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１． 調査の目的 

本調査は，福山市のめざすべき将来像やまちづくりの在り方等の検討に関し，市民の意向やニーズを

把握するために実施するものである。 

 

 

２． 調査の仕様 

 

（１） 調査対象 

福山市に住民登録されている 18歳以上の 4,000人を無作為抽出(住民基本台帳から抽出) 

 

（２） 調査方法 

郵送による調査票の配布・回収 

 

（３） 調査期間 

2020年（令和 2年）3月 6日（金）～同月 23日（月） 

 

（４） 分析方法 

○単純集計及び，属性別（性別，年代別，地区別）のクロス集計を実施した。 

○前回調査（2015年（平成 27年））と同じ設問については，比較を行った。 

○回答結果は，各項目の無回答を含む有効サンプル数に対する百分率（％）で示し，小数点第 2位

を四捨五入して小数点第１位までを表示している。そのため，単数回答（複数の選択肢から 1つ

の選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100％にならない場合がある。 

○複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶことができる方式）の設問の場合，回答は

選択肢ごとの有効回答数に対しての，それぞれの比率を示している。そのため，合計が 100％を

超える場合がある。 

○図表中の「ｎ」は各項目の集計対象者総数（回答者限定の設問の場合は，当該限定条件に該当す

る人）を示している。 
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（５） 回収率 

 

表 2-1 発送・回収状況 

 

 

表 2-2 地区別回収状況（６地区） 

地区名 回収数 構成比(%） 小学校区 

中央 510 40.4 

手城，深津，旭，西，樹徳，久松台，明王台，南，川口，

多治米，川口東，霞，光，千田，御幸，津之郷，赤坂，瀬

戸，東，桜丘，西深津，箕島，曙，新涯，泉，山手 

東部 255  20.2 
蔵王，緑丘，伊勢丘，幕山，春日，日吉台，大津野，旭

丘，野々浜，引野，長浜，坪生，大谷台 

西部 94  7.4 神村，本郷，東村，今津，松永，柳津，金江，藤江 

南部 88  7.0 
熊野，水呑，高島，鞆の浦，内浦，内海，能登原，千年，

常石，山南 

北部 186  14.7 
有磨，福相，山野，広瀬，加茂，服部，駅家東，駅家西，

宜山，駅家，常金丸，網引，新市，戸手 

北東部 106  8.4 湯田，中条，道上，竹尋，御野，神辺 

無回答 23  1.8 － 

総数 1,262 100.0 － 

  

発送数 4,000票 （前回：4,000票） 

有効回収数 1,262票 （前回：1,512票） 

有効回収率 31.6％ （前回：37.8％） 
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３． 調査結果集計 

 

（１） まちづくりに対する関心や福山市への誇りや愛着について 
  

問１ 
あなたは，福山市のまちづくりに関心がありますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市のまちづくりに対する関心については，「関心がある」「少し関心がある」を合わせて 70.1%と

なっており，市民のまちづくりに対する関心の高さが分かる。なお，「関心がある」は年々減少しており，

「少し関心がある」は増加傾向となっている。 

性別に見ると，男性の関心が高く，年代別に見ると，年代が上がるにつれて関心が高くなっている。 

 
図 3-1 まちづくりの関心度 

 

 

表 3-1 まちづくりの関心度（性別・年代別）                  （単位：人，％） 

 合計 関心がある 
少し関心が
ある 

どちらとも
いえない 

あまり関心
がない 

関心がない 無回答 

全体 
1,262 404 481 204 116 36 21 
100.0 32.0 38.1 16.2 9.2 2.9 1.7 

男性 
522 215 177 66 38 20 6 

100.0 41.2 33.9 12.6 7.3 3.8 1.1 

女性 
699 174 297 130 71 13 14 

100.0 24.9 42.5 18.6 10.2 1.9 2.0 

その他または
答えたくない 

27 9 3 6 6 2 1 
100.0 33.3 11.1 22.2 22.2 7.4 3.7 

20 歳代以下 
100 19 33 21 17 8 2 

100.0 19.0 33.0 21.0 17.0 8.0 2.0 

30 歳代 
148 45 56 25 13 8 1 

100.0 30.4 37.8 16.9 8.8 5.4 0.7 

40 歳代 
187 48 73 37 21 6 2 

100.0 25.7 39.0 19.8 11.2 3.2 1.1 

50 歳代 
191 42 81 31 29 6 2 

100.0 22.0 42.4 16.2 15.2 3.1 1.0 

60 歳代 
233 72 99 38 17 3 4 

100.0 30.9 42.5 16.3 7.3 1.3 1.7 

70 歳代 
275 122 99 37 8 2 7 

100.0 44.4 36.0 13.5 2.9 0.7 2.5 

80 歳以上 
112 49 37 9 11 3 3 

100.0 43.8 33.0 8.0 9.8 2.7 2.7 

※ 上段は回答数，下段は構成比（以下同様）  
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2005年調査（n=1,511）

2010年調査（n=1,232）

2015年調査（n=1,512）

2020年調査（n=1,262）

（％）
関心がある 少し関心がある どちらともいえない

あまり関心がない 関心がない 無回答
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表 3-2 まちづくりの関心度（地区別）                     （単位：人，％） 

 合計 関心がある 
少し関心が
ある 

どちらとも
いえない 

あまり関心
がない 

関心がない 無回答 

全体 
1,262 404 481 204 116 36 21 

100.0 32.0 38.1 16.2 9.2 2.9 1.7 

中央 
510 173 194 76 41 14 12 

100.0 33.9 38.0 14.9 8.0 2.7 2.4 

東部 
254 73 97 46 23 13 2 

100.0 28.7 38.2 18.1 9.1 5.1 0.8 

西部 
94 23 38 17 14 1 1 

100.0 24.5 40.4 18.1 14.9 1.1 1.1 

南部 
88 25 35 11 12 3 2 

100.0 28.4 39.8 12.5 13.6 3.4 2.3 

北部 
185 60 76 29 17 2 1 

100.0 32.4 41.1 15.7 9.2 1.1 0.5 

北東部 
106 40 36 19 7 1 3 

100.0 37.7 34.0 17.9 6.6 0.9 2.8 
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問２ 

問１で，「３．どちらともいえない」「４．あまり関心がない」「５．関心がない」を選んだ

方に質問します。福山市のまちづくりに関心を持てないのはなぜですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市のまちづくりに関心が持てない理由は，「まちづくりを考える機会がないため」（33.4％）や

「市民の意見が反映されにくいと思うため」（27.2％）が多くなっている。 

年代別に見ると，30歳代では「まちづくりを考える機会がないため」が他の年代と比較して回答が多

くなっている。 

 
図 3-2 関心を持たない理由 

 

 
表 3-3 関心を持たない理由（性別・年代別）                  （単位：人，％） 

 合計 

まちづくり
を考える機
会がないた
め 

市民の意見
が反映され
にくいと思
うため 

自分には直
接関係がな
いと思うた
め 

まちづくり
に関する情
報が少ない
ため 

まちづくり
は市役所の
仕事と思う
ため 

その他 無回答 

全体 
356 119 97 52 44 17 17 10 

100.0 33.4 27.2 14.6 12.4 4.8 4.8 2.8 

男性 
124 32 35 17 24 8 8 - 

100.0 25.8 28.2 13.7 19.4 6.5 6.5 - 

女性 
214 85 53 32 19 7 8 10 

100.0 39.7 24.8 15.0 8.9 3.3 3.7 4.7 

その他または
答えたくない 

14 1 8 3 1 - 1 - 
100.0 7.1 57.1 21.4 7.1 - 7.1 - 

20 歳代 
以下 

46 19 7 8 5 1 4 2 
100.0 41.3 15.2 17.4 10.9 2.2 8.7 4.3 

30 歳代 
46 21 13 4 3 1 3 1 

100.0 45.7 28.3 8.7 6.5 2.2 6.5 2.2 

40 歳代 
64 18 20 10 6 6 2 2 

100.0 28.1 31.3 15.6 9.4 9.4 3.1 3.1 

50 歳代 
66 18 22 11 9 1 5 - 

100.0 27.3 33.3 16.7 13.6 1.5 7.6 - 

60 歳代 
58 18 18 9 9 2 1 1 

100.0 31.0 31.0 15.5 15.5 3.4 1.7 1.7 

70 歳代 
47 15 9 6 8 3 2 4 

100.0 31.9 19.1 12.8 17.0 6.4 4.3 8.5 

80 歳以上 
23 10 5 2 4 2 - - 

100.0 43.5 21.7 8.7 17.4 8.7 - - 
  

まちづくりを考える

機会がないため

33.4%

市民の意見が反映さ

れにくいと思うため

27.2%

自分には直接関係が

ないと思うため

14.6%

まちづくりに関する

情報が少ないため

12.4%

まちづくりは市役所

の仕事と思うため

4.8%

その他

4.8%

無回答

2.8%

（n＝356） 

 

