均衡させること）に向けた取組を進めています。町としてどのような施策の実施が必要だと思いま

すか。（〇は最大３つまで）【複数回答】 

「公共施設への再生可能エネルギー導入」（41.5％）、「町民・事業者の再生可能エネルギー導入促進」

（40.0％）が同程度となっている。 

 

  

41.5%

40.0%

35.3%

34.5%

21.1%

18.4%

17.0%

5.6%

3.4%

5.8%

公共施設への再生可能エネルギー導入

町民・事業者の再生可能エネルギー導入促進

省エネルギー設備の導入促進

里山の保全・管理の促進

廃棄物削減の啓発

小中学生向けの環境教育講座開設

次世代自動車（電気自動車など）の導入促進

省エネルギー行動に関する講座開設

その他

無回答

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

気候変動問題への対応として、町としてどのような施策が必要か

n=911 
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【属性別クロス集計】 

どの層でも「公共施設への再生可能エネルギー導入」が多くなっているが、10 代や「子育て世代」にお

いては非常に多くなっている。相和地区では「里山の保全・管理の促進」が最も高くなっている。 

 
  

公

共

施

設

へ

の

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

導

入

町

民

・

事

業

者

の

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

導

入

促

進

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

設

備

の

導

入

促

進

省

エ

ネ

ル

ギ

ー

行

動

に

関

す

る

講

座

開

設

小

中

学

生

向

け

の

環

境

教

育

講

座

開

設

里

山

の

保

全

・

管

理

の

促

進

次

世

代

自

動

車

（

電

気

自

動

車

な

ど

）

の

導

入

促

進

廃

棄

物

削

減

の

啓

発

そ

の

他

無

回

答

回
答
者
総
数

41.5% 40.0% 35.3% 5.6% 18.4% 34.5% 17.0% 21.1% 3.4% 5.8% 911

男性 40.4% 42.8% 38.0% 6.6% 17.6% 39.4% 18.1% 22.1% 4.0% 4.8% 376

女性 42.1% 38.4% 34.0% 5.0% 19.0% 31.5% 16.3% 20.2% 2.9% 6.2% 515

16～19歳 59.5% 35.1% 35.1% 0.0% 16.2% 16.2% 21.6% 27.0% 0.0% 2.7% 37

20～29歳 49.1% 50.9% 52.6% 5.3% 22.8% 17.5% 24.6% 17.5% 1.8% 1.8% 57

30～39歳 50.8% 43.1% 47.7% 4.6% 27.7% 27.7% 13.8% 13.8% 3.1% 1.5% 65

40～49歳 46.6% 39.0% 34.7% 7.6% 25.4% 28.8% 27.1% 16.9% 3.4% 3.4% 118

50～59歳 44.3% 42.5% 40.1% 6.6% 18.0% 37.1% 18.6% 15.6% 4.8% 2.4% 167

60～69歳 38.6% 45.8% 35.9% 7.2% 19.0% 37.9% 14.4% 19.0% 5.9% 5.9% 153

70～79歳 33.6% 33.6% 25.7% 5.8% 16.8% 42.9% 11.5% 25.7% 2.2% 10.2% 226

80歳以上 34.9% 36.1% 31.3% 1.2% 4.8% 34.9% 13.3% 34.9% 2.4% 10.8% 83

金田地区 45.0% 40.7% 36.6% 6.5% 18.2% 31.5% 16.5% 22.5% 2.7% 6.2% 565

曽我地区 36.9% 42.0% 33.7% 3.1% 19.2% 33.7% 18.0% 20.0% 4.3% 5.1% 255

相和地区 32.4% 32.4% 35.3% 7.4% 16.2% 64.7% 17.6% 16.2% 1.5% 4.4% 68

子育て層総数 58.0% 36.4% 31.8% 6.8% 35.2% 27.3% 26.1% 14.8% 4.5% 3.4% 88

子育て層(男性) 51.6% 29.0% 41.9% 6.5% 48.4% 29.0% 16.1% 22.6% 0.0% 6.5% 31

子育て層（女性） 61.8% 41.8% 25.5% 7.3% 27.3% 27.3% 32.7% 10.9% 5.5% 1.8% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別
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問１４ 子育てしやすい環境づくりについて、町としてどのような施策の実施が必要だと思いますか。

（〇は最大３つまで）【複数回答】 

「未就学時に対する保育サービスの充実」「公園などの遊び場の整備・活用」「未就学児を預けながら保

護者が働ける場所の整備・活用」「児童への子育て支援サービスの充実」がそれぞれ 30％を超えてい

る。 

 

  

34.1%

33.3%

33.3%

30.1%

25.4%

23.9%

15.8%

15.0%

9.9%

3.7%

3.2%

6.4%

未就学児に対する保育サービスの充実

公園などの遊び場の整備・活用

未就学児等を預けながら保護者が働ける場所の整備・活用

児童への子育て支援サービスの充実

医療機関の情報提供

子どもの居場所づくり

子どもの学習支援

子育てに関する相談体制の充実

男性の家事・育児参画の促進

その他

子育てサークルの育成

無回答

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

子育てしやすい環境づくりについて必要な施策

n=911 
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【属性別クロス集計】 

子育て層では「未就学児に対する保育サービスの充実」が最も多くなっている。世代別では、10 代、20

代、30 代、40 代で「公園などの遊び場の整備・活用」が最も多くなっている。 

 
  

公

園

な

ど

の

遊

び

場

の

整

備

・

活

用

子

育

て

に

関

す

る

相

談

体

制

の

充

実

医

療

機

関

の

情

報

提

供

未

就

学

児

に

対

す

る

保

育

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

児

童

へ

の

子

育

て

支

援

サ

ー

ビ

ス

の

充

実

子

育

て

サ

ー

ク

ル

の

育

成

男

性

の

家

事

・

育

児

参

画

の

促

進

子

ど

も

の

居

場

所

づ

く

り

子

ど

も

の

学

習

支

援

未

就

学

児

等

を

預

け

な

が

ら

保

護

者

が

働

け

る

事

業

者

へ

の

支

援

そ

の

他

無

回

答

回
答
者
総
数

33.3% 15.0% 25.4% 34.1% 30.1% 3.2% 9.9% 23.9% 15.8% 33.3% 3.7% 6.4% 911

男性 38.6% 13.8% 25.3% 33.2% 29.5% 3.7% 8.2% 25.0% 14.9% 33.5% 4.5% 4.8% 376

女性 29.3% 16.3% 25.0% 35.9% 30.1% 2.9% 11.1% 23.1% 16.1% 33.0% 3.3% 7.4% 515

16～19歳 43.2% 16.2% 21.6% 21.6% 18.9% 0.0% 16.2% 21.6% 32.4% 35.1% 5.4% 0.0% 37

20～29歳 50.9% 26.3% 31.6% 35.1% 36.8% 0.0% 15.8% 19.3% 10.5% 40.4% 1.8% 0.0% 57

30～39歳 41.5% 15.4% 21.5% 40.0% 38.5% 3.1% 10.8% 23.1% 27.7% 36.9% 7.7% 1.5% 65

40～49歳 33.9% 16.1% 27.1% 34.7% 33.9% 2.5% 11.0% 22.9% 21.2% 28.8% 5.9% 2.5% 118

50～59歳 40.1% 15.0% 28.1% 37.7% 28.7% 6.0% 12.0% 23.4% 15.6% 35.3% 4.8% 1.8% 167

60～69歳 26.8% 17.0% 22.2% 43.8% 37.3% 4.6% 7.8% 28.8% 15.0% 37.9% 3.3% 2.6% 153

70～79歳 27.9% 11.1% 24.8% 29.2% 23.9% 2.7% 5.3% 25.2% 12.4% 31.4% 1.3% 14.2% 226

80歳以上 22.9% 13.3% 25.3% 22.9% 21.7% 1.2% 13.3% 20.5% 6.0% 22.9% 3.6% 16.9% 83

金田地区 34.2% 14.7% 26.2% 33.6% 31.0% 3.4% 9.9% 24.4% 15.4% 34.5% 3.4% 6.7% 565

曽我地区 35.7% 15.7% 24.3% 34.9% 26.7% 3.1% 9.8% 23.9% 15.3% 31.0% 4.7% 5.1% 255

相和地区 20.6% 17.6% 22.1% 39.7% 30.9% 2.9% 8.8% 23.5% 19.1% 30.9% 1.5% 7.4% 68

子育て層総数 46.6% 11.4% 25.0% 40.9% 47.7% 2.3% 8.0% 20.5% 29.5% 34.1% 10.2% 0.0% 88

子育て層(男性) 38.7% 12.9% 29.0% 41.9% 41.9% 3.2% 9.7% 25.8% 32.3% 32.3% 12.9% 0.0% 31

子育て層（女性） 50.9% 10.9% 23.6% 41.8% 50.9% 1.8% 5.5% 16.4% 27.3% 36.4% 9.1% 0.0% 55

子

育

て

層
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性

別

年
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地

区

別



28 

 

問１５ 高齢者がいきいきと活躍できる環境づくりについて、町としてどのような施策の実施が必要だ

と思いますか。（〇は最大３つまで）【複数回答】 

「シルバー人材センターの活用・推進による職業紹介」（46.7％）が最も多く、「健康維持のための活動

行う場づくり」（43.0％）、「高齢者に対するボランティア活動の支援」（41.8％）となっている。 

 
  

46.7%

43.0%

41.8%

25.5%

23.8%

19.3%

7.6%

3.5%

5.5%

シルバー人材センターの活用・推進による職業紹介

健康維持のための活動を行う場づくり

高齢者に対するボランティア活動の支援

次世代に勉強や趣味・特技を教える機会の創出

サロンの場の創出

SNS講座などデジタルにふれる機会の実施

子育ての助言・補助等の支援をするサロン等の場の創出

その他

無回答

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

高齢者がいきいきと活躍できる環境づくりの施策

n=911 
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【属性別クロス集計】 

30 代～70 代で「シルバー人材の活用・推進による職業紹介」が多くなっており、80 代では「健康維持

のための活動を行う場づくり」「高齢者に対するボランティア活動の支援」が多くなっている。 

 
  