【前回結果】 

・まちづくりを考える機会が
ないため    35.5％ 

・市民の意見が反映されにく
いと思うため  19.7％ 

・自分には直接関係がないと
思うため    16.3％ 

・まちづくりに関する情報が
少ないため   14.8％ 

・まちづくりは市役所の仕事
と思うため    4.1％ 

・その他      3.9％ 
・無回答      5.6％ 

（n＝411） 
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表 3-4 関心を持たない理由（地区別）     （単位：人，％） 

 合計 

まちづくり
を考える機
会がないた
め 

市民の意見
が反映され
にくいと思
うため 

自分には直
接関係がな
いと思うた
め 

まちづくり
に関する情
報が少ない
ため 

まちづくり
は市役所の
仕事と思う
ため 

その他 無回答 

全体 
356 119 97 52 44 17 17 10 

100.0 33.4 27.2 14.6 12.4 4.8 4.8 2.8 

中央 
131 42 38 18 15 5 8 5 

100.0 32.1 29.0 13.7 11.5 3.8 6.1 3.8 

東部 
82 29 19 11 12 6 4 1 

100.0 35.4 23.2 13.4 14.6 7.3 4.9 1.2 

西部 
32 10 10 5 3 2 2 - 

100.0 31.3 31.3 15.6 9.4 6.3 6.3 - 

南部 
26 10 7 3 2 - 1 3 

100.0 38.5 26.9 11.5 7.7 - 3.8 11.5 

北部 
48 16 13 10 5 2 2 - 

100.0 33.3 27.1 20.8 10.4 4.2 4.2 - 

北東部 
27 11 7 3 4 1 - 1 

100.0 40.7 25.9 11.1 14.8 3.7 - 3.7 
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問３ 
あなたは，福山市に誇りや愛着を感じますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市への誇りや愛着については，「とても感じる」「やや感じる」を合わせて 65.2%となっており，

多くの市民が福山市に誇りや愛着を感じているのが分かる。 

前回調査と比較すると「とても感じる」，「やや感じる」はわずかに減少している。 

年代別に見ると，70 歳代以上で愛着や誇りを感じる人が多くなっている。 

 

図 3-3 誇りや愛着 

 

 
表 3-5 誇りや愛着（性別・年代別）                    （単位：人，％） 

 合計 
とても 
感じる 

やや 
感じる 

どちらと
もいえな 
い 

あまり 
感じない 

感じない 無回答 

全体 
1,262  283   540   230   131   32   46  
100.0  22.4   42.8   18.2   10.4   2.5   3.6  

男性 
522  130   208   92   52   20   20  

100.0  24.9   39.8   17.6   10.0   3.8   3.8  

女性 
699  149   314   128   73   11   24  

100.0  21.3   44.9   18.3   10.4   1.6   3.4  

その他または
答えたくない 

27  2   12   6   4   1   2  
100.0  7.4   44.4   22.2   14.8   3.7   7.4  

20 歳代以下 
100  16   46   16   12   5   5  

100.0  16.0   46.0   16.0   12.0   5.0   5.0  

30 歳代 
148  24   66   34   14   8   2  

100.0  16.2   44.6   23.0   9.5   5.4   1.4  

40 歳代 
187  29   80   41   27   3   7  

100.0  15.5   42.8   21.9   14.4   1.6   3.7  

50 歳代 
191  41   77   29   33   6   5  

100.0  21.5   40.3   15.2   17.3   3.1   2.6  

60 歳代 
233  37   105   54   20   4   13  

100.0  15.9   45.1   23.2   8.6   1.7   5.6  

70 歳代 
275  94   113   36   17   5   10  

100.0  34.2   41.1   13.1   6.2   1.8   3.6  

80 歳以上 
112  39   45   15   8   1   4  

100.0  34.8   40.2   13.4   7.1   0.9   3.6  

  

とても

感じる

22.4%

やや感じる

42.8%

どちらとも

いえない

18.2%

あまり感じな

い

10.4%

感じない

2.5%

無回答

3.6%

（n＝1,262） 

 

【前回結果】 

・とても感じる   26.8％ 
・やや感じる    43.2％ 
・どちらともいえない 

15.3％ 
・あまり感じない   9.6％ 
・感じない      3.1％ 
・無回答       2.0％ 

（n＝1,512） 
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表 3-6 誇りや愛着（地区別）                      （単位：人，％） 

 合計 
とても 
感じる 

やや 
感じる 

どちらと
もいえな 
い 

あまり 
感じない 

感じない 無回答 

全体 
1,262  283   540   230   131   32   46  

100.0  22.4   42.8   18.2   10.4   2.5   3.6  

中央 
510  121   214   94   45   13   23  

100.0  23.7   42.0   18.4   8.8   2.5   4.5  

東部 
254  56   102   42   35   12   7  

100.0  22.0   40.2   16.5   13.8   4.7   2.8  

西部 
94  18   45   16   10   1   4  

100.0  19.1   47.9   17.0   10.6   1.1   4.3  

南部 
88  19   40   13   9   3   4  

100.0  21.6   45.5   14.8   10.2   3.4   4.5  

北部 
185  39   84   40   15   1   6  

100.0  21.1   45.4   21.6   8.1   0.5   3.2  

北東部 
106  23   46   21   13   2   1  

100.0  21.7   43.4   19.8   12.3   1.9   0.9  

 

  



 

－9－ 

問４ 
あなたは，どのようなところを誇りに思いますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

福山市の誇りに思うところについては，「温暖な気候」が69.0％で回答が最も多くなった。次い

で，「海・山・川などの豊かな自然」（42.1％）となっており，その他，「街中に咲き誇るばら」

（35.1％），「歴史・文化資源」（34.0％），「広域交通網」（27.0％）も多い回答であった。  

年代別に見ると，60歳代や70歳代では「温暖な気候」，70歳代以上では「海・山・川などの豊かな

自然」，「歴史・文化資源」，「伝統工芸」が他の年代と比較して回答が多くなっている。 

地区別に見ると，南部では「海・山・川などの豊かな自然」，西部では「伝統工芸」が他の地区と

比較して回答が多くなっている。 
 

図 3-4 どのようなところを誇りに思うか 

 

 

 

  

69.0 

42.1 

35.1 

34.0 

27.0 

26.5 

24.6 

21.9 

12.0 

10.5 

10.4 

8.3 

7.7 

6.7 

5.2 

5.1 

2.6 

5.8 

1.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

温暖な気候

海・山・川などの豊かな自然

街中に咲き誇るばら

歴史・文化資源

広域交通網

伝統工芸

ものづくりに強いまち

農林水産物

文化・芸術，伝統行事や伝統料理

高齢者や障がい者のためのサービス

オンリーワン・ナンバーワン企業の集積

子育てしやすい環境

市民や団体，市役所が協働したまちづくり

福山市ゆかりの人物

高等教育環境

学校教育環境

その他

特にない

無回答
（％）

（n＝1,262） 
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表 3-7 どのようなところを誇りに思うか（性別・年代別）           （単位：人，％） 

 合計 
温暖な気
候 

海・山・川
などの豊
かな自然 

街中に咲
き誇るば
ら 

歴史・文
化資源 

広域交通
網 

伝統工芸 
ものづく
りに強い
まち 

全体 
1,262 871 531 443 429 341 335 311 

100.0 69.0 42.1 35.1 34.0 27.0 26.5 24.6 

男性 
522 359 225 134 184 157 131 155 

100.0 68.8 43.1 25.7 35.2 30.1 25.1 29.7 

女性 
699 489 287 298 236 180 197 149 

100.0 70.0 41.1 42.6 33.8 25.8 28.2 21.3 

その他または 
答えたくない 

27 16 12 7 5 3 5 3 

100.0 59.3 44.4 25.9 18.5 11.1 18.5 11.1 

20 歳代以下 
100 55 31 32 31 30 25 22 

100.0 55.0 31.0 32.0 31.0 30.0 25.0 22.0 

30 歳代 
148 88 50 34 37 45 25 28 

100.0 59.5 33.8 23.0 25.0 30.4 16.9 18.9 

40 歳代 
187 108 64 63 47 48 32 47 

100.0 57.8 34.2 33.7 25.1 25.7 17.1 25.1 

50 歳代 
191 120 76 73 53 54 42 49 

100.0 62.8 39.8 38.2 27.7 28.3 22.0 25.7 

60 歳代 
233 181 110 84 82 54 66 54 

100.0 77.7 47.2 36.1 35.2 23.2 28.3 23.2 

70 歳代 
275 234 135 108 122 81 99 85 

100.0 85.1 49.1 39.3 44.4 29.5 36.0 30.9 

80 歳以上 
112 76 58 43 52 27 44 22 

100.0 67.9 51.8 38.4 46.4 24.1 39.3 19.6 

  
農林水産
物 

文化・芸
術，伝統
行事や伝
統料理 

高齢者や
障がい者
のための
サービス 

オンリー
ワン・ナ
ンバーワ
ン企業の
集積 

子育てし
やすい環
境 

市民や団
体，市役
所が協働
したまち
づくり 

福山市ゆ
かりの人
物 

高等教育
環境 

全体 
277 152 132 131 105 97 85 66 

21.9 12.0 10.5 10.4 8.3 7.7 6.7 5.2 

男性 
98 67 56 79 40 54 42 30 

18.8 12.8 10.7 15.1 7.7 10.3 8.0 5.7 

女性 
173 81 73 50 62 42 40 35 

24.7 11.6 10.4 7.2 8.9 6.0 5.7 5.0 

その他または 
答えたくない 

4 - 1 1 - - - - 

14.8 - 3.7 3.7 - - - - 

20 歳代以下 
24 17 3 11 9 8 2 1 

24.0 17.0 3.0 11.0 9.0 8.0 2.0 1.0 

30 歳代 
24 13 3 10 19 7 4 4 

16.2 8.8 2.0 6.8 12.8 4.7 2.7 2.7 

40 歳代 
36 25 13 13 18 8 7 5 

19.3 13.4 7.0 7.0 9.6 4.3 3.7 2.7 

50 歳代 
46 15 12 29 14 15 5 16 

24.1 7.9 6.3 15.2 7.3 7.9 2.6 8.4 

60 歳代 
55 22 15 28 13 12 21 12 

23.6 9.4 6.4 12.0 5.6 5.2 9.0 5.2 

70 歳代 
63 36 49 31 19 28 29 17 

22.9 13.1 17.8 11.3 6.9 10.2 10.5 6.2 

80 歳以上 
27 20 34 7 10 18 14 10 

24.1 17.9 30.4 6.3 8.9 16.1 12.5 8.9 
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表 3-7 どのようなところを誇りに思うか（性別・年代別） 

 （単位：人，％） 

 

 
 

  

 
学校教育
環境 

その他 特にない 無回答 

全体 
64 33 73 20 

5.1 2.6 5.8 1.6 

男性 
38 13 36 9 

7.3 2.5 6.9 1.7 

女性 
25 20 32 11 

3.6 2.9 4.6 1.6 

その他または 
答えたくない 

- - 3 - 

- - 11.1 - 

20 歳代以下 
5 - 9 2 

5.0 - 9.0 2.0 

30 歳代 
7 8 11 - 

4.7 5.4 7.4 - 

40 歳代 
5 2 18 5 

2.7 1.1 9.6 2.7 

50 歳代 
7 8 18 1 

3.7 4.2 9.4 0.5 

60 歳代 
13 3 9 2 

5.6 1.3 3.9 0.9 

70 歳代 
15 8 4 7 

5.5 2.9 1.5 2.5 

80 歳以上 
11 4 3 3 

9.8 3.6 2.7 2.7 
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表 3-8 どのようなところを誇りに思うか（地区別）                （単位：人，％） 

 合計 温暖な気候 
海・山・川
などの豊か
な自然 

街中に咲き
誇るばら 

歴史・文化
資源 

広域交通網 伝統工芸 
ものづくり
に強いまち 

全体 
1,262 871 531 443 429 341 335 311 

100.0 69.0 42.1 35.1 34.0 27.0 26.5 24.6 

中央 
510 366 207 193 177 161 134 118 

100.0 71.8 40.6 37.8 34.7 31.6 26.3 23.1 

東部 
254 179 103 85 81 68 52 61 

100.0 70.5 40.6 33.5 31.9 26.8 20.5 24.0 

西部 
94 66 42 26 28 29 38 19 

100.0 70.2 44.7 27.7 29.8 30.9 40.4 20.2 

南部 
88 54 48 34 36 22 24 21 

100.0 61.4 54.5 38.6 40.9 25.0 27.3 23.9 

北部 
185 118 84 65 61 34 53 56 

100.0 63.8 45.4 35.1 33.0 18.4 28.6 30.3 

北東部 
106 73 38 31 38 24 28 30 

100.0 68.9 35.8 29.2 35.8 22.6 26.4 28.3 

 農林水産物 
文化・芸術，
伝統行事や
伝統料理 

高齢者や障
がい者のた
めのサービ
ス 

オンリーワ
ン・ナンバ
ーワン企業
の集積 

子育てしや
すい環境 

市 民 や 団
体，市役所
が協働した
まちづくり 

福山市ゆか
りの人物 

高等教育環
境 

全体 
277 152 132 131 105 97 85 66 

21.9 12.0 10.5 10.4 8.3 7.7 6.7 5.2 

中央 
128 59 58 59 46 37 38 34 

25.1 11.6 11.4 11.6 9.0 7.3 7.5 6.7 

東部 
56 27 26 21 18 24 15 5 

22.0 10.6 10.2 8.3 7.1 9.4 5.9 2.0 

西部 
18 15 6 7 14 9 4 5 

19.1 16.0 6.4 7.4 14.9 9.6 4.3 5.3 

南部 
22 12 11 11 5 9 4 5 

25.0 13.6 12.5 12.5 5.7 10.2 4.5 5.7 

北部 
30 23 16 22 12 10 15 8 

16.2 12.4 8.6 11.9 6.5 5.4 8.1 4.3 

北東部 
20 10 10 9 7 6 5 8 

18.9 9.4 9.4 8.5 6.6 5.7 4.7 7.5 

 
学校教育環
境 

その他 特にない 無回答 

全体 
64 33 73 20 

5.1 2.6 5.8 1.6 

中央 
41 15 27 8 

8.0 2.9 5.3 1.6 

東部 
6 5 15 5 

2.4 2.0 5.9 2.0 

西部 
2 3 5 1 

2.1 3.2 5.3 1.1 

南部 
4 2 2 3 

4.5 2.3 2.3 3.4 

北部 
8 5 13 1 

4.3 2.7 7.0 0.5 

北東部 
2 2 9 2 

1.9 1.9 8.5 1.9 
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福山市に愛着を感じるところについては，「長年住み慣れている」が60.9％で最も回答が多くなっ

た。次いで，「生まれた，または育った場所」（48.0％）となっており，その他，「家族や親せきが

住んでいる」（39.1％），「友人など交友関係の深い人が住んでいる」（33.8％），「結婚，子育て

などの生活体験がある」（32.6％）も多い回答であった。  

年代別に見ると，30歳代以下では「生まれた，または育った場所」，20歳代以下では「家族や親せ

きが住んでいる」や「友人など交友関係の深い人が住んでいる」，70歳代以上では「豊かな自然があ

る」や「地域の人が温かい」，70歳代では「景色や景観が美しい」が他の年代と比較して回答が多く

なっている。 

地区別に見ると，北部では「豊かな自然がある」，南部では「景色や景観が美しい」が他の地区と

比較して回答が多くなっている。 

 

図 3-5 どのようなところに愛着を感じるか 
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15.7 

9.9 
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7.1 

1.3 
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長年住み慣れている

生まれた，または育った場所

家族や親せきが住んでいる

友人など交友関係の深い人が住んでいる

結婚，子育てなどの生活体験がある

豊かな自然がある

地域の人が温かい

景色や景観が美しい

楽しみにしているイベントやお祭りがある

まちのイメージがよい

その他

特にない

無回答
（％）

問５ 
あなたは，どのようなところに愛着を感じますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

（n＝1,262） 
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表 3-9 どのようなところに愛着を感じるか（性別・年代別）           （単位：人，％） 

 

 

 合計 
長年住み
慣れてい
る 

生 ま れ
た，また
は育った
場所 

家族や親
せきが住
んでいる 

友人など
交友関係
の深い人
が住んで
いる 

結婚，子
育てなど
の生活体
験がある 

豊かな自
然がある 

地域の人
が温かい 

全体 
1,262 768 606 494 427 411 354 262 

100.0 60.9 48.0 39.1 33.8 32.6 28.1 20.8 

男性 
522 319 253 188 170 130 139 108 

100.0 61.1 48.5 36.0 32.6 24.9 26.6 20.7 

女性 
699 432 333 292 249 274 205 148 

100.0 61.8 47.6 41.8 35.6 39.2 29.3 21.2 

その他または 
答えたくない 

27 9 17 11 5 5 7 2 

100.0 33.3 63.0 40.7 18.5 18.5 25.9 7.4 

20 歳代以下 
100 58 71 48 43 13 11 18 

100.0 58.0 71.0 48.0 43.0 13.0 11.0 18.0 

30 歳代 
148 79 86 61 45 44 36 23 

100.0 53.4 58.1 41.2 30.4 29.7 24.3 15.5 

40 歳代 
187 97 97 71 47 64 40 28 

100.0 51.9 51.9 38.0 25.1 34.2 21.4 15.0 

50 歳代 
191 117 88 61 66 70 47 28 

100.0 61.3 46.1 31.9 34.6 36.6 24.6 14.7 

60 歳代 
233 148 99 88 66 84 69 50 

100.0 63.5 42.5 37.8 28.3 36.1 29.6 21.5 

70 歳代 
275 187 115 14 2 92 102 78 

100.0 68.0 41.8 5.1 0.7 33.5 37.1 28.4 

80 歳以上 
112 73 45 45 43 41 45 33 

100.0 65.2 40.2 40.2 38.4 36.6 40.2 29.5 

  