次

世

代

に

勉

強

や

趣

味

・

特

技

を

教

え

る

機

会

の

創

出

子

育

て

の

助

言

・

補

助

等

の

支

援

を

す

る

サ

ロ

ン

等

の

場

の

創

出

シ

ル

バ

ー

人

材

セ

ン

タ

ー

の

活

用

・

推

進

に

よ

る

職

業

紹

介

健

康

維

持

の

た

め

の

活

動

を

行

う

場

づ

く

り

高

齢

者

に

対

す

る

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

の

支

援

サ

ロ

ン

の

場

の

創

出

S

N

S

講

座

な

ど

デ

ジ

タ

ル

に

ふ

れ

る

機

会

の

実

施

そ

の

他

無

回

答

回
答
者
総
数

25.5% 7.6% 46.7% 43.0% 41.8% 23.8% 19.3% 3.5% 5.5% 911

男性 26.9% 6.9% 52.7% 39.4% 40.4% 20.7% 21.0% 4.8% 4.8% 376

女性 24.3% 8.0% 42.7% 45.8% 43.1% 26.2% 18.3% 2.7% 5.8% 515

16～19歳 29.7% 2.7% 18.9% 43.2% 24.3% 29.7% 35.1% 0.0% 0.0% 37

20～29歳 29.7% 2.7% 18.9% 43.2% 24.3% 29.7% 35.1% 0.0% 0.0% 57

30～39歳 40.4% 15.8% 45.6% 31.6% 31.6% 28.1% 28.1% 3.5% 3.5% 65

40～49歳 32.3% 13.8% 58.5% 40.0% 40.0% 21.5% 24.6% 1.5% 4.6% 118

50～59歳 39.0% 10.2% 60.2% 40.7% 45.8% 28.8% 12.7% 5.9% 0.8% 167

60～69歳 25.1% 5.4% 64.1% 49.7% 49.1% 23.4% 17.4% 2.4% 3.6% 153

70～79歳 22.2% 6.5% 57.5% 45.1% 41.2% 19.6% 13.7% 3.9% 3.9% 226

80歳以上 19.9% 5.3% 28.8% 43.4% 43.4% 23.0% 22.1% 4.4% 8.0% 83

金田地区 27.4% 8.7% 47.6% 41.8% 41.8% 24.1% 20.7% 2.8% 5.1% 565

曽我地区 22.7% 6.3% 45.1% 49.4% 38.4% 23.5% 18.4% 5.1% 6.3% 255

相和地区 23.5% 4.4% 41.2% 36.8% 54.4% 22.1% 16.2% 2.9% 4.4% 68

子育て層総数 51.1% 15.9% 55.7% 36.4% 38.6% 26.1% 20.5% 3.4% 1.1% 88

子育て層(男性) 54.8% 16.1% 35.5% 35.5% 19.4% 38.7% 32.3% 3.2% 0.0% 31

子育て層（女性） 49.1% 16.4% 54.5% 38.2% 49.1% 20.0% 14.5% 3.6% 1.8% 55

総数

性

別

子

育

て

層

年

齢

地

区

別
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問１６ 回答例にならって、これまで進めてきた大井町のまちづくりの取組みについての「満足度」と、

これからの取組みを進める上での「重要度」のそれぞれについて、今のお気持ちに最も近い番号を１つず

つ選び、回答欄に○印をおつけ下さい。 

 

【スコアの算出方法】 

 以下の方法を用いてスコアを算出している。 

 

  

 

 

  

【算出方法】 
それぞれの項目の回答結果について 

 
「非常に満足」「特に重要」      ・・・＋２点  
「満足」「重要」           ・・・＋１点 
「どちらともいえない」       ・・・  ０点  
「不満」「少し重要ではない」    ・・・－１点 
「不満」「全く重要ではない」    ・・・－２点 
 

とし、それぞれの点数にそれぞれの回答者数を掛け、それらを合計した数字を「どちらともいえな
い」および無回答を除いた回答者数で割り、算出している。（小数第 3 位で四捨五入） 

評価点はプラスの大きいものは評価が高く、マイナスは評価が低いことを表している。 
 
【例：情報の共有の「満足度」の算出】 

非常に満足している・・・13 件 

満足している・・・・・・367 件 

どちらともいえない・・・400 件 

不満である・・・・・・・59 件 

非常に不満である・・・・16 件 

無回答・・・・・・・・・56 件（算出に含めない） 

  

 以上より、「どちらともいえない」を除いた回答者数＝455 

2×13＋1×367＋0×400＋(-1)×59＋(-2)×16＝302  

302÷455＝0.6637...≒0.66 
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【各種施策・事業に対する満足度】 

 

※各種施策・事業においてポイントが高い上位２項目を色付けしている。 

非常に満足
している

満足してい
る

どちらともい
えない

不満である
非常に不満
である

無回答 スコア

情報の共有 1.4% 40.3% 43.9% 6.5% 1.8% 6.1% +0.66

まちづくりへの町民参加 0.7% 20.6% 63.4% 7.1% 0.9% 7.2% +0.45

人づくりの推進 0.5% 12.1% 67.6% 10.3% 1.8% 7.7% -0.03

自治活動 1.2% 23.9% 54.1% 11.6% 3.1% 6.0% +0.21

平等な社会の形成 1.0% 17.2% 66.6% 6.5% 1.8% 6.9% +0.35

幼稚園教育 2.2% 26.7% 56.0% 3.2% 1.2% 10.8% +0.77

保育園運営 1.6% 20.6% 60.3% 4.9% 1.5% 11.0% +0.55

小・中学校教育 2.3% 25.7% 54.1% 5.5% 1.4% 11.0% +0.63

青少年の育成 1.9% 19.5% 60.6% 6.1% 1.2% 10.6% +0.51

学習機会の充実 1.0% 17.9% 63.3% 6.4% 1.5% 9.9% +0.39

障害スポーツ 1.0% 18.7% 63.6% 6.3% 1.1% 9.4% +0.45

文化財の保護と活用 0.9% 19.1% 64.1% 4.8% 1.3% 9.8% +0.51

子育て支援 1.4% 20.7% 61.3% 5.0% 1.3% 10.2% +0.56

健康づくり 1.2% 26.7% 58.0% 6.6% 1.2% 6.4% +0.56

地域医療 1.0% 27.4% 49.8% 12.6% 2.7% 6.4% +0.26

地域福祉の推進 1.4% 23.5% 56.0% 8.9% 2.5% 7.7% +0.34

高齢者福祉 1.4% 18.4% 62.6% 8.7% 1.2% 7.7% +0.34

障がい者福祉 1.0% 13.7% 68.1% 6.1% 1.8% 9.3% +0.27

社会保障 1.1% 16.9% 65.2% 7.0% 1.3% 8.5% +0.36

消防・救急対策 3.0% 29.9% 53.0% 5.6% 1.5% 7.0% +0.68

地域消防対策 2.7% 29.1% 51.7% 7.7% 1.8% 7.0% +0.57

防犯対策 1.2% 21.6% 59.3% 8.5% 2.4% 7.0% +0.32

交通安全対策 1.4% 25.1% 53.7% 10.1% 2.7% 6.9% +0.31

消費生活 1.0% 13.3% 70.8% 5.6% 1.2% 8.1% +0.34

市街地の整備 0.7% 12.0% 59.1% 17.3% 3.8% 7.1% -0.35

道路・水路 1.8% 24.0% 42.7% 19.2% 5.6% 6.7% -0.06

上水道 4.9% 41.7% 41.6% 3.3% 1.2% 7.2% +0.90

下水道 4.3% 38.6% 43.6% 4.6% 1.6% 7.2% +0.80

地域公共交通 1.0% 14.9% 44.2% 23.5% 8.6% 7.8% -0.49

公共施設 1.6% 17.5% 59.5% 10.5% 2.0% 8.9% +0.20

低炭素・循環型社会 2.0% 20.4% 63.3% 5.8% 0.9% 7.6% +0.58

環境共生 2.1% 25.9% 57.8% 5.9% 0.8% 7.5% +0.65

生活衛生 3.2% 31.1% 54.9% 3.5% 0.4% 6.9% +0.86

公園・緑地 3.8% 32.8% 43.1% 10.5% 2.2% 7.5% +0.52

農業 1.4% 14.6% 65.6% 7.2% 2.3% 8.8% +0.22

商業・工業 1.2% 12.5% 65.0% 8.2% 3.3% 9.8% +0.00

観光 0.7% 7.9% 59.6% 18.1% 5.0% 8.7% -0.60

行財政運営 0.5% 9.9% 68.9% 8.6% 2.9% 9.2% -0.15

財政運営 0.9% 9.8% 66.0% 8.7% 3.0% 11.7% -0.14

情報化の推進 1.1% 12.3% 62.1% 11.4% 4.1% 9.0% -0.17

広域行政 0.8% 14.7% 64.2% 8.3% 2.1% 9.9% +0.14
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41.6%
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63.3%

57.8%

54.9%
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65.0%
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6.1%

6.4%

6.3%
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6.6%

12.6%

8.9%

8.7%

6.1%

7.0%

5.6%

7.7%

8.5%

10.1%

5.6%

17.3%

19.2%

3.3%

4.6%

23.5%

10.5%

5.8%

5.9%

3.5%

7.2%

8.2%

18.1%

8.6%

8.7%

11.4%

8.3%

6.1%

7.2%

7.5%

7.7%

6.0%

6.9%

10.8%

11.0%

11.0%

10.6%

9.9%

9.4%

9.8%

10.2%

6.4%

6.4%

7.7%

7.7%

9.3%

8.5%

7.0%

7.0%

7.0%

6.9%

8.1%

7.1%

6.7%

7.2%

7.2%

7.8%

8.9%

7.6%

7.5%

6.9%

8.8%

9.8%

8.7%

9.2%

11.7%

9.0%

9.9%

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

情報の共有

まちづくりへの町民参加

人づくりの推進

自治活動

平等な社会の形成

幼稚園教育

保育園運営

小・中学校教育

青少年の育成

学習機会の充実

生涯スポーツ

文化財の保護と活用

子育て支援

健康づくり

地域医療

地域福祉

高齢者福祉

障がい者（児）福祉

社会保障

消防・救急対策

地域防災対策

防犯対策

交通安全対策

消費生活

市街地の整備

道路・水路

上水道

下水道

地域公共交通

公共施設

低炭素・循環型社会

環境共生

生活衛生

公園・緑地

農業

商業・工業

観光

行政運営

財政運営

情報化の推進

広域行政

各種施策・事業に対する満足度

非常に

満足

している

満足

している

どちらとも

いえない

不満である 非常に

不満

である

無回答
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【各種施策・事業に対する重要度】 

 

※各種施策・事業においてポイントが高い上位２項目を色付けしている。 

特に
重要である

少し
重要である

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

全く重要
ではない

無回答 スコア

情報の共有 24.4% 39.4% 23.1% 1.9% 0.2% 11.1% +1.30
まちづくりへの町民参加 9.0% 36.3% 37.9% 4.5% 1.0% 11.3% +0.94
人づくりの推進 15.3% 34.4% 34.1% 3.7% 0.7% 11.9% +1.11
自治活動 12.6% 33.4% 35.8% 5.8% 1.5% 10.9% +0.93
平等な社会の形成 17.2% 32.3% 34.8% 3.2% 1.1% 11.4% +1.14
幼稚園教育 31.4% 28.6% 25.0% 0.4% 0.2% 14.3% +1.49
保育園運営 33.7% 26.5% 24.7% 0.3% 0.2% 14.6% +1.53
小・中学校教育 40.1% 22.6% 22.5% 0.1% 0.2% 14.5% +1.62
青少年の育成 32.4% 26.3% 26.3% 0.4% 0.5% 13.9% +1.50
学習機会の充実 16.1% 33.4% 34.5% 1.3% 0.3% 14.4% +1.24
生涯スポーツ 10.4% 34.6% 38.1% 2.4% 0.5% 13.9% +1.08
文化財の保護と活用 12.7% 33.0% 37.1% 2.5% 0.3% 14.3% +1.14
子育て支援 38.7% 25.2% 21.0% 0.3% 0.4% 14.3% +1.57
健康づくり 28.5% 39.0% 21.1% 0.2% 0.3% 10.9% +1.40
地域医療 47.1% 26.1% 15.1% 0.1% 0.3% 11.2% +1.62
地域福祉 27.6% 36.6% 23.2% 0.8% 0.3% 11.6% +1.38
高齢者福祉 30.5% 35.3% 21.5% 0.4% 0.7% 11.5% +1.41
障がい者（児）福祉 29.5% 33.2% 23.4% 0.2% 0.5% 13.2% +1.43
社会保障 30.2% 31.5% 24.9% 0.5% 0.2% 12.6% +1.46
消防・救急対策 42.8% 30.2% 14.9% 0.3% 0.4% 11.3% +1.55
地域防災対策 42.4% 30.1% 15.5% 0.4% 0.4% 11.2% +1.55
防犯対策 39.0% 31.3% 17.7% 0.5% 0.4% 11.1% +1.51
交通安全対策 37.0% 32.1% 18.9% 0.7% 0.4% 11.0% +1.49
消費生活 16.1% 35.6% 33.8% 1.9% 0.4% 12.2% +1.21
市街地の整備 21.7% 40.2% 24.7% 1.2% 0.4% 11.7% +1.28
道路・水路 31.4% 38.3% 18.3% 0.5% 0.3% 11.1% +1.42
上水道 30.8% 34.1% 22.4% 0.4% 0.2% 12.0% +1.45
下水道 30.1% 33.9% 23.4% 0.5% 0.2% 11.9% +1.44
地域公共交通 32.7% 34.5% 19.9% 1.0% 0.4% 11.5% +1.43
公共施設 18.7% 38.3% 29.3% 1.1% 0.4% 12.2% +1.26
低炭素・循環型社会 25.0% 35.1% 25.7% 1.6% 1.2% 11.3% +1.29
環境共生 22.9% 40.1% 24.4% 1.1% 0.3% 11.2% +1.31
生活衛生 27.6% 36.7% 23.8% 0.8% 0.3% 10.9% +1.38
公園・緑地 20.0% 39.6% 26.0% 2.3% 0.4% 11.6% +1.23
農業 22.9% 31.5% 31.3% 0.7% 0.5% 13.1% +1.36
商業・工業 18.7% 34.7% 31.5% 1.1% 0.4% 13.6% +1.28
観光 9.0% 31.7% 38.1% 4.9% 3.5% 12.7% +0.77
行政運営 15.4% 29.5% 39.3% 1.8% 0.8% 13.3% +1.20
財政運営 28.5% 27.4% 27.2% 0.5% 0.3% 15.9% +1.47
情報化の推進 12.6% 31.7% 35.2% 5.2% 2.0% 13.3% +0.93
広域行政 16.9% 38.5% 29.7% 0.8% 0.3% 13.7% +1.25
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ではない

無回答
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【満足度と重要度の関係】 

本町のまちづくりの取組みについての満足度と重要度について、項目ごとにスコアを算出した上で、縦

軸を重要度、横軸を満足度としてグラフ上に表示する。重要度の平均値は 1.33、満足度の平均値は 0.32

であった。この平均値から見た相対的な重要度、満足度を根拠に各施策を 4 つの領域に分類した。 

領域 説明 

最重要改善エリア 重要度が平均より高いが、満足度が平均より低い領域。最優先での改善が必要。 

改善エリア 重要度も満足度も平均より低い領域。重要度が相対的に低いので最優先ではな

いものの、何らかの改善が必要。 

重点維持エリア 重要度も満足度も平均より高い領域。現状は問題ないが、町民にとって重要度の

高い施策であるため、満足度の水準を保つように注意が必要。 

現状維持エリア 重要度が平均より低い一方、満足度が平均より高い領域。満足度は高いので現状

を維持すれば十分。 

 

重要度はすべての施策・事業でプラス評価であったため、必要ない施策はないといえる。一方満足度

については、－0.6～＋0.9 と幅があり、特に「地域公共交通」については重要度が高いが、満足度が 

-0.49 とほかの施策と比べて低いため、最優先に改善すべき事項であるといえる。 

 

情報の共有

まちづくりへの町民参加

人づくりの推進

自治活動

平等な社会の形成

幼稚園教育

保育園運営

小・中学校教育

青少年の

育成

学習機会の

充実

生涯スポーツ

文化財の保護と活用

子育て支援

健康づくり

地域医療

地域福祉

高齢者福祉
障がい者（児）福祉

社会保障

消防・救急対策

地域防災対策

防犯対策
交通安全対策

消費生活

市街地の整備

道路・水路

上水道

下水道

地域公共交通

公共施設
低炭素・循環型社会

環境共生 生活衛生

公園・緑地

農業

商業・工業

観光

行政運営

財政運営

情報化の推進

広域行政

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

満足度と重要度の関係

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

最重要改善エリア 重点維持エリア

改善エリア 現状維持エリア

（重要度） 

（満足度） 
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問１７ 今後５年間で町が特に取組む必要があると感じる施策のポイントは次のうちどれですか。（〇

は最大４つまで）【複数回答】 

「安全・安心な暮らしの確保」（48.0％）が最も多く、「道路交通網の整備、利便性の向上」（41.5％）、

「高齢者福祉の充実」（36.0％）、「子育て支援の充実」（31.5％）と続いた。 

 

  

48.0%

41.5%

36.0%

31.5%

23.9%

20.1%

17.3%

15.0%

14.7%

14.7%

12.3%

11.0%

10.1%

7.0%

5.7%

3.2%

1.8%

5.8%

安全・安心な暮らしの確保

道路交通網の整備、利便性の向上

高齢者福祉の充実

子育て支援の充実

災害時にも備えた太陽光などの再生可能エネルギーの活用

教育環境の充実

健康づくりの推進

産業の誘致

町の認知度の向上

行政手続きのオンライン化

地場産業の振興

移住・定住施策

地域コミュニティの活性化

景観の保全

観光の振興

その他

国際化への対応

無回答

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

今後５年間で特に取組む必要があると感じる施策

n=911 
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【属性別クロス集計】 

子育て層では「子育て支援の充実」が多く、10 代では「道路交通網の整備・利便性の向上」、80 歳以

上では「高齢者福祉の充実」が最も多くなっている。 

 

  

町

の

認

知

度

の

向

上

行

政

手

続

き

の

オ

ン

ラ

イ

ン

化

地

域

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

の

活

性

化

国

際

化

へ

の

対

応

教

育

環

境

の

充

実

子

育

て

支

援

の

充

実

健

康

づ

く

り

の

推

進

高

齢

者

福

祉

の

充

実

安

全

・

安

心

な

暮

ら

し

の

確

保

景

観

の

保

全

道

路

交

通

網

の

整

備

、

利

便

性

の

向

上

災

害

時

に

も

備

え

た

太

陽

光

な

ど

の

再

生

可

能

エ

ネ

ル

ギ

ー

の

活

用

地

場

産

業

の

振

興

産

業

の

誘

致

観

光

の

振

興

移

住

・

定

住

施

策

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

14.7% 14.7% 10.1% 1.8% 20.1% 31.5% 17.3% 36.0% 48.0% 7.0% 41.5% 23.9% 12.3% 15.0% 5.7% 11.0% 3.2% 5.8% 911

男性 13.8% 18.6% 11.4% 1.3% 19.7% 30.3% 17.0% 34.3% 47.1% 9.3% 43.1% 22.1% 13.0% 17.8% 7.7% 12.0% 4.0% 5.3% 376

女性 15.5% 12.0% 9.5% 2.1% 20.6% 32.0% 17.7% 37.9% 48.2% 5.2% 40.0% 25.8% 11.8% 13.0% 4.1% 10.5% 2.7% 5.8% 515

16～19歳 29.7% 16.2% 8.1% 2.7% 35.1% 40.5% 16.2% 8.1% 35.1% 5.4% 43.2% 32.4% 5.4% 21.6% 8.1% 16.2% 8.1% 0.0% 37

20～29歳 19.3% 19.3% 7.0% 3.5% 29.8% 63.2% 14.0% 10.5% 47.4% 3.5% 52.6% 17.5% 0.0% 8.8% 7.0% 15.8% 5.3% 1.8% 57

30～39歳 15.4% 24.6% 6.2% 3.1% 33.8% 61.5% 1.5% 10.8% 53.8% 9.2% 50.8% 23.1% 10.8% 10.8% 4.6% 10.8% 6.2% 0.0% 65

40～49歳 22.0% 29.7% 11.0% 1.7% 33.1% 39.0% 13.6% 28.8% 48.3% 11.0% 39.8% 20.3% 10.2% 16.1% 11.0% 7.6% 2.5% 0.8% 118

50～59歳 10.2% 15.6% 11.4% 1.8% 16.2% 29.9% 12.6% 40.1% 47.9% 6.6% 43.7% 28.7% 16.2% 16.8% 7.2% 12.0% 3.0% 4.2% 167

60～69歳 11.8% 13.1% 9.2% 1.3% 13.7% 30.7% 24.2% 43.1% 53.6% 7.2% 44.4% 21.6% 16.3% 18.3% 2.6% 13.7% 3.9% 5.2% 153

70～79歳 15.5% 6.6% 9.3% 1.8% 13.7% 19.5% 21.2% 46.5% 47.3% 6.2% 35.4% 27.0% 13.3% 15.0% 4.0% 9.7% 1.3% 8.8% 226

80歳以上 7.2% 6.0% 16.9% 0.0% 14.5% 9.6% 25.3% 47.0% 42.2% 6.0% 36.1% 18.1% 8.4% 8.4% 3.6% 7.2% 2.4% 16.9% 83

金田地区 17.3% 16.3% 9.4% 1.8% 20.5% 34.2% 16.3% 34.3% 46.2% 8.5% 40.4% 23.0% 12.9% 13.6% 7.3% 10.1% 3.5% 5.0% 565

曽我地区 10.2% 12.5% 12.9% 1.2% 19.2% 27.5% 20.4% 40.0% 53.3% 3.9% 43.1% 25.9% 11.0% 18.0% 2.4% 9.4% 3.5% 7.1% 255

相和地区 10.3% 11.8% 7.4% 4.4% 22.1% 20.6% 16.2% 38.2% 42.6% 8.8% 48.5% 22.1% 14.7% 16.2% 7.4% 25.0% 0.0% 4.4% 68

子育て層総数 19.3% 21.6% 13.6% 2.3% 51.1% 81.8% 5.7% 11.4% 51.1% 8.0% 36.4% 18.2% 6.8% 9.1% 5.7% 0.0% 2.3% 0.0% 88

子育て層(男性) 19.4% 38.7% 16.1% 3.2% 54.8% 74.2% 3.2% 3.2% 45.2% 16.1% 35.5% 12.9% 9.7% 12.9% 9.7% 9.7% 3.2% 0.0% 31

子育て層（女性） 18.2% 12.7% 12.7% 1.8% 49.1% 85.5% 7.3% 16.4% 52.7% 3.6% 36.4% 21.8% 5.5% 7.3% 3.6% 3.6% 1.8% 0.0% 55

総数

性

別

年

齢

地

区

別

子

育

て

層
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⑶ まちづくりへの参加と協力について 

問１８ あなたは、町に関する情報を（窓口以外から）主にどのようにして得ていますか。（○は最大

３つまで）【複数回答】 

「広報おおい」（79.3％）が最も多く、次いで「回覧」（44.0％）、「大井町ホームページ」（23.7％）

となっている。 

 