景色や景
観が美し
い 

楽しみに
している
イベント
やお祭り
がある 

まちのイ
メージが
よい 

その他 特にない 無回答 

全体 
198 125 99 29 90 17 

15.7 9.9 7.8 2.3 7.1 1.3 

男性 
82 53 47 12 51 10 

15.7 10.2 9.0 2.3 9.8 1.9 

女性 
115 65 50 17 34 7 

16.5 9.3 7.2 2.4 4.9 1.0 

その他または 
答えたくない 

- 4 - - 4 - 

- 14.8 - - 14.8 - 

20 歳代以下 
4 13 8 - 11 - 

4.0 13.0 8.0 - 11.0 - 

30 歳代 
17 21 12 4 12 - 

11.5 14.2 8.1 2.7 8.1 - 

40 歳代 
21 19 15 4 17 3 

11.2 10.2 8.0 2.1 9.1 1.6 

50 歳代 
23 15 12 5 21 2 

12.0 7.9 6.3 2.6 11.0 1.0 

60 歳代 
40 18 15 6 13 2 

17.2 7.7 6.4 2.6 5.6 0.9 

70 歳代 
69 19 22 7 7 7 

25.1 6.9 8.0 2.5 2.5 2.5 

80 歳以上 
23 17 13 3 8 3 

20.5 15.2 11.6 2.7 7.1 2.7 
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表 3-10 どのようなところに愛着を感じるか（地区別）              （単位：人，％） 

 合計 
長年住み慣
れている 

生まれた，
または育っ
た場所 

家族や親せ
きが住んで
いる 

友人など交
友関係の深
い人が住ん
でいる 

結婚，子育
てなどの生
活体験があ
る 

豊かな自然
がある 

地域の人が
温かい 

全体 
1,262  768  606  494  427  411  354  262  

100.0  60.9  48.0  39.1  33.8  32.6  28.1  20.8  

中央 
510  309  246  210  177  185  128  98  

100.0  60.6  48.2  41.2  34.7  36.3  25.1  19.2  

東部 
254  144  112  98  85  80  57  47  

100.0  56.7  44.1  38.6  33.5  31.5  22.4  18.5  

西部 
94  62  51  39  32  34  27  21  

100.0  66.0  54.3  41.5  34.0  36.2  28.7  22.3  

南部 
88  61  48  29  26  18  32  20  

100.0  69.3  54.5  33.0  29.5  20.5  36.4  22.7  

北部 
185  112  87  76  62  61  75  44  

100.0  60.5  47.0  41.1  33.5  33.0  40.5  23.8  

北東部 
106  66  53  32  36  29  30  26  

100.0  62.3  50.0  30.2  34.0  27.4  28.3  24.5  

 
景色や景観
が美しい 

楽しみにし
ているイベ
ントやお祭
りがある 

まちのイメ
ージがよい 

その他 特にない 無回答 

全体 
198 125 99 29 90 17 

15.7 9.9 7.8 2.3 7.1 1.3 

中央 
65 47 48 10 37 7 

12.7 9.2 9.4 2.0 7.3 1.4 

東部 
42 26 17 7 21 6 

16.5 10.2 6.7 2.8 8.3 2.4 

西部 
19 8 9 4 6 1 

20.2 8.5 9.6 4.3 6.4 1.1 

南部 
25 10 5 3 5 1 

28.4 11.4 5.7 3.4 5.7 1.1 

北部 
24 21 8 1 12 1 

13.0 11.4 4.3 0.5 6.5 0.5 

北東部 
21 9 9 3 8 1 

19.8 8.5 8.5 2.8 7.5 0.9 
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（２） 福山市への定住意向について 

 

問６ 
あなたは，福山市の住みやすさについて，どの程度満足していますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市の住みやすさについては，「住みやすい」と評価している人（「満足」と「やや満足」の合計）

は 69.7％となっており，市民の住みやすさに対する評価が高いことがわかる。なお，「やや満足」は

年々増加しており，「満足」は増加傾向となっている。 

性別に見ると，女性の方が「住みやすい」が多くなっている。 

年代別に見ると，70歳代以上では「住みやすい」が多くなっている。 

地区別に見ると，西部では「住みやすい」が多くなっている。 

 

図 3-6 福山市の住みやすさ 
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満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

2020年調査（n=1,262） 



 

－17－ 

表 3-11 福山市の住みやすさ（性別・年代別・地区別）             （単位：人，％） 

 合計 満足 やや満足 
どちらとも
いえない 

やや不満 不満 無回答 

全体 
1,262 246 634 200 125 50 7 
100.0 19.5 50.2 15.8 9.9 4.0 0.6 

男性 
522 104 246 89 53 26 4 

100.0 19.9 47.1 17.0 10.2 5.0 0.8 

女性 
699 136 376 99 65 20 3 

100.0 19.5 53.8 14.2 9.3 2.9 0.4 

その他または
答えたくない 

27 4 5 10 5 3 - 
100.0 14.8 18.5 37.0 18.5 11.1 - 

20 歳代以下 
100 14 51 16 12 6 1 

100.0 14.0 51.0 16.0 12.0 6.0 1.0 

30 歳代 
148 19 81 18 24 6 - 

100.0 12.8 54.7 12.2 16.2 4.1 - 

40 歳代 
187 26 100 28 26 7 - 

100.0 13.9 53.5 15.0 13.9 3.7 - 

50 歳代 
191 43 85 33 21 9 - 

100.0 22.5 44.5 17.3 11.0 4.7 - 

60 歳代 
233 40 116 44 23 8 2 

100.0 17.2 49.8 18.9 9.9 3.4 0.9 

70 歳代 
275 71 140 40 15 7 2 

100.0 25.8 50.9 14.5 5.5 2.5 0.7 

80 歳以上 
112 32 53 17 3 5 2 

100.0 28.6 47.3 15.2 2.7 4.5 1.8 

中央 
510 101 259 75 53 19 3 

100.0 19.8 50.8 14.7 10.4 3.7 0.6 

東部 
254 47 127 42 26 12 - 

100.0 18.5 50.0 16.5 10.2 4.7 - 

西部 
94 20 52 13 7 2 - 

100.0 21.3 55.3 13.8 7.4 2.1 - 

南部 
88 14 40 19 7 7 1 

100.0 15.9 45.5 21.6 8.0 8.0 1.1 

北部 
185 37 92 31 16 6 3 

100.0 20.0 49.7 16.8 8.6 3.2 1.6 

北東部 
106 24 52 14 14 2 - 

100.0 22.6 49.1 13.2 13.2 1.9 - 
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問７ 
あなたは，これからも福山市に住みたいとお考えですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市での居住意向については，「これからも福山市に住み続けたい」とする人が74.5％となってい

る。 なお，前回調査と比較すると，「これからも福山市に住み続けたい」とする人は減少している。 

年代別に見ると，年代が上がるにつれて「これからも福山市に住み続けたい」の回答が多くなってい

る。 

一方，年代が下がるにつれて「引っ越したい」や「わからない」の回答が多くなっている。  

地区別に見ると，南部，北東部では「これからも福山市に住み続けたい」が他の地区と比較して回答

が多くなっている。 

 

図 3-7 今後の福山市での居住意向 
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無回答

2020年調査（n=1,262） 
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表 3-12 今後の福山市での居住意向（性別・年代別・地区別）          （単位：人，％） 

 合計 
これからも
福山市に住
み続けたい 

広島県内の他
の市町に引っ
越したい 

広島県外の
地域に引っ
越したい 

わからない 無回答 

全体 
1,262 940 29 68 195 30 
100.0 74.5 2.3 5.4 15.5 2.4 

男性 
522 389 15 30 76 12 

100.0 74.5 2.9 5.7 14.6 2.3 

女性 
699 530 13 34 105 17 

100.0 75.8 1.9 4.9 15.0 2.4 

その他または
答えたくない 

27 12 1 3 10 1 
100.0 44.4 3.7 11.1 37.0 3.7 

20 歳代以下 
100 47 7 14 29 3 

100.0 47.0 7.0 14.0 29.0 3.0 

30 歳代 
148 99 4 9 33 3 

100.0 66.9 2.7 6.1 22.3 2.0 

40 歳代 
187 122 5 13 45 2 

100.0 65.2 2.7 7.0 24.1 1.1 

50 歳代 
191 143 5 10 28 5 

100.0 74.9 2.6 5.2 14.7 2.6 

60 歳代 
233 187 3 8 33 2 

100.0 80.3 1.3 3.4 14.2 0.9 

70 歳代 
275 235 4 10 15 11 

100.0 85.5 1.5 3.6 5.5 4.0 

80 歳以上 
112 98 1 3 6 4 

100.0 87.5 0.9 2.7 5.4 3.6 

中央 
510 378 10 29 81 12 

100.0 74.1 2.0 5.7 15.9 2.4 

東部 
254 178 8 21 40 7 

100.0 70.1 3.1 8.3 15.7 2.8 

西部 
94 73 4 5 11 1 

100.0 77.7 4.3 5.3 11.7 1.1 

南部 
88 72 - - 12 4 

100.0 81.8 - - 13.6 4.5 

北部 
185 140 4 9 27 5 

100.0 75.7 2.2 4.9 14.6 2.7 

北東部 
106 85 3 2 15 1 

100.0 80.2 2.8 1.9 14.2 0.9 
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23.7 