  

79.3%

44.0%

23.7%

19.6%

19.1%

15.5%

12.8%

7.7%

2.6%

1.5%

1.3%

1.2%

5.8%

広報おおい

回覧

大井町ホームページ

議会だより

大井町あんしんメール

知人、友人

家族

町公式

自治会役員

ケーブルテレビなどの地域の情報番組

その他

各種会議や懇談会

無回答

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

町に関する情報の収集方法

n=911 
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【属性別クロス集計】 

ほぼどの属性においても「広報おおい」が最も多くなっているが、10 代では「家族」が最も多くなって

いる。 

 

  

広

報

お

お

い

議

会

だ

よ

り

大

井

町

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

町

公

式

ケ

ー

ブ

ル

テ

レ

ビ

な

ど

の

地

域

の

情

報

番

組

大

井

町

あ

ん

し

ん

メ

ー

ル

回

覧

各

種

会

議

や

懇

談

会

自

治

会

役

員

知

人

、

友

人

家

族

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

79.3% 19.6% 23.7% 7.7% 1.5% 19.1% 44.0% 1.2% 2.6% 15.5% 12.8% 1.3% 5.8% 911

男性 77.1% 24.2% 28.5% 5.9% 1.9% 15.7% 41.0% 1.6% 2.9% 12.5% 11.7% 1.6% 5.9% 376

女性 81.7% 16.3% 20.6% 9.1% 1.4% 21.7% 46.4% 1.0% 2.5% 17.7% 13.8% 1.0% 5.2% 515

16～19歳 51.4% 5.4% 13.5% 5.4% 0.0% 8.1% 29.7% 0.0% 0.0% 13.5% 62.2% 0.0% 0.0% 37

20～29歳 56.1% 17.5% 26.3% 10.5% 5.3% 8.8% 17.5% 0.0% 3.5% 15.8% 36.8% 3.5% 0.0% 57

30～39歳 72.3% 4.6% 26.2% 23.1% 3.1% 13.8% 30.8% 0.0% 0.0% 13.8% 21.5% 0.0% 6.2% 65

40～49歳 83.1% 15.3% 33.1% 17.8% 1.7% 23.7% 33.9% 0.0% 1.7% 10.2% 10.2% 2.5% 3.4% 118

50～59歳 81.4% 17.4% 32.3% 4.8% 1.2% 28.1% 36.5% 1.2% 2.4% 13.8% 12.6% 1.2% 2.4% 167

60～69歳 85.6% 24.8% 26.1% 6.5% 0.7% 21.6% 54.9% 2.0% 2.6% 13.1% 4.6% 2.0% 4.6% 153

70～79歳 85.8% 27.0% 19.0% 3.1% 1.3% 14.6% 54.4% 2.2% 4.4% 20.4% 5.3% 0.4% 8.0% 226

80歳以上 75.9% 20.5% 2.4% 1.2% 1.2% 19.3% 60.2% 1.2% 2.4% 20.5% 8.4% 1.2% 15.7% 83

金田地区 79.6% 20.2% 24.1% 9.2% 1.4% 20.4% 43.7% 0.7% 2.5% 14.3% 12.4% 1.4% 5.5% 565

曽我地区 76.9% 18.4% 24.3% 3.9% 1.2% 17.6% 42.4% 2.0% 2.4% 17.6% 14.9% 1.2% 6.7% 255

相和地区 91.2% 20.6% 20.6% 8.8% 4.4% 16.2% 61.8% 2.9% 5.9% 14.7% 10.3% 0.0% 2.9% 68

子育て層総数 85.2% 11.4% 31.8% 19.3% 1.1% 15.9% 29.5% 0.0% 0.0% 15.9% 13.6% 1.1% 2.3% 88

子育て層(男性) 83.9% 22.6% 32.3% 16.1% 0.0% 9.7% 22.6% 0.0% 0.0% 6.5% 16.1% 3.2% 6.5% 31

子育て層（女性） 87.3% 5.5% 32.7% 21.8% 1.8% 20.0% 32.7% 0.0% 0.0% 20.0% 12.7% 0.0% 0.0% 55

年

齢

地

区

別

総数

性

別

子

育

て

層



40 

 

問１９ あなたが、大井町について特に知りたい情報は何ですか。（○は最大２つまで）【複数回答】 

「町が将来的に進める事業やその内容」（35.5％）と最も多く、「町が現在実施している事業の内容」

（26.1％）、「町が抱えている課題」（24.9％）と続いている。 

 

  

35.5%

26.1%

24.9%

19.5%

16.4%

11.4%

10.0%

7.7%

2.6%

1.8%

0.7%

10.2%

町が将来的に進める事業やその内容

町が現在実施している事業の内容や進み具合

町が抱えている課題

町が行っている制度の事務手続の紹介

町の行事や催し物などの案内

町内の施設の紹介や案内

町の歳入の内訳や予算の使い方

町長の基本的な考え方

町の歴史や文化・芸能

その他

町のいろいろな統計資料

無回答

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

大井町について特に知りたい情報

n=911 
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【属性別クロス集計】 

ほぼどの属性においても「町が将来的に進める事業やその内容」が最も多いが、70 代以上では「町が抱

えている課題」が最も多くなっている。 

 

  

町

長

の

基

本

的

な

考

え

方

町

の

歳

入

の

内

訳

や

予

算

の

使

い

方

町

が

現

在

実

施

し

て

い

る

事

業

の

内

容

や

進

み

具

合

町

が

将

来

的

に

進

め

る

事

業

や

そ

の

内

容

町

が

抱

え

て

い

る

課

題

町

が

行

っ

て

い

る

制

度

の

事

務

手

続

の

紹

介

町

の

行

事

や

催

し

物

な

ど

の

案

内

町

内

の

施

設

の

紹

介

や

案

内

町

の

い

ろ

い

ろ

な

統

計

資

料

町

の

歴

史

や

文

化

・

芸

能

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

7.7% 10.0% 26.1% 35.5% 24.9% 19.5% 16.4% 11.4% 0.7% 2.6% 1.8% 10.2% 911

男性 9.0% 12.8% 27.9% 43.9% 22.3% 16.5% 13.6% 9.0% 1.1% 2.9% 2.4% 8.0% 376

女性 6.8% 7.6% 24.7% 30.1% 26.6% 21.9% 18.4% 13.6% 0.4% 1.9% 1.4% 11.7% 515

16～19歳 10.8% 16.2% 5.4% 32.4% 21.6% 13.5% 18.9% 2.7% 0.0% 0.0% 2.7% 8.1% 37

20～29歳 3.5% 14.0% 24.6% 33.3% 21.1% 19.3% 17.5% 10.5% 0.0% 3.5% 1.8% 7.0% 57

30～39歳 3.1% 10.8% 33.8% 41.5% 12.3% 18.5% 30.8% 10.8% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 65

40～49歳 10.2% 19.5% 24.6% 38.1% 20.3% 26.3% 21.2% 9.3% 0.0% 4.2% 1.7% 3.4% 118

50～59歳 3.6% 9.0% 27.5% 38.3% 19.2% 26.9% 20.4% 13.2% 0.6% 1.8% 2.4% 4.8% 167

60～69歳 9.8% 8.5% 25.5% 42.5% 28.8% 21.6% 9.8% 9.8% 1.3% 2.6% 2.6% 7.8% 153

70～79歳 9.3% 5.8% 30.1% 29.2% 30.5% 14.6% 13.3% 13.3% 1.3% 4.0% 1.8% 15.0% 226

80歳以上 9.6% 7.2% 20.5% 30.1% 34.9% 7.2% 8.4% 14.5% 0.0% 1.2% 0.0% 25.3% 83

金田地区 8.0% 9.4% 27.4% 33.8% 24.4% 20.7% 14.9% 11.9% 0.7% 3.0% 1.4% 9.7% 565

曽我地区 5.9% 10.2% 23.5% 38.8% 27.1% 16.5% 20.4% 12.5% 0.8% 2.0% 2.4% 10.2% 255

相和地区 8.8% 13.2% 29.4% 45.6% 22.1% 22.1% 14.7% 2.9% 0.0% 2.9% 2.9% 7.4% 68

子育て層総数 6.8% 13.6% 29.5% 44.3% 18.2% 14.8% 31.8% 8.0% 0.0% 2.3% 1.1% 5.7% 88

子育て層(男性) 16.1% 6.5% 25.8% 45.2% 9.7% 19.4% 32.3% 9.7% 0.0% 3.2% 0.0% 6.5% 31

子育て層（女性） 1.8% 14.5% 30.9% 45.5% 21.8% 12.7% 30.9% 7.3% 0.0% 1.8% 1.8% 5.5% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別
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問２０ あなたは、町に対してどのような方法で意見を伝えたいと考えていますか。【単数回答】 

「アンケート調査で十分である」（40.2％）が最も多く、ほかの回答と比較して 3 倍以上であった。「私

の提案・意見に投稿する」（12.3％）、「直接窓口で伝えたい」（9.7％）と続いた。 

 

  

40.2%

12.3%9.7%

9.5%

7.9%

7.6%

3.8%

2.2%

8.1%

町に対して意見を伝える方法

アンケート調査で十分である

私の提案・意見に投稿する

直接窓口で伝えたい

議員や町・専門家にまかせる

関心がない

町が開催する懇談会やワークショップ

その他

陳情・請願等により意見を述べたい

無回答 n=911 
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【属性別クロス集計】 

どの属性においても「アンケート調査で十分である」が最も多い。 

 

  

直

接

窓

口

で

伝

え

た

い

町

が

開

催

す

る

懇

談

会

や

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

陳

情

・

請

願

等

に

よ

り

意

見

を

述

べ

た

い

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

で

十

分

で

あ

る

議

員

や

町

・

専

門

家

に

ま

か

せ

る

私

の

提

案

・

意

見

に

投

稿

す

る

関

心

が

な

い

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

9.7% 7.6% 2.2% 40.2% 9.5% 12.3% 7.9% 3.8% 8.1% 911

男性 13.6% 8.8% 2.9% 34.8% 8.0% 13.3% 8.0% 4.8% 6.4% 376

女性 6.8% 7.0% 1.6% 44.5% 10.5% 11.5% 7.8% 3.3% 9.1% 515

16～19歳 5.4% 2.7% 0.0% 70.3% 0.0% 8.1% 13.5% 0.0% 0.0% 37

20～29歳 3.5% 7.0% 1.8% 50.9% 7.0% 7.0% 17.5% 3.5% 1.8% 57

30～39歳 4.6% 6.2% 3.1% 53.8% 10.8% 9.2% 10.8% 4.6% 0.0% 65

40～49歳 5.9% 8.5% 1.7% 44.9% 7.6% 14.4% 13.6% 3.4% 0.0% 118

50～59歳 6.0% 7.2% 3.0% 41.9% 8.4% 16.8% 7.2% 6.6% 5.4% 167

60～69歳 11.1% 7.2% 1.3% 35.3% 6.5% 19.0% 6.5% 5.9% 8.5% 153

70～79歳 16.8% 7.5% 0.9% 33.2% 15.0% 8.4% 4.9% 2.2% 11.9% 226

80歳以上 10.8% 12.0% 6.0% 28.9% 10.8% 6.0% 1.2% 0.0% 26.5% 83

金田地区 8.0% 7.4% 2.3% 41.4% 8.7% 12.4% 9.6% 3.7% 8.3% 565

曽我地区 9.0% 7.8% 2.0% 40.8% 10.6% 11.4% 5.9% 5.1% 8.2% 255

相和地区 20.6% 10.3% 1.5% 33.8% 11.8% 16.2% 1.5% 0.0% 4.4% 68

子育て層総数 4.5% 10.2% 2.3% 48.9% 8.0% 11.4% 11.4% 3.4% 1.1% 88

子育て層(男性) 6.5% 9.7% 0.0% 51.6% 3.2% 12.9% 9.7% 6.5% 0.0% 31

子育て層（女性） 3.6% 10.9% 3.6% 47.3% 9.1% 10.9% 12.7% 1.8% 1.8% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別
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問２１ あなたは、地域づくりやまちづくり活動に関心がありますか。（○は１つだけ）【単数回答】 