11.3 

10.3 

10.3 

7.2 

6.2 

5.2 

5.2 

2.1 

1.0 

1.0 

11.3 

5.2 

0 5 10 15 20 25

駅周辺の中心市街地に魅力がないから

通勤・通学が不便だから

自分が希望する働き先が少ないから

買い物など日常生活面で不便だから

周りの生活環境がよくないから

福祉や医療サービスが現在より充実した地域に住みたいから

ご近所づきあいの問題

子どもの教育の問題

自然災害による被害が心配だから

子育てしやすい環境が十分整っていないから

住宅の問題（手狭になった，バリアフリー住宅が必要など）

その他

無回答

（％）

問８ 

問７で「２．広島県内の他の市町に引っ越したい」または「３．広島県外の地域に引っ越し

たい」を選んだ方に質問します。引っ越したい理由は何ですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

引っ越したいと回答した人の理由は，「駅周辺の中心市街地に魅力がないから」が 23.7％で最も多

く，次いで，「通勤・通学が不便だから」（11.3％），「自分が希望する働き先が少ないから」（10.3％），

「買い物など日常生活面で不便だから」（10.3％）が多くなっている。  

 

※ 「引っ越したい理由」の回答者は 97人であるため，性別・年代別・地区別にクロス集計を行うと，それぞれの

回答は非常に少なくなるが，参考までに表 3-13・14 に結果を掲載している。 

 

図 3-8 福山市から引っ越したい理由 
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表 3-13 福山市から引っ越したい理由（性別・年代別）            （単位：人，％） 

※ 回答数が少ないため，属性別の数値は参考値として掲載する。 

 合計 

駅周辺の
中心市街
地に魅力
がないか
ら 

通勤・通
学が不便
だから 

自分が希
望する働
き先が少
ないから 

買い物な
ど日常生
活面で不
便だから 

周りの生
活環境が
よくない
から 

福祉や医療
サービスが
現在より充
実した地域
に住みたい
から 

ご近所づ
きあいの
問題 

全体 
97 23 11 10 10 7 6 5 

100.0 23.7 11.3 10.3 10.3 7.2 6.2 5.2 

男性 
45 11 6 4 3 4 1 3 

100.0 24.4 13.3 8.9 6.7 8.9 2.2 6.7 

女性 
47 12 5 4 6 3 4 2 

100.0 25.5 10.6 8.5 12.8 6.4 8.5 4.3 

その他または 
答えたくない 

4 - - 1 1 - 1 - 

100.0 - - 25.0 25.0 - 25.0 - 

20 歳代以下 
21 8 4 3 - 2 1 - 

100.0 38.1 19.0 14.3 - 9.5 4.8 - 

30 歳代 
13 3 2 2 2 - 1 - 

100.0 23.1 15.4 15.4 15.4 - 7.7 - 

40 歳代 
18 4 3 1 3 - 1 - 

100.0 22.2 16.7 5.6 16.7 - 5.6 - 

50 歳代 
15 3 1 1 2 2 - 2 

100.0 20.0 6.7 6.7 13.3 13.3 - 13.3 

60 歳代 
11 3 - 1 1 - - - 

100.0 27.3 - 9.1 9.1 - - - 

70 歳代 
14 2 1 1 - 3 3 2 

100.0 14.3 7.1 7.1 - 21.4 21.4 14.3 

80 歳以上 
4 - - - 2 - - 1 

100.0 - - - 50.0 - - 25.0 

 
子どもの
教育の問
題 

自然災害
による被
害が心配
だから 

子育てし
やすい環
境が十分
整ってい
ないから 

住宅の問題
（手狭にな
った，バリ
アフリー住
宅が必要な
ど） 

その他 無回答 

全体 
5 2 1 1 11 5 

5.2 2.1 1.0 1.0 11.3 5.2 

男性 
1 1 - 1 8 2 

2.2 2.2 - 2.2 17.8 4.4 

女性 
4 1 1 - 3 2 

8.5 2.1 2.1 - 6.4 4.3 

その他または 
答えたくない 

- - - - - 1 

- - - - - 25.0 

20 歳代以下 
1 - - - 1 1 

4.8 - - - 4.8 4.8 

30 歳代 
1 - 1 - 1 - 

7.7 - 7.7 - 7.7 - 

40 歳代 
2 - - - 4 - 

11.1 - - - 22.2 - 

50 歳代 
- 1 - - 2 1 

- 6.7 - - 13.3 6.7 

60 歳代 
1 1 - 1 2 1 

9.1 9.1 - 9.1 18.2 9.1 

70 歳代 
- - - - 1 1 

- - - - 7.1 7.1 

80 歳以上 
- - - - - 1 

- - - - - 25.0 
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表 3-14 福山市から引っ越したい理由（地区別）               （単位：人，％） 

 合計 

駅周辺の中
心市街地に
魅力がない
から 

通勤・通学
が不便だか
ら 

自分が希望
する働き先
が少ないか
ら 

買い物など
日常生活面
で不便だか
ら 

周りの生活
環境がよく
ないから 

福祉や医療サ
ービスが現在
より充実した
地域に住みた
いから 

ご近所づき
あいの問題 

全体 
97 23 11 10 10 7 6 5 

100.0 23.7 11.3 10.3 10.3 7.2 6.2 5.2 

中央 
39 10 5 4 2 2 4 1 

100.0 25.6 12.8 10.3 5.1 5.1 10.3 2.6 

東部 
29 9 2 4 1 4 2 - 

100.0 31.0 6.9 13.8 3.4 13.8 6.9 - 

西部 
9 1 - - 4 1 - 1 

100.0 11.1 - - 44.4 11.1 - 11.1 

南部 
- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

北部 
13 2 2 1 3 - - 1 

100.0 15.4 15.4 7.7 23.1 - - 7.7 

北東部 
5 1 2 - - - - 1 

100.0 20.0 40.0 - - - - 20.0 

 
子どもの教
育の問題 

自然災害に
よる被害が
心配だから 

子育てしや
すい環境が
十分整って
いないから 

住 宅 の 問 題
（手狭になっ
た，バリアフ
リー住宅が必
要など） 

その他 無回答 

全体 
5 2 1 1 11 5 

5.2 2.1 1.0 1.0 11.3 5.2 

中央 
2 1 1 1 4 2 

5.1 2.6 2.6 2.6 10.3 5.1 

東部 
1 1 - - 5 - 

3.4 3.4 - - 17.2 - 

西部 
1 - - - - 1 

11.1 - - - - 11.1 

南部 
- - - - - - 

- - - - - - 

北部 
1 - - - 1 2 

7.7 - - - 7.7 15.4 

北東部 
- - - - 1 - 

- - - - 20.0 - 

※ 回答数が少ないため，属性別の数値は参考値として掲載する。 
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（３） 福山市の将来の姿について 

 

問９ 
あなたは，福山市を将来どのようなまちにしたいと思いますか。 

（３つまで選び，優先順位をつけ，下の□に番号を記入してください。） 

将来望まれる福山市の姿について，１位から３位まで優先順位をつけて回答してもらい，１位を３点，

２位を２点，３位を１点として得点化して集計すると，「災害に強く，安心・安全に暮らせるまち」が

1,513ポイントで最も高くなっている。次いで，「高齢者や障がい者など，すべての人が健やかに，いき

いきと暮らせるまち」（1,059 ポイント）が高くなっており，そのほか，「中心市街地がにぎわい，多く

の人が集うまち」（723ポイント），「暮らしや経済活動を支える公共交通や道路などが整備され，快適に

暮らせるまち」（709 ポイント），「子育て環境が充実し，希望の子育てが実現できるまち」（691 ポイン

ト）も高くなっている。 

年代別に見ると，「高齢者や障がい者など，すべての人が健やかに，いきいきと暮らせるまち」は年代

が上がるごとにポイントが高くなっているほか，20歳代以下では「中心市街地がにぎわい，多くの人が

集うまち」，30 歳代では「子育て環境が充実し，希望の子育てが実現できるまち」や「教育が充実し，

子どもたちのたくましく生きる力が育まれるまち」，50 歳代では「地域産業が活性化し，活力あふれる

まち」が他の年代と比較して高くなっている。 

 

図 3-9 将来望まれる福山市の姿 
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災害に強く，安心・安全に暮らせるまち

高齢者や障がい者など，すべての人が健やかに，いきいきと暮らせるまち

中心市街地がにぎわい，多くの人が集うまち

暮らしや経済活動を支える公共交通や道路などが整備され，快適に暮らせるまち

子育て環境が充実し，希望の子育てが実現できるまち

若者や女性，高齢者など，誰もが働きやすい職場環境が実現しているまち

地域産業が活性化し，活力あふれるまち

教育が充実し，子どもたちのたくましく生きる力が育まれるまち

国内外から観光客やビジネスパーソンが訪れる魅力あるまち

自然と共生している環境にやさしいまち

歴史と文化が大切にされるまち

先端技術の導入により，生活の利便性が向上したまち

地域のまちづくり活動が活発なまち

スポーツ活動が盛んなまち

国籍に関わらず，誰もが住みやすい多文化共生のまち

その他

無回答

（ポイント） 
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表 3-15 将来望まれる福山市の姿（性別・年代別）              （単位：ポイント） 

 回答者数 
災害に強く，
安心・安全に
暮らせるまち 

高齢者や障が
い者など，す
べての人が健
やかに，いき
いきと暮らせ
るまち 

中心市街地が
にぎわい，多
くの人が集う
まち 

暮らしや経済
活動を支える
公共交通や道
路などが整備
され，快適に
暮らせるまち 

子育て環境が
充実し，希望
の子育てが実
現できるまち 

全体 1,262 
1,513 1,059 723 709 691 
1.20 0.84 0.57 0.56 0.55 

男性 522 
604 402 319 290 272 

1.16 0.77 0.61 0.56 0.52 

女性 699 
862 617 373 402 398 

1.23 0.88 0.53 0.58 0.57 

その他または
答えたくない 

27 
31 22 23 14 14 

1.15 0.81 0.85 0.52 0.52 

20 歳代以下 100 
91 42 99 51 74 

0.91 0.42 0.99 0.51 0.74 

30 歳代 148 
146 58 88 75 183 

0.99 0.39 0.59 0.51 1.24 

40 歳代 187 
220 132 130 115 100 

1.18 0.71 0.70 0.61 0.53 

50 歳代 191 
213 147 106 123 95 

1.12 0.77 0.55 0.64 0.50 

60 歳代 233 
332 192 112 148 107 

1.42 0.82 0.48 0.64 0.46 

70 歳代 275 
373 302 136 144 88 

1.36 1.10 0.49 0.52 0.32 

80 歳以上 112 
120 163 47 49 32 

1.07 1.46 0.42 0.44 0.29 

 

若者や女性，高齢
者など，誰もが働
きやすい職場環
境が実現してい
るまち 

地域産業が活
性化し，活力
あふれるまち 

教 育 が 充 実
し，子どもた
ちのたくまし
く生きる力が
育まれるまち 

国内外から観
光客やビジネ
スパーソンが
訪れる魅力あ
るまち 

自然と共生し
ている環境に
やさしいまち 

歴史と文化が
大切にされる
まち 

全体 
560 516 372 284 261 147 

0.44 0.41 0.29 0.23 0.21 0.12 

男性 
197 223 127 126 125 72 

0.38 0.43 0.24 0.24 0.24 0.14 

女性 
347 275 240 147 130 71 

0.50 0.39 0.34 0.21 0.19 0.10 

その他または
答えたくない 

4 12 2 7 5 4 
0.15 0.44 0.07 0.26 0.19 0.15 

20 歳代以下 
49 35 22 25 19 10 

0.49 0.35 0.22 0.25 0.19 0.10 

30 歳代 
65 51 81 37 24 12 

0.44 0.34 0.55 0.25 0.16 0.08 

40 歳代 
108 69 77 39 24 18 

0.58 0.37 0.41 0.21 0.13 0.10 

50 歳代 
112 117 40 52 41 15 

0.59 0.61 0.21 0.27 0.21 0.08 

60 歳代 
84 79 47 41 74 30 

0.36 0.34 0.20 0.18 0.32 0.13 

70 歳代 
88 124 70 64 58 45 

0.32 0.45 0.25 0.23 0.21 0.16 

80 歳以上 
45 37 32 21 20 14 

0.40 0.33 0.29 0.19 0.18 0.13 

※ 上段は１位：３点，２位：２点，３位：１点で得点化し集計した数値。下段は上段の得点を全体，性別又は年代

別の回答者数で除したもの（小数点第３位を四捨五入）。 
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表 3-15 将来望まれる福山市の姿（性別・年代別）              （単位：ポイント） 

 

先端技術の導
入により，生
活の利便性が
向上したまち 

地域のまちづ
くり活動が活
発なまち 

スポーツ活動
が盛んなまち 

国籍に関わら
ず，誰もが住
みやすい多文
化共生のまち 

その他 無回答 

全体 
126 116 94 83 35 41 

0.10 0.09 0.07 0.07 0.03 0.03 

男性 
67 62 52 47 17 19 

0.13 0.12 0.10 0.09 0.03 0.04 

女性 
58 52 37 31 15 21 

0.08 0.07 0.05 0.04 0.02 0.03 

その他または
答えたくない 

1 1 3 5 3 1 
0.04 0.04 0.11 0.19 0.11 0.04 

20 歳代以下 
33 13 7 7 8 2 

0.33 0.13 0.07 0.07 0.08 0.02 

30 歳代 
15 9 9 13 5 2 

0.10 0.06 0.06 0.09 0.03 0.01 

40 歳代 
19 9 9 18 - 5 

0.10 0.05 0.05 0.10 - 0.03 

50 歳代 
14 13 14 20 5 3 

0.07 0.07 0.07 0.10 0.03 0.02 

60 歳代 
17 19 19 12 13 10 

0.07 0.08 0.08 0.05 0.06 0.04 

70 歳代 
18 36 21 13 4 10 

0.07 0.13 0.08 0.05 0.01 0.04 

80 歳以上 
10 16 13 - - 8 

0.09 0.14 0.12 - - 0.07 

※ 上段は１位：３点，２位：２点，３位：１点で得点化し集計した数値。下段は上段の得点を全体，性別又は年代

別の回答者数で除したもの（小数点第３位を四捨五入）。 
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表 3-16 将来望まれる福山市の姿（地区別）                 （単位：ポイント） 

 回答者数 
災害に強く，
安心・安全に
暮らせるまち 

高齢者や障が
い者など，す
べての人が健
やかに，いき
いきと暮らせ
るまち 

中心市街地が
にぎわい，多
くの人が集う
まち 

暮らしや経済
活動を支える
公共交通や道
路などが整備
され，快適に
暮らせるまち 

子育て環境が
充実し，希望
の子育てが実
現できるまち 

全体 1,262 
1,513 1,059 723 709 691 
1.20 0.84 0.57 0.56 0.55 

中央 510 
649 369 396 279 263 

1.27 0.72 0.78 0.55 0.52 

東部 254 
336 195 132 138 122 

1.32 0.77 0.52 0.54 0.48 

西部 94 
105 90 41 48 48 

1.12 0.96 0.44 0.51 0.51 

南部 88 
113 80 21 58 55 

1.28 0.91 0.24 0.66 0.63 

北部 185 
179 205 94 106 97 

0.97 1.11 0.51 0.57 0.52 

北東部 106 
107 90 33 69 89 

1.01 0.85 0.31 0.65 0.84 

 

若者や女性，
高齢者など，
誰もが働きや
すい職場環境
が実現してい
るまち 

地域産業が活
性化し，活力
あふれるまち 

教 育 が 充 実
し，子どもた
ちのたくまし
く生きる力が
育まれるまち 

国内外から観
光客やビジネ
スパーソンが
訪れる魅力あ
るまち 

自然と共生し
ている環境に
やさしいまち 

歴史と文化が
大切にされる
まち 

全体 
560 516 372 284 261 147 

0.44 0.41 0.29 0.23 0.21 0.12 

中央 
209 170 151 107 96 70 

0.41 0.33 0.30 0.21 0.19 0.14 

東部 
121 111 70 67 54 32 

0.48 0.44 0.28 0.26 0.21 0.13 

西部 
31 54 34 17 26 12 

0.33 0.57 0.36 0.18 0.28 0.13 

南部 
43 35 8 19 23 12 

0.49 0.40 0.09 0.22 0.26 0.14 

北部 
86 108 52 43 44 7 

0.46 0.58 0.28 0.23 0.24 0.04 

北東部 
55 34 48 22 17 11 

0.52 0.32 0.45 0.21 0.16 0.10 

 

先端技術の導
入により，生
活の利便性が
向上したまち 

地域のまちづ
くり活動が活
発なまち 

スポーツ活動
が盛んなまち 

国籍に関わら
ず，誰もが住
みやすい多文
化共生のまち 

その他 無回答 

全体 
126 116 94 83 35 41 

0.10 0.09 0.07 0.07 0.03 0.03 

中央 
63 35 44 42 17 14 

0.12 0.07 0.09 0.08 0.03 0.03 

東部 
27 20 15 15 8 9 

0.11 0.08 0.06 0.06 0.03 0.04 

西部 
6 18 5 10 - 3 

0.06 0.19 0.05 0.11 - 0.03 

南部 
6 15 7 5 3 4 

0.07 0.17 0.08 0.06 0.03 0.05 

北部 
18 14 10 7 4 5 

0.10 0.08 0.05 0.04 0.02 0.03 

北東部 
6 13 11 4 3 3 

0.06 0.12 0.10 0.04 0.03 0.03 

※ 上段は１位：３点，２位：２点，３位：１点で得点化し集計した数値。下段は上段の得点を全体，地区別の回答

者数で除したもの（小数点第３位を四捨五入）。  



 