「関心がある」（15.6％）、「まあ関心がある」（40.3％）と答えた割合の合計は 55.9％であった。 

 

【属性別クロス集計】 

どの世代でも「まあ関心がある」が多いが、10 代では「まあ関心がある」「あまり関心がない」が同率

で最も多くなっている。 

 

15.6%

40.3%

28.5%

7.0%

8.6%

まちづくり活動への関心

関心がある

まあ関心がある

あまり関心がない

関心がない

無回答

関

心

が

あ

る

ま

あ

関

心

が

あ

る

あ

ま

り

関

心

が

な

い

関

心

が

な

い

無

回

答

回

答

者

総

数

15.6% 40.3% 28.5% 7.0% 8.6% 911

男性 20.2% 41.8% 22.6% 8.2% 7.2% 376

女性 12.0% 39.4% 33.4% 6.0% 9.1% 515

16～19歳 10.8% 37.8% 37.8% 10.8% 2.7% 37

20～29歳 17.5% 40.4% 33.3% 8.8% 0.0% 57

30～39歳 20.0% 32.3% 26.2% 16.9% 4.6% 65

40～49歳 15.3% 46.6% 27.1% 10.2% 0.8% 118

50～59歳 13.8% 43.1% 33.5% 6.6% 3.0% 167

60～69歳 13.1% 44.4% 28.1% 5.9% 8.5% 153

70～79歳 17.3% 36.3% 28.8% 4.4% 13.3% 226

80歳以上 18.1% 36.1% 16.9% 2.4% 26.5% 83

金田地区 15.2% 41.2% 28.8% 7.6% 7.1% 565

曽我地区 16.1% 38.8% 27.1% 6.3% 11.8% 255

相和地区 19.1% 42.6% 27.9% 4.4% 5.9% 68

子育て層総数 18.2% 46.6% 25.0% 6.8% 3.4% 88

子育て層(男性) 32.3% 35.5% 22.6% 6.5% 3.2% 31

子育て層（女性） 10.9% 54.5% 25.5% 5.5% 3.6% 55

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別

n=911 
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問２１－１ 問２１で「１ 関心がある」、「２ まあ関心がある」と答えた方におたずねします。あな

たが今後活動したいと思うものはどれですか。（○は最大３つまで）【複数回答】 

「防災・防犯活動や交通安全活動」（26.9％）、「高齢者に対する活動」（26.7％）、「自然保護」（26.5％）

が同程度で多くなっている。 

 

  

26.9%

26.7%

26.5%

23.8%

23.2%

19.8%

19.1%

10.6%

8.1%

8.1%

7.1%

6.9%

4.3%

2.9%

防災・防犯活動や交通安全活動

高齢者に対する活動

自然保護

子育てに対する活動

環境美化活動

災害支援活動

イベントや観光などの活動

障害のある方に対する活動

青少年健全育成活動

産業振興に関する活動

寄付や募金、バザーなどの活動

伝統文化保存活動

その他

無回答

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

今後活動したいと思うもの

n=509 
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【属性別クロス集計】 

子育て層では「子育てに対する活動」が最も多い。年齢別でみると、60 代以上は「高齢者に対する活動」

が最も多く、10 代、40 代で「イベントや観光などの活動」、40 代、50 代では「自然保護」が多くなっ

ている。 

 

  

自

然

保

護

環

境

美

化

活

動

高

齢

者

に

対

す

る

活

動

障

害

の

あ

る

方

に

対

す

る

活

動

青

少

年

健

全

育

成

活

動

子

育

て

に

対

す

る

活

動

伝

統

文

化

保

存

活

動

防

災

・

防

犯

活

動

や

交

通

安

全

活

動

災

害

支

援

活

動

イ

ベ

ン

ト

や

観

光

な

ど

の

活

動

寄

付

や

募

金

、

バ

ザ

ー

な

ど

の

活

動

産

業

振

興

に

関

す

る

活

動

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

26.5% 23.2% 26.7% 10.6% 8.1% 23.8% 6.9% 6.9% 19.8% 19.1% 7.1% 8.1% 4.3% 2.9% 509

男性 32.2% 24.9% 22.3% 12.0% 12.4% 16.3% 6.4% 33.9% 18.9% 15.9% 4.7% 10.3% 6.0% 3.0% 233

女性 22.3% 21.1% 31.7% 9.8% 4.2% 30.2% 7.5% 21.1% 20.8% 21.1% 9.4% 6.0% 2.6% 2.6% 265

16～19歳 16.7% 22.2% 0.0% 16.7% 16.7% 22.2% 16.7% 11.1% 16.7% 44.4% 5.6% 11.1% 5.6% 0.0% 18

20～29歳 21.2% 12.1% 12.1% 6.1% 3.0% 54.5% 3.0% 30.3% 15.2% 30.3% 6.1% 12.1% 9.1% 0.0% 33

30～39歳 14.7% 8.8% 2.9% 11.8% 11.8% 70.6% 2.9% 23.5% 11.8% 32.4% 5.9% 5.9% 5.9% 2.9% 34

40～49歳 34.2% 21.9% 13.7% 5.5% 6.8% 27.4% 13.7% 23.3% 19.2% 34.2% 8.2% 6.8% 2.7% 1.4% 73

50～59歳 31.6% 27.4% 27.4% 10.5% 2.1% 22.1% 6.3% 29.5% 26.3% 14.7% 8.4% 8.4% 7.4% 0.0% 95

60～69歳 27.3% 26.1% 42.0% 15.9% 10.2% 21.6% 2.3% 33.0% 18.2% 18.2% 5.7% 11.4% 3.4% 2.3% 88

70～79歳 25.6% 28.1% 34.7% 11.6% 10.7% 12.4% 5.0% 24.8% 20.7% 8.3% 8.3% 6.6% 2.5% 3.3% 121

80歳以上 22.2% 13.3% 35.6% 4.4% 8.9% 0.0% 13.3% 28.9% 20.0% 6.7% 2.2% 4.4% 2.2% 15.6% 45

金田地区 27.6% 22.3% 24.1% 11.0% 8.8% 25.1% 6.6% 26.0% 20.7% 19.1% 6.3% 8.5% 4.4% 2.5% 319

曽我地区 23.6% 22.9% 32.9% 11.4% 6.4% 23.6% 7.9% 28.6% 19.3% 21.4% 9.3% 7.9% 4.3% 2.1% 140

相和地区 28.6% 28.6% 23.8% 4.8% 7.1% 16.7% 7.1% 28.6% 19.0% 9.5% 4.8% 7.1% 4.8% 9.5% 42

子育て層総数 22.8% 17.5% 7.0% 10.5% 5.3% 68.4% 5.3% 21.1% 19.3% 33.3% 7.0% 3.5% 1.8% 3.5% 57

子育て層(男性) 42.9% 23.8% 0.0% 4.8% 14.3% 52.4% 4.8% 28.6% 23.8% 23.8% 9.5% 4.8% 4.8% 4.8% 21

子育て層（女性） 11.1% 13.9% 11.1% 13.9% 0.0% 77.8% 5.6% 16.7% 16.7% 38.9% 5.6% 2.8% 0.0% 2.8% 36

総数

性

別

年

齢

地

区

別

子

育

て

層
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問２１－２ 問２１で「３ あまり関心がない」、「４ 関心がない」と答えた方におたずねします。そ

の理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○）【複数回答】 

「関心をよせたり活動をする時間がないから」（42.3％）が最も多く、次いで「きっかけや機会がないか

ら」（28.4％）、「関心の持てる、自分のできそうな活動がないから」（23.8％）となっている。 

 

  

42.3%

28.4%

23.8%

22.2%

20.1%

19.1%

6.2%

3.7%

3.7%

3.1%

2.8%

関心をよせたり活動をする時間がないから

きっかけや機会がないから

関心の持てる、自分のできそうな活動がないから

参加できる活動や団体の情報がないため、よくわからない

現在のままでうまくいっていると思っているから

新たな人間関係を築くのがおっくうだから

長く住むつもりがないから

家族など自分以外の人が活動に参加しており、

現時点で自分の役割が無いから

その他

お金がかかりそうだから

無回答

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

関心がない理由

n=324 

42.3%

28.4%

23.8%

22.2%

20.1%

19.1%

6.2%

3.7%

3.7%

3.1%

2.8%

関心をよせたり活動をする時間がないから

きっかけや機会がないから

関心の持てる、自分のできそうな活動がないから

参加できる活動や団体の情報がないため、よくわからない

現在のままでうまくいっていると思っているから

新たな人間関係を築くのがおっくうだから

長く住むつもりがないから

家族など自分以外の人が活動に参加しており、

現時点で自分の役割が無いから

その他

お金がかかりそうだから

無回答

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

関心がない理由
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【属性別クロス集計】 

どの属性においても「関心をよせたり活動をする時間がないから」が多くなっているが、70 代において

は「関心の持てる、自分のできそうな活動がないから」「現在のままでうまくいっていると思っているか

ら」が多く、80 代では「参加できる活動や団体の情報がないため、よくわからない」が多くなっている。 

 

  