－27－ 

（４） 市役所サービスなどに対する満足度･改善度･重要度について 

 

問 10 

あなたは，福山市が取り組んでいる次の項目について，どの程度満足していますか。また，

以前（概ね５年前）と比べ，現在の状況をどのように感じていますか。そして，今後まちづ

くりを進めていく上で，どの程度重要と考えていますか。 

（各項目から１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

福山市が取り組んでいるサービスで『満足』（「満足」と「やや満足」の合計）と回答した人が多い

項目を見ると，「安心・安全な水道水の安定供給」が 51.9％で最も多くなっている。次いで，「公園や

緑地の整備」（41.8％），「高速バスや新幹線などの長距離公共交通網の充実」（41.5％）などが多くな

っている。 

一方，『不満』（「やや不満」と「不満」の合計）と回答した人が多い項目を見ると，「中心市街地（福

山駅周辺）の活性化」が 53.1％で最も多くなっている。次いで，「市内のバスや鉄道など利用しやすい

公共交通網の整備」（40.4％），「豪雨や地震等に対する防災体制や自然災害対策の充実」（37.6％）な

ども多くなっている。 

 

図 3-10 市役所サービスの満足度 

 

※    は『満足』（「満足」と「やや満足」の合計）とする人が多い上位 10項目，   は『不満』（「やや不満」と

「不満」の合計）とする人が多い上位 10項目を示す。 
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15.4

6.1

不満

24.2

3.8

7.2

7.1

3.7

7.1

3.9

5.9

2.7

6.2

4.9

5.5

5.5

2.6

10.7

4.5

6.3

5.2

1.9

1.7

4.4

1.4

5.5

7.6

5.7

3.8

9.7

3.3

無回答

2.6

3.1

4.4

3.0

5.2

3.9

4.4

4.1

9.0

9.0

8.4

8.3

4.8

4.9

5.1

6.1

4.1

5.0

9.6

10.2

10.2

10.5

9.5

9.8

10.0

10.1

8.9

9.9

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

凡例

(1)中心市街地（福山駅周辺）の活性化

(2)市の広報やホームページなどによる情報提供の充実

(3)市の知名度の向上につながる情報発信力

(4)公園や緑地の整備

(5)住宅や住宅地の整備

(6)駐車場・駐輪場の整備

(7)良好な景観の保全

(8)観光の振興

(1)妊娠・出産・子育てに関する支援の充実

(2)仕事と家庭の両立支援の促進

(3)保育施設など子どもを育てるための施設整備

(4)医療費助成などの子育てにかかる経済的負担の軽減

(5)高齢者のための施設整備やサービスの充実

(6)高齢者の健康づくりや社会参加の促進

(7)高齢者の移動や買い物などの生活支援の充実

(8)障がい者のための施設整備やサービスの充実

(9)病院などの整備や保健・医療サービスの充実

(10)社会的セーフティネットの維持

(1)繊維，木工，機械金属などの地場産業の振興

(2)基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致

(3)企業や地域への先端技術(AI，自動運転等)の活用促進

(4)産業の基盤となる工業団地，流通団地などの整備

(5)雇用の安定と促進

(6)企業による働き方改革の促進

(7)小売業・卸売業などの商業活動の振興

(8)農林水産業の振興

(9)近隣の市町や隣の県につながる基幹道路の整備

(10)港湾の整備
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(6)駐車場・駐輪場の整備 

 

(6)駐車場・駐輪

場の整備 

 

(2)鉄鋼業などの基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致 
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満足

2.6

6.9

3.2

3.2

4.6

3.6

2.7

2.0

9.4

3.5

12.0

5.0

19.7

13.2

7.6

2.9

1.3

1.9

2.7

1.5

3.6

1.7

2.0

4.3

2.1

4.8

3.5

3.2

5.6

2.2

2.2

やや満足

16.1

29.6

15.9

14.0

21.1

16.1

13.7

7.0

27.3

13.3

29.5

22.3

32.2

24.4

24.2

9.9

5.9

8.0

13.9

9.4

12.9

9.0

10.1

20.7

10.0

21.9

17.7

14.6

20.3

10.1

7.8

どちらとも

いえない

39.3

51.1

60.1

50.8

56.4

62.5

56.4

67.7

48.4

37.5

43.2

39.7

37.7

43.9

46.3

69.0

66.8

67.0

61.9

67.0

67.6

73.0

73.1

57.5

67.0

51.8

64.4

65.8

51.9

71.0

72.3

やや不満

27.7

5.9

11.3

19.3

9.5

9.0

14.2

11.6

6.7

24.2

6.5

17.9

4.1

7.8

9.9

7.5

11.9

9.9

10.1

10.8

5.1

5.5

4.6

8.0

8.7

10.2

4.7

6.3

10.8

7.6

7.4

不満

9.9

1.7

3.6

7.1

2.7

2.1

6.2

4.6

2.8

16.2

2.6

10.1

1.7

5.8

4.2

2.0

5.1

3.9

3.1

3.2

2.4

1.5

1.3

1.8

4.0

3.6

1.7

1.8

4.0

1.8

2.3

無回答

4.4

4.8

5.9

5.5

5.7

6.7

6.8

7.1

5.4

5.4

6.2

5.0

4.6

4.9

7.8

8.6

9.0

9.4

8.2

8.1

8.4

9.4

8.8

7.7

8.2

7.8

7.9

8.4

7.4

7.3

7.9

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

凡例

(1)豪雨や地震等に対する防災体制や自然災害対策の充実

(2)消防や救急体制の充実

(3)犯罪や非行に対する防犯活動や暴力追放活動の推進

(4)防犯カメラの設置など地域の安全対策の推進

(5)交通安全活動の充実

(6)リサイクルやエネルギーの効率的な利用の促進

(7)大気・水質などの環境保全

(8)森林や農地などの保全

(9)ごみ，し尿，産業廃棄物の適正な処理

(10)市内のバスや鉄道など利用しやすい公共交通網の整備

(11)高速バスや新幹線などの長距離公共交通網の充実

(12)市道などの身近な生活道路の整備

(13)安心・安全な水道水の安定供給

(14)下水道の普及と整備

(1)小学校・中学校・高等学校などの学校教育の充実

(2)青少年の健全育成活動の推進

(3)世界で活躍できる人材育成の充実

(4)大学・研究機関の機能充実や研究開発基盤の整備

(5)生涯学習を行うための施設整備や講座などの充実

(6)家庭や地域などでの社会教育の充実

(7)人権問題や平和に関する活動・教育・環境整備

(8)多文化共生の地域づくりの推進

(9)親善友好都市との交流や国際交流の推進

(10)市民ｾﾝﾀｰ等地域の拠点となる施設整備や機能の充実

(11)まちづくりに対する市民参加・意見聴取の機会の充実

(1)文化活動を行うための施設整備や情報・機会の提供

(2)文化財の保存や保護対策の充実

(3)歴史・文化資源を活用したまちの活性化と郷土愛醸成

(4)スポーツ活動等を行うための施設整備や情報・機会の提供

(1)近隣市町との連携（広域連携）

(2)民間企業との連携
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図 3-10 市役所サービスの満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※    は『満足』（「満足」と「やや満足」の合計）とする人が多い上位 10項目，   は『不満』（「やや不満」と

「不満」の合計）とする人が多い上位 10項目を示す。 
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(10)市民交流センター等地域の拠点となる施設整備や機能の充実 



 

－29－ 

福山市が取り組んでいるサービスで概ね５年前より「良くなった」と回答した人が多い項目を見る

と，「公園や緑地の整備」が 29.0％で最も多くなっている。次いで，「医療費助成などの子育てにかか

る経済的負担の軽減」（26.6％），「高速バスや新幹線などの長距離公共交通網の充実」（26.0％）など

が多くなっている。 

一方，「悪くなった」と回答した人が多い項目を見ると，「中心市街地（福山駅周辺）の活性化」が

29.7％，「市内のバスや鉄道など利用しやすい公共交通網の整備」が 21.9％と多くなっている。次い

で，「小売業・卸売業などの商業活動の振興」（13.6％）や「森林や農地などの保全」（10.2％）なども

多くなっている。 

 

図 3-11 市役所サービスの５年前との比較 

 