関

心

を

よ

せ

た

り

活

動

を

す

る

時

間

が

な

い

か

ら

き

っ

か

け

や

機

会

が

な

い

か

ら

参

加

で

き

る

活

動

や

団

体

の

情

報

が

な

い

た

め

、

よ

く

わ

か

ら

な

い

お

金

が

か

か

り

そ

う

だ

か

ら

関

心

の

持

て

る

、

自

分

の

で

き

そ

う

な

活

動

が

な

い

か

ら

新

た

な

人

間

関

係

を

築

く

の

が

お

っ

く

う

だ

か

ら

長

く

住

む

つ

も

り

が

な

い

か

ら

現

在

の

ま

ま

で

う

ま

く

い

っ

て

い

る

と

思

っ

て

い

る

か

ら

家

族

な

ど

自

分

以

外

の

人

が

活

動

に

参

加

し

て

お

り

、

現

時

点

で

自

分

の

役

割

が

無

い

か

ら

そ

の

他

無

回

答

回

答

者

総

数

42.3% 28.4% 22.2% 3.1% 23.8% 19.1% 6.2% 20.1% 3.7% 3.7% 2.8% 324

男性 44.8% 28.4% 22.4% 6.0% 31.0% 19.8% 9.5% 12.9% 2.6% 3.4% 2.6% 116

女性 39.9% 29.1% 22.7% 1.5% 20.2% 18.7% 3.9% 24.1% 3.4% 3.9% 3.0% 203

16～19歳 55.6% 22.2% 11.1% 5.6% 0.0% 0.0% 22.2% 16.7% 11.1% 5.6% 0.0% 18

20～29歳 37.5% 37.5% 20.8% 4.2% 8.3% 12.5% 20.8% 20.8% 0.0% 4.2% 0.0% 24

30～39歳 57.1% 32.1% 14.3% 3.6% 21.4% 39.3% 10.7% 10.7% 7.1% 0.0% 0.0% 28

40～49歳 63.6% 22.7% 18.2% 0.0% 27.3% 18.2% 9.1% 9.1% 2.3% 4.5% 0.0% 44

50～59歳 53.7% 32.8% 23.9% 4.5% 22.4% 13.4% 3.0% 16.4% 0.0% 4.5% 0.0% 67

60～69歳 40.4% 30.8% 19.2% 0.0% 25.0% 21.2% 1.9% 17.3% 5.8% 5.8% 5.8% 52

70～79歳 18.7% 26.7% 28.0% 5.3% 33.3% 24.0% 1.3% 33.3% 4.0% 1.3% 4.0% 75

80歳以上 18.8% 12.5% 37.5% 0.0% 25.0% 12.5% 0.0% 31.3% 6.3% 6.3% 18.8% 16

金田地区 38.8% 30.6% 20.4% 1.5% 23.8% 18.0% 4.9% 21.4% 3.9% 4.9% 1.9% 206

曽我地区 49.4% 24.7% 23.5% 3.5% 24.7% 21.2% 10.6% 17.6% 3.5% 2.4% 4.7% 85

相和地区 40.9% 22.7% 36.4% 13.6% 31.8% 27.3% 4.5% 18.2% 0.0% 0.0% 4.5% 22

子育て層総数 53.6% 39.3% 10.7% 0.0% 10.7% 21.4% 17.9% 14.3% 10.7% 0.0% 0.0% 28

子育て層(男性) 55.6% 33.3% 11.1% 0.0% 11.1% 44.4% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9

子育て層（女性） 47.1% 47.1% 11.8% 0.0% 11.8% 5.9% 11.8% 23.5% 11.8% 0.0% 0.0% 17

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢

地

区

別
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問２２ あなたが、より良いまちづくりを進めるために取組みたいと思うものはどれですか。（〇は最大

３つまで）【複数回答】 

「ゴミの分別収集に協力し、不用品はリサイクルに出す」（64.4％）が最も多く、2 番目に多い「町の景

観の保全のために美化活動に参加する」（21.4％）と比べて 3 倍以上である。 

 

  

n=911 

64.4% 

21.4% 

21.1% 

11.1% 

10.5% 

8.1% 

6.9% 

6.1% 

3.0% 

2.5% 

11.2% 

ゴミの分別収入に協力し、不用品はリサイクルに出す 

町の景観の保全のために美化活動に参加する 

自治会活動などの地域のコミュニティ活動に参加する 

高齢者・障がい者等の支援を行うためにボランティアとして参加する 

子育てに関連する活動に参加する 

町が開催する懇談会やワークショップに参加する 

町が呼びかける各種計画づくりの場へ参加する 

行政主体ではなく住民主体のまちづくり活動を企画（参加）する 

その他 

町が公募した施策の検討委員等の委員に応募する 

無回答 

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

より良いまちづくりを進めるために取組みたいと思うもの 
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【属性別クロス集計】 

どの属性でも「ゴミの分別収集に協力し、不用品はリサイクルに出す」が最も多い。 

 

  

ゴ

ミ

の

分

別

収

入

に

協

力

し

、

不

用

品

は

リ

サ

イ

ク

ル

に

出

す

町

の

景

観

の

保

全

の

た

め

に

美

化

活

動

に

参

加

す

る

町

が

呼

び

か

け

る

各

種

計

画

づ

く

り

の

場

へ

参

加

す

る

町

が

公

募

し

た

施

策

の

検

討

委

員

等

の

委

員

に

応

募

す

る

町

が

開

催

す

る

懇

談

会

や

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

に

参

加

す

る

自

治

会

活

動

な

ど

の

地

域

の

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

活

動

に

参

加

す

る

子

育

て

に

関

連

す

る

活

動

に

参

加

す

る

高

齢

者

・

障

碍

者

等

の
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参

加
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す
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そ
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他

無

回

答

回

答

者

総

数

64.4% 21.4% 6.9% 2.5% 8.1% 21.1% 10.5% 11.1% 6.1% 3.0% 11.2% 911

男性 61.4% 23.4% 8.8% 4.5% 9.6% 21.0% 9.6% 10.4% 8.0% 2.9% 11.2% 376

女性 67.0% 19.6% 5.6% 1.0% 7.2% 21.7% 11.3% 11.8% 5.0% 2.9% 10.7% 515

16～19歳 54.1% 13.5% 8.1% 2.7% 10.8% 16.2% 10.8% 8.1% 16.2% 5.4% 10.8% 37

20～29歳 52.6% 15.8% 10.5% 5.3% 8.8% 7.0% 24.6% 8.8% 8.8% 1.8% 8.8% 57

30～39歳 52.3% 13.8% 3.1% 0.0% 4.6% 21.5% 35.4% 4.6% 4.6% 6.2% 10.8% 65

40～49歳 71.2% 17.8% 15.3% 1.7% 8.5% 15.3% 18.6% 6.8% 8.5% 4.2% 5.1% 118

50～59歳 69.5% 23.4% 4.2% 4.2% 5.4% 18.6% 10.2% 13.8% 3.6% 2.4% 10.2% 167

50～60歳 60.8% 26.8% 5.9% 3.9% 13.7% 26.8% 5.9% 15.0% 5.9% 3.3% 9.2% 153

60～69歳 70.8% 23.9% 6.2% 1.8% 7.5% 23.9% 2.2% 12.4% 4.9% 1.3% 11.1% 226

70歳以上 57.8% 16.9% 4.8% 0.0% 6.0% 28.9% 2.4% 8.4% 7.2% 3.6% 26.5% 83

金田地区 66.0% 20.9% 6.2% 2.8% 6.7% 20.7% 11.7% 9.9% 6.4% 3.2% 11.3% 565

曽我地区 63.1% 20.8% 9.0% 2.7% 10.6% 20.8% 10.2% 13.7% 5.9% 2.7% 10.6% 255

相和地区 61.8% 29.4% 7.4% 0.0% 11.8% 30.9% 5.9% 8.8% 5.9% 1.5% 5.9% 68

子育て層総数 58.0% 18.2% 8.0% 1.1% 9.1% 20.5% 0.0% 4.5% 8.0% 3.4% 5.7% 88

子育て層(男性) 61.3% 25.8% 12.9% 0.0% 6.5% 12.9% 54.8% 0.0% 12.9% 3.2% 6.5% 31

子育て層（女性） 56.4% 14.5% 5.5% 1.8% 10.9% 25.5% 49.1% 7.3% 5.5% 3.6% 3.6% 55

地

区

別

子

育

て

層

総数

性

別

年

齢
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３－２ 職員アンケート 

⑴ 回答者の属性 

問１－１ あなたの性別を教えてください。【単数回答】 

男性が 60.9％、女性が 39.1％であった。 

 

問１－２ あなたの年齢を教えてください。【単数回答】 

50 歳以上が 4 割以上を占めている。20 代以下は 1 割以下にとどまっている。 

 

  

60.9%

39.1%

性別

1．男性

2．女性

8.7%

22.5%

21.7%

41.3%

年齢

1．20代以下

2．30～39歳

3．40～49歳

4．50歳以上

n=138 

n=138 
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問１－３ あなたの住んでいる場所を教えてください。【単数回答】 

大井町外に住まいを持つ職員は 55.1％であった。 

 

 

 

 

  

44.9%

55.1%

住まい

1. 大井町内

2. 大井町外

n=138 
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⑵ 各種施策・事業について 

問２－１ これまで進めてきた大井町のまちづくりの取組みの「満足度」について、大井町の職員とし

て今のお気持ちに最も近い番号を 1つ選択してください。 

 

【スコアの算出方法】 

 以下の方法を用いてスコアを算出している。 

 

  

【算出方法】 
それぞれの項目の回答結果について 

 
「非常に満足」「特に重要」      ・・・＋２点  
「満足」「重要」           ・・・＋１点 
「どちらともいえない」       ・・・  ０点  
「不満」「少し重要ではない」    ・・・－１点 
「不満」「全く重要ではない」    ・・・－２点 
 

とし、それぞれの点数にそれぞれの回答者数を乗じ、それらを合計した数字を「どちらともいえな
い」を除いた回答者数で割り、算出している。（小数第 3 位で四捨五入）。 

評価点はプラスの大きいものは評価が高く、マイナスは評価が低いことを表している。 
 
【例：情報の共有の「満足度」の算出】 

非常に満足している・・・1 件 

満足している・・・・・・56 件 

どちらともいえない・・・70 件 

不満である・・・・・・・9 件 

非常に不満である・・・・2 件 

  

 以上より、「どちらともいえない」を除いた回答者数=68 

2×1＋1×56＋0×70＋(-1)×9＋(-2)×2=45  

45÷68=0.6617...≒0.66 
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【各種施策・事業に対する満足度】 

 

※各種施策・事業においてポイントが高い上位２項目を色付けしている。 

非常に
満足
している

満足
している

どちらとも
いえない

不満であ
る

非常に
不満
である

スコア

情報の共有 0.7% 40.6% 50.7% 6.5% 1.4% 0.66
まちづくりへの町民参加 0.0% 26.8% 56.5% 14.5% 2.2% 0.18
人づくりの推進 0.7% 21.0% 59.4% 16.7% 2.2% 0.04
自治活動 0.0% 23.9% 62.3% 11.6% 2.2% 0.21
平等な社会の形成 0.7% 31.9% 58.7% 8.0% 0.7% 0.58
幼稚園教育 0.7% 34.8% 60.1% 4.3% 0.0% 0.80
保育園運営 0.7% 31.2% 63.0% 4.3% 0.7% 0.73
小・中学校教育 0.7% 36.2% 58.7% 4.3% 0.0% 0.81
青少年の育成 2.2% 29.7% 63.8% 4.3% 0.0% 0.82
学習機会の充実 2.9% 44.2% 49.3% 2.9% 0.7% 0.90
生涯スポーツ 1.4% 54.3% 39.9% 2.9% 1.4% 0.86
文化財の保護と活用 3.6% 32.6% 62.3% 1.4% 0.0% 1.02
子育て支援 1.4% 42.8% 45.7% 8.0% 2.2% 0.61
健康づくり 0.7% 47.8% 44.9% 5.8% 0.7% 0.76
地域医療 0.7% 34.8% 49.3% 13.8% 1.4% 0.39
地域福祉 1.4% 34.8% 59.4% 3.6% 0.7% 0.80
高齢者福祉 2.2% 35.5% 58.0% 3.6% 0.7% 0.83
障がい者（児）福祉 0.7% 33.3% 60.9% 4.3% 0.7% 0.74
社会保障 1.4% 27.5% 65.9% 4.3% 0.7% 0.72
消防・救急対策 2.2% 50.0% 44.2% 2.9% 0.7% 0.90
地域防災対策 2.2% 44.9% 46.4% 5.8% 0.7% 0.78
防犯対策 1.4% 44.2% 50.7% 3.6% 0.0% 0.88
交通安全対策 2.9% 38.4% 47.1% 10.9% 0.7% 0.60
消費生活 1.4% 31.2% 60.9% 5.8% 0.7% 0.69
市街地の整備 2.9% 42.0% 46.4% 8.7% 0.0% 0.73
道路・水路 1.4% 37.0% 44.9% 15.9% 0.7% 0.41
上水道 5.1% 58.0% 37.0% 0.0% 0.0% 1.08
下水道 5.1% 52.9% 41.3% 0.7% 0.0% 1.06
地域公共交通 1.4% 20.3% 50.0% 24.6% 3.6% -0.17
公共施設 1.4% 43.5% 43.5% 11.6% 0.0% 0.62
低炭素・循環型社会 0.0% 21.0% 67.4% 10.1% 1.4% 0.24
環境共生 1.4% 29.0% 63.0% 6.5% 0.0% 0.69
生活衛生 3.6% 39.9% 52.2% 4.3% 0.0% 0.89
公園・緑地 6.5% 54.3% 29.7% 8.0% 1.4% 0.80
農業 2.2% 23.9% 64.5% 7.2% 2.2% 0.47
商業・工業 1.4% 21.0% 63.8% 12.3% 1.4% 0.24
観光 1.4% 19.6% 61.6% 15.2% 2.2% 0.08
行政運営 0.7% 30.4% 52.2% 13.8% 2.9% 0.26
財政運営 1.4% 30.4% 58.0% 10.1% 0.0% 0.55
情報化の推進 0.7% 29.0% 50.0% 16.7% 3.6% 0.13
広域行政 0.7% 21.0% 68.1% 9.4% 0.7% 0.36
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40.6%

26.8%

21.0%

23.9%

31.9%

34.8%

31.2%

36.2%

29.7%

44.2%

54.3%

32.6%

42.8%

47.8%

34.8%

34.8%

35.5%

33.3%

27.5%

50.0%

44.9%

44.2%

38.4%

31.2%

42.0%

37.0%

58.0%

52.9%

20.3%

43.5%

21.0%

29.0%

39.9%

54.3%

23.9%

21.0%

19.6%

30.4%

30.4%

29.0%

21.0%

50.7%

56.5%

59.4%

62.3%

58.7%

60.1%

63.0%

58.7%

63.8%

49.3%

39.9%

62.3%

45.7%

44.9%

49.3%

59.4%

58.0%

60.9%

65.9%

44.2%

46.4%

50.7%

47.1%

60.9%

46.4%

44.9%

37.0%

41.3%

50.0%

43.5%

67.4%

63.0%

52.2%

29.7%

64.5%

63.8%

61.6%

52.2%

58.0%

50.0%

68.1%

6.5%

14.5%

16.7%

11.6%

8.0%

4.3%

4.3%

4.3%

4.3%

2.9%

2.9%

8.0%

5.8%

13.8%

3.6%

3.6%

4.3%

4.3%

2.9%

5.8%

3.6%

10.9%

5.8%

8.7%

15.9%

24.6%

11.6%

10.1%

6.5%

4.3%

8.0%

7.2%

12.3%

15.2%

13.8%

10.1%

16.7%

9.4%

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

情報の共有

まちづくりへの町民参加

人づくりの推進

自治活動

平等な社会の形成

幼稚園教育

保育園運営

小・中学校教育

青少年の育成

学習機会の充実

生涯スポーツ

文化財の保護と活用

子育て支援

健康づくり

地域医療

地域福祉

高齢者福祉

障がい者（児）福祉

社会保障

消防・救急対策

地域防災対策

防犯対策

交通安全対策

消費生活

市街地の整備

道路・水路

上水道

下水道

地域公共交通

公共施設

低炭素・循環型社会

環境共生

生活衛生

公園・緑地

農業

商業・工業

観光

行政運営

財政運営

情報化の推進

広域行政

各種施策・事業に関する満足度

非常に

満足

している

満足

している

どちらとも

いえない

不満である 非常に

不満

である
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問２－２ これまで進めてきた大井町のまちづくりの取組みの「重要度」について、今のお気持ちに最

も近い番号を 1つ選択してください。（n=138） 

【各種施策・事業に対する重要度】 

 

※各種施策・事業においてポイントが高い上位２項目を色付けしている。 

特に
重要であ
る

少し
重要であ
る

どちらとも
いえない

あまり重要
ではない

全く重要
ではない

スコア

情報の共有 33.3% 44.2% 20.3% 1.4% 0.7% 1.35
まちづくりへの町民参加 31.2% 42.8% 23.9% 2.2% 0.0% 1.35
人づくりの推進 24.6% 47.8% 25.4% 1.4% 0.7% 1.26
自治活動 28.3% 37.7% 30.4% 1.4% 2.2% 1.27
平等な社会の形成 21.0% 44.2% 29.7% 4.3% 0.7% 1.14
幼稚園教育 40.6% 36.2% 21.0% 1.4% 0.7% 1.45
保育園運営 47.1% 31.9% 19.6% 0.7% 0.7% 1.54
小・中学校教育 51.4% 34.8% 13.8% 0.0% 0.0% 1.60
青少年の育成 31.2% 39.9% 26.8% 2.2% 0.0% 1.37
学習機会の充実 16.7% 56.5% 26.1% 0.7% 0.0% 1.21
生涯スポーツ 11.6% 58.0% 29.7% 0.7% 0.0% 1.14
文化財の保護と活用 10.1% 47.8% 34.1% 7.2% 0.7% 0.90
子育て支援 60.9% 27.5% 10.9% 0.0% 0.7% 1.66
健康づくり 34.1% 51.4% 14.5% 0.0% 0.0% 1.40
地域医療 41.3% 44.2% 14.5% 0.0% 0.0% 1.48
地域福祉 28.3% 48.6% 21.0% 1.4% 0.7% 1.29
高齢者福祉 33.3% 42.8% 22.5% 0.7% 0.7% 1.38
障がい者（児）福祉 24.6% 53.6% 18.8% 2.2% 0.7% 1.22
社会保障 27.5% 48.6% 21.7% 1.4% 0.7% 1.29
消防・救急対策 42.8% 37.7% 18.8% 0.7% 0.0% 1.51
地域防災対策 50.0% 37.0% 13.0% 0.0% 0.0% 1.58
防犯対策 23.2% 58.7% 15.9% 2.2% 0.0% 1.22
交通安全対策 31.2% 47.8% 19.6% 1.4% 0.0% 1.35
消費生活 14.5% 43.5% 38.4% 3.6% 0.0% 1.12
市街地の整備 29.7% 44.9% 25.4% 0.0% 0.0% 1.40
道路・水路 33.3% 49.3% 16.7% 0.7% 0.0% 1.38
上水道 26.1% 40.6% 30.4% 2.9% 0.0% 1.29
下水道 27.5% 39.9% 29.7% 2.2% 0.7% 1.30
地域公共交通 42.0% 34.8% 22.5% 0.7% 0.0% 1.52
公共施設 20.3% 41.3% 35.5% 2.9% 0.0% 1.22
低炭素・循環型社会 14.5% 49.3% 29.7% 5.8% 0.7% 1.01
環境共生 14.5% 48.6% 31.9% 4.3% 0.7% 1.05
生活衛生 20.3% 48.6% 30.4% 0.7% 0.0% 1.27
公園・緑地 13.8% 46.4% 36.2% 2.9% 0.7% 1.09
農業 20.3% 50.7% 23.9% 5.1% 0.0% 1.13
商業・工業 18.8% 45.7% 31.2% 4.3% 0.0% 1.15
観光 17.4% 40.6% 29.7% 8.7% 3.6% 0.85
行政運営 29.0% 44.9% 24.6% 1.4% 0.0% 1.35
財政運営 29.7% 50.0% 20.3% 0.0% 0.0% 1.37
情報化の推進 27.5% 47.1% 23.2% 2.2% 0.0% 1.30
広域行政 13.0% 54.3% 31.2% 1.4% 0.0% 1.15
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48.6%
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【満足度と重要度の関係】 

大井町の各種施策・事業についての満足度と重要度について、項目ごとにスコアを算出した上で、縦軸

を重要度、横軸を満足度としてグラフ上に表示する。重要度の平均値は 1.29、満足度の平均値は 0.60

であった。この平均値から見た相対的な重要度、満足度を根拠に各施策を 4 つの領域に分類した。 

領域 説明 

最重要改善エリア 重要度が高いが、満足度が低い領域。最優先での改善が必要。 

改善エリア 重要度は低く、満足度も高い領域。重要度が低いので最優先ではないものの、 

何らかの改善が必要。 

重点維持エリア 重要度が高く、満足度も高い領域。現状は問題ないが、 

重要の高い施策であるため、満足度の水準を保つように注意が必要。 

現状維持エリア 重要度が低い一方、満足度が高い領域。満足度は高いので 

現状を維持すれば十分。 

 

最重要改善エリアには「地域公共交通」をはじめ、７つの施策が位置付けられた。 

情報の共有

まちづくりへの町民参加

人づくりの推進 自治活動 平等な社会の形成
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小・中学校教育

青少年の育成

学習機会の充実

生涯スポーツ

文化財の保護と活用

子育て支援

健康づくり

地域医療

地域福祉

高齢者福祉

障がい者（児）福祉

社会保障

消防・救急対策

地域防災対策

防犯対策

交通安全対策

消費生活

市街地の整備

道路・水路

上水道下水道

地域公共交通

公共施設

低炭素・循環型社会 環境共生

生活衛生

公園・緑地

農業
商業・工業

観光

行政運営

財政運営

情報化の推進

広域行政
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満足度と重要度の関係

最重要改善エリア 重点維持エリア 
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⑶ 施策のデジタル導入状況について 

問３－１ 大井町第６次総合計画の施策の、デジタル導入の効果について、最もあてはまる番号を 1つ

選択してください。なお、デジタル導入をしていない、デジタル導入をしているかわからない施策につ

いては６を選択してください。（n=138） 

【デジタル導入の効果】 

 

※「良い効果があった」、「少し良い効果があった」の割合が 10％を超えた項目、肯定的評価率が 10％を超えた項目を色

付けしている。 

  

良い効果が
あった

少し良い効
果があった

どちらとも
いえない

あまり良い
効果はな
かった

良い効果は
なかった

デジタル導
入をしてい
ない、して
いるかわか
らない

肯定的評
価率

情報の共有 13.0% 30.4% 33.3% 3.6% 0.7% 18.8% 43.5%
まちづくりへの町民参加 0.7% 15.2% 37.7% 2.2% 2.2% 42.0% 15.9%
人づくりの推進 0.0% 8.0% 34.8% 3.6% 2.2% 51.4% 8.0%
自治活動 0.0% 9.4% 30.4% 3.6% 2.2% 54.3% 9.4%
平等な社会の形成 0.7% 7.2% 33.3% 5.1% 1.4% 52.2% 8.0%
幼稚園教育 2.9% 8.0% 36.2% 2.9% 2.2% 47.8% 10.9%
保育園運営 3.6% 8.0% 34.1% 3.6% 2.2% 48.6% 11.6%
小・中学校教育 5.8% 26.8% 39.9% 2.2% 0.7% 24.6% 32.6%
青少年の育成 0.7% 6.5% 34.8% 2.9% 0.0% 55.1% 7.2%
学習機会の充実 2.2% 14.5% 31.2% 1.4% 0.0% 50.7% 16.7%
生涯スポーツ 0.7% 6.5% 32.6% 2.9% 0.0% 57.2% 7.2%
文化財の保護と活用 0.0% 3.6% 31.2% 3.6% 0.0% 61.6% 3.6%
子育て支援 5.1% 18.1% 33.3% 3.6% 0.7% 39.1% 23.2%
健康づくり 2.9% 12.3% 36.2% 1.4% 0.0% 46.4% 15.2%
地域医療 1.4% 8.7% 34.8% 2.2% 0.0% 52.9% 10.1%
地域福祉 0.7% 3.6% 34.1% 3.6% 0.0% 58.0% 4.3%
高齢者福祉 0.7% 2.9% 34.8% 4.3% 0.0% 57.2% 3.6%
障がい者（児）福祉 0.7% 3.6% 32.6% 3.6% 0.0% 59.4% 4.3%
社会保障 0.0% 5.1% 35.5% 2.9% 0.0% 56.5% 5.1%
消防・救急対策 3.6% 19.6% 34.8% 1.4% 0.0% 40.6% 23.2%
地域防災対策 2.9% 20.3% 34.1% 2.2% 0.0% 40.6% 23.2%
防犯対策 1.4% 15.9% 34.8% 2.2% 0.0% 45.7% 17.4%
交通安全対策 1.4% 10.1% 34.1% 2.2% 0.0% 52.2% 11.6%
消費生活 0.0% 9.4% 34.8% 2.2% 0.0% 53.6% 9.4%
市街地の整備 1.4% 5.8% 30.4% 1.4% 0.7% 60.1% 7.2%
道路・水路 0.7% 5.1% 29.7% 0.7% 0.7% 63.0% 5.8%
上水道 0.0% 7.2% 31.2% 0.7% 0.7% 60.1% 7.2%
下水道 0.0% 5.8% 31.9% 0.7% 0.7% 60.9% 5.8%
地域公共交通 1.4% 7.2% 31.9% 1.4% 1.4% 56.5% 8.7%
公共施設 1.4% 10.9% 34.1% 2.9% 0.7% 50.0% 12.3%
低炭素・循環型社会 0.7% 5.1% 30.4% 1.4% 0.7% 61.6% 5.8%
環境共生 0.0% 3.6% 31.2% 2.2% 0.7% 62.3% 3.6%
生活衛生 0.0% 3.6% 31.9% 2.2% 0.7% 61.6% 3.6%
公園・緑地 0.7% 7.2% 27.5% 1.4% 0.7% 62.3% 8.0%
農業 0.0% 2.9% 36.2% 2.9% 2.2% 55.8% 2.9%
商業・工業 0.7% 3.6% 34.8% 2.2% 1.4% 57.2% 4.3%
観光 1.4% 22.5% 33.3% 2.2% 0.7% 39.9% 23.9%
行政運営 2.9% 13.8% 39.1% 2.2% 0.7% 41.3% 16.7%
財政運営 1.4% 10.9% 35.5% 2.9% 0.7% 48.6% 12.3%
情報化の推進 5.1% 25.4% 34.8% 2.9% 1.4% 30.4% 30.4%
広域行政 1.4% 8.7% 36.2% 2.9% 0.7% 50.0% 10.1%
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⑷ 今後のデジタル導入可能性について 

問４－１ 現行の総合計画の施策で、デジタルを今後導入した方が良い、すべきと思われる施策があり

ますか。施策を３つまで選び、それぞれについて、①施策名、②どのようにデジタル導入をしたいか、

③どのような効果がえられるか、をお答えください。なお、現時点でデジタル導入をしている施策につ

いても、新たなデジタルの取組みをしたい場合は選んでもかまいません。（n=138） 

 

今後のデジタル導入可能性については、40 件の回答があった。そのうち、行財政運営に関する施策につ

いての回答が 17 件とほかの選択肢と比べ 2 倍以上になっている。また、得られる効果については「庁

内事務の効率化」が最も多く挙げられた。 

 

【今後デジタル導入をした方が良い、すべきと思われる施策】 

 

【デジタル導入により得られる効果】 

 

  

フロントヤード
の改革（オンラ
イン窓口、窓口
のワンストップ

化）

ソフトウェアの
活用（アプリ
ケーション、
SNS等の活用）

IoTデバイス、
ハードウェアの
活用（タブレット
端末、ドロー
ン、センサー

等）

マイナンバー
カードの利用推

進

生成AI、RPAの
促進（関数の作
成、定型作業
の自動化）

得られたデータ
の活用（オープ
ンデータの推
進、データ分

析）

外部デジタル
人材の導入

キャッシュレス
の導入

（eLTAX、オンラ
インバンキング

等）

協働 3 1 1 0 0 1 0 0
教育 1 1 0 0 0 0 0 0
文化 2 0 0 0 0 0 0 0
子育て 4 1 0 0 0 0 0 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 0 0 0 1 0 0 0 0
安全・安心 0 0 0 0 0 0 0 0
社会基盤 1 0 0 0 0 0 0 0
環境 0 1 0 0 0 0 0 0
農業・商業・工業 0 0 1 0 0 0 0 1
観光 1 1 0 0 0 0 0 0
行財政運営 9 2 1 2 0 0 1 2
広域行政 1 0 0 0 0 0 0 0

町民への施策
の浸透

庁内事務の効
率化

庁外業務（見回
り等の現場対
応）の効率化

町民の利便性
の向上

新規事業展開
の可能性の向

上
課題の発見 課題の解決

施策実施状況
の把握

その他

協働 3 4 0 0 0 0 0 0 1
教育 1 0 1 0 0 0 0 0 0
文化 0 1 0 1 0 0 0 0 0
子育て 2 2 0 1 0 0 0 0 0
健康 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福祉 0 1 0 0 0 0 0 0 0
安全・安心 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会基盤 0 1 0 0 0 0 0 0 0
環境 0 1 0 0 0 0 0 0 0
農業・商業・工 0 0 1 1 0 0 0 0 0
観光 2 0 0 0 0 0 0 0 0
行財政運営 3 12 0 3 0 0 0 0 0
広域行政 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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⑸ 施策の課題や強み、アイデア 

問５ 大井町第６次総合計画前期基本計画に記載されている施策のうち、あなたが重要だと思う施策に

ついて３つまで選び、それぞれについて①施策名、②課題や強み、③課題解決へのアイデア、強みを活

かした提案等をそれぞれご記入ください。（n=138） 

子育てに関する施策についてのアイデアが最も多く、「社会基盤」、「安全・安心」、「農業・商業・工

業」に対する意見も多かった。 

 

 

⑹ 新たな施策・事業に関する意見・アイデアについて 

問６ 大井町の発展や豊かな暮らしを実現するために取り組むべき、新たな施策・事業に関するアイデ

アについて、施策の分野を３つまで選択し、それぞれについて①施策の分野、②大井町の課題や強み、

③課題解決に向けての具体的なアイデア・提案等をそれぞれ記入してください。（n=138） 

新たな施策・事業について最も多くの提案があったのは「子育て」であった。次いで「観光」、「教

育」、「社会基盤」、「農業・商業・工業」となっている。 

 

  

施策分類 人数（人）
協働 9
教育 9
文化 3
子育て 15
健康 0
福祉 6
安全・安心 11
社会基盤 12
環境 3
農業・商業・工業 11
観光 2
行財政運営 7
広域行政 0

施策分類 選択回答人数（人） 割合
協働 14 10.4%
教育 19 14.2%
文化 4 3.0%
子育て 28 20.9%
健康 4 3.0%
福祉 8 6.0%
安全・安心 10 7.5%
社会基盤 18 13.4%
環境 5 3.7%
農業・商業・工業 17 12.7%
観光 20 14.9%
行財政運営 6 4.5%
広域行政 6 4.5%
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大井町第６次総合計画の利用状況について 

問７―１あなたの「大井町第６次総合計画」の利用状況について最もあてはまるものを選んでくださ

い。【単数回答】 

「年に数回程度利用している」が 49.3％と最も多い。一方で「見たことはあるが利用する機会がない」、

「見たことがない」の割合の合計は 39.1%となっている。 

 

 

問７－２ 「大井町第６次総合計画」を見る機会について当てはまるものを選んでください。（前問で

「1．日頃の業務の中で頻繁に利用している」、「2．年に数回程度利用している」と回答した方）（あて

はまるものすべてに〇）【複数回答】 

「5．事務事業評価を行うとき」が 84.5%と最も多く、次いで「1．予算要求に向けて計画を立案すると

き」が多くなっている。 

 

11.6%

49.3%

34.8%

4.3%

「大井町第６次総合計画」の利用状況

1．日頃の業務の中で頻繁に

利用している

2．年に数回程度、利用してい

る

3．見たことはあるが利用する

機会がない

4．見たことがない

84.5%

59.5%

45.2%

42.9%

31.0%

8.3%

1.2%

3．事務事業評価を行うとき

1．予算要求に向けて計画を立案するとき

5．町議会での対応を求められたとき

4．個別の計画の策定や進行管理を行うとき

2．住民にまちの取り組みや行政運営の考え方を説明する

必要があるとき

6．庁内の他部署や他自治体から問い合わせがあったとき

その他

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

「大井町第６次総合計画」を見る機会

n=138 

n=84 
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⑺ 今後のまちづくりについて 

問８ 「大井町第６次総合計画後期基本計画」の策定にあたって、あなたが大切だと思うことを選んで

ください。（〇は最大３つまで）【複数回答】 

「3．施策や事業の優先度を明確にした計画とすること」が 43.5％で最も多く、次いで「11．計画の実

行に対する人員的な確保がしっかりしていること」が 40.6％となっている。 

 

  

43.5%

40.6%

34.1%

23.9%

22.5%

17.4%

16.7%

16.7%

13.0%

12.3%

5.8%

3.6%

3．施策や事業の優先度を明確にした計画とすること

11．計画の実行に対する人員的な確保がしっかりしているこ

と

9．計画が町民にとってわかりやすく、評価しやすいものとす

ること

2．総合計画の策定・決定段階における町民参画・協議を推

進すること

12．計画の進捗チェックや見直しなどのＰＤＣＡがしっかりし

ていること

6．各課で策定した課題別計画との連携・調整を図ること

5．特徴的な戦略事業を設定すること

4．政策・施策・事務事業の体系を明確にし、目的―手段と

の関係を明らかにすること

1．総合計画の策定・決定段階における職員参加を推進す

ること

10．計画の実行に対する財政的な裏付けがしっかりしてい

ること

8．総合計画の進捗状況の情報提供をすること

7．総合計画の施策・事務事業と行政評価を連動させること

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

「大井町第６次総合計画後期基本計画」の策定にあたって大切だ

と思うこと

n=138
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４．調査票 

  ４－１ まちづくりアンケート 
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４．調査票 

  ４－２ 職員アンケート 
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