※    は「良くなった」とする人が多い上位 10項目，   は「悪くなった」とする人が多い上位 10項目を示

す。  

良くなった

17.4

24.7

13.3

29.0

16.6

20.1

14.0

15.5

22.7

9.8

18.6

26.6

17.9

17.2

9.7

9.5

21.1

10.7

4.9

5.0

6.3

9.8

8.0

11.7

5.5

3.6

25.8

8.4

どちらとも

いえない

48.3

67.9

78.3

59.1

72.1

68.1

72.9

72.5

65.5

77.0

67.5

60.6

72.0

74.7

75.1

80.3

67.8

78.5

74.5

75.8

79.6

75.0

71.0

68.9

68.5

75.7

57.6

76.9

悪くなった

29.7

2.3

2.5

6.8

5.0

6.0

6.8

6.3

1.7

2.4

3.7

2.6

3.0

1.5

8.4

2.1

4.9

4.0

8.3

6.5

1.5

2.8

9.1

7.1

13.6

8.4

5.5

2.6

無回答

4.7

5.1

5.9

5.1

6.3

5.8

6.3

5.8

10.1

10.8

10.1

10.1

7.1

6.6

6.7

8.1

6.2

6.8

12.3

12.8

12.6

12.4

11.9

12.4

12.4

12.3

11.0

12.0

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

凡例

(1)中心市街地（福山駅周辺）の活性化

(2)市の広報やホームページなどによる情報提供の充実

(3)市の知名度の向上につながる情報発信力

(4)公園や緑地の整備

(5)住宅や住宅地の整備

(6)駐車場・駐輪場の整備

(7)良好な景観の保全

(8)観光の振興

(1)妊娠・出産・子育てに関する支援の充実

(2)仕事と家庭の両立支援の促進

(3)保育施設など子どもを育てるための施設整備

(4)医療費助成などの子育てにかかる経済的負担の軽減

(5)高齢者のための施設整備やサービスの充実

(6)高齢者の健康づくりや社会参加の促進

(7)高齢者の移動や買い物などの生活支援の充実

(8)障がい者のための施設整備やサービスの充実

(9)病院などの整備や保健・医療サービスの充実

(10)社会的セーフティネットの維持

(1)繊維，木工，機械金属などの地場産業の振興

(2)基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致

(3)企業や地域への先端技術(AI，自動運転等)の活用促進

(4)産業の基盤となる工業団地，流通団地などの整備

(5)雇用の安定と促進

(6)企業による働き方改革の促進

(7)小売業・卸売業などの商業活動の振興

(8)農林水産業の振興

(9)近隣の市町や隣の県につながる基幹道路の整備

(10)港湾の整備
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(2)鉄鋼業などの基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致 



 

－30－ 

図 3-11 市役所サービスの５年前との比較 

 
 

※    は「良くなった」とする人が多い上位 10項目，   は「悪くなった」とする人が多い上位 10項目を示

す。  

良くなった

21.8

20.2

12.8

17.7

15.9

16.4

12.2

3.7

23.6

9.6

26.0

21.9

25.0

24.9

17.2

7.3

4.9

6.7

13.2

6.0

9.7

7.6

8.2

18.4

9.2

19.2

11.4

11.2

22.4

8.9

7.8

どちらとも

いえない

65.1

71.3

74.1

71.3

73.0

73.0

71.1

76.9

66.1

61.1

63.1

62.4

65.9

65.2

66.6

79.6

82.1

81.2

76.1

80.1

77.4

80.0

80.3

70.4

78.4

69.7

77.2

76.4

66.1

79.6

80.4

悪くなった

5.5

1.0

4.9

2.9

3.0

1.7

8.1

10.2

2.7

21.9

2.9

8.2

1.8

2.5

6.8

2.9

2.8

1.6

1.4

4.2

2.9

1.3

1.3

2.1

2.5

2.0

1.7

2.4

2.8

2.5

2.4

無回答

7.6

7.4

8.2

8.1

8.1

9.0

8.6

9.1

7.6

7.4

8.1

7.5

7.2

7.4

9.4

10.2

10.2

10.5

9.4

9.7

10.1

11.1

10.1

9.1

9.8

9.2

9.7

10.1

8.7

9.0

9.4

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

凡例

(1)豪雨や地震等に対する防災体制や自然災害対策の充実

(2)消防や救急体制の充実

(3)犯罪や非行に対する防犯活動や暴力追放活動の推進

(4)防犯カメラの設置など地域の安全対策の推進

(5)交通安全活動の充実

(6)リサイクルやエネルギーの効率的な利用の促進

(7)大気・水質などの環境保全

(8)森林や農地などの保全

(9)ごみ，し尿，産業廃棄物の適正な処理

(10)市内のバスや鉄道など利用しやすい公共交通網の整備

(11)高速バスや新幹線などの長距離公共交通網の充実

(12)市道などの身近な生活道路の整備

(13)安心・安全な水道水の安定供給

(14)下水道の普及と整備

(1)小学校・中学校・高等学校などの学校教育の充実

(2)青少年の健全育成活動の推進

(3)世界で活躍できる人材育成の充実

(4)大学・研究機関の機能充実や研究開発基盤の整備

(5)生涯学習を行うための施設整備や講座などの充実

(6)家庭や地域などでの社会教育の充実

(7)人権問題や平和に関する活動・教育・環境整備

(8)多文化共生の地域づくりの推進

(9)親善友好都市との交流や国際交流の推進

(10)市民ｾﾝﾀｰ等地域の拠点となる施設整備や機能の充実

(11)まちづくりに対する市民参加・意見聴取の機会の充実

(1)文化活動を行うための施設整備や情報・機会の提供

(2)文化財の保存や保護対策の充実

(3)歴史・文化資源を活用したまちの活性化と郷土愛醸成

(4)スポーツ活動等を行うための施設整備や情報・機会の提供

(1)近隣市町との連携（広域連携）

(2)民間企業との連携

防
災
・
環
境
・
生
活
基
盤

教
育

・
地
域

・
人
権

歴
史

・
文
化

・

ス
ポ

ー
ツ

他
市

・

民
間

と

の
連

携

 

 

 

 

 

（n＝1,262） 

 

(10)市民交流センター等地域の拠点となる施設整備や機能の充実 



 

－31－ 

福山市が取り組んでいるサービスで『重要』（「重要」と「やや重要」の合計）と回答した人が多い

項目を見ると，「豪雨や地震等に対する防災体制や自然災害対策の充実」が 82.5％で最も多くなってい

る。次いで，「中心市街地（福山駅周辺）の活性化」（79.6％），「病院などの整備や保健・医療サービ

スの充実」（78.2％）などが多くなっている。 

一方，『重要』と回答した人が少ない項目を見ると，「親善友好都市との交流や国際交流の推進」が

34.9％と最も少なくなっている。次いで，「港湾の整備」（39.3％），「多文化共生の地域づくりの推

進」（39.9％）なども少なくなっている。 

 

図 3-12 市役所サービスの重要度 

 

※    は『重要』（「重要」と「やや重要」の合計）とする人が多い上位 10項目，   は『重要』とする人が少な

い上位 10項目を示す。 

  

重要
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31.9
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38.4

19.4

21.8
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40.1

34.9
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35.2

15.5

やや重要

36.6

35.5

34.1

44.1

34.5

38.2

36.0

33.0

24.6

25.8

25.5

24.9

25.5

30.1

28.1

27.8

27.7

26.4

27.1

27.2

27.2

27.1

26.9

26.5

31.6
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29.2

23.8

どちらとも
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10.2

29.5

32.7

21.6

36.4

28.1

29.6

26.9

27.6

27.2

23.9

23.7

22.0

30.0

21.6

32.3

16.0

28.1

40.9

37.2

37.4

42.1

22.2

25.8

31.6

39.9

22.8

45.7

あまり重要

ではない

4.1

1.9

3.1

2.6

4.1

2.9

2.3

2.7

0.7

0.6

0.6

1.0

1.3

1.3

1.1

1.1
0.5

1.2

1.0

1.6

2.2

3.6

0.3

1.3

1.1

0.6

2.0

2.7

重要では

ない

1.2

0.5

1.7

0.6

1.1

1.1

0.8

1.9

0.2

0.1

0.2

0.2

0.9

1.0

1.0

0.3

0.2

0.5

0.2

0.6

0.5

1.0

0.0

0.6

0.3

0.2

0.6

1.2

無回答

4.8

4.7

5.6

5.0

6.3

5.7

5.6

5.6

9.5

9.4

8.8

8.7

5.8

5.7

5.7

6.6

5.1

5.5

11.4

11.7

11.5

11.6

10.5

10.9

10.9

11.2

10.1

11.2

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

凡例

(1)中心市街地（福山駅周辺）の活性化

(2)市の広報やホームページなどによる情報提供の充実

(3)市の知名度の向上につながる情報発信力

(4)公園や緑地の整備

(5)住宅や住宅地の整備

(6)駐車場・駐輪場の整備

(7)良好な景観の保全

(8)観光の振興

(1)妊娠・出産・子育てに関する支援の充実

(2)仕事と家庭の両立支援の促進

(3)保育施設など子どもを育てるための施設整備

(4)医療費助成などの子育てにかかる経済的負担の軽減

(5)高齢者のための施設整備やサービスの充実

(6)高齢者の健康づくりや社会参加の促進

(7)高齢者の移動や買い物などの生活支援の充実

(8)障がい者のための施設整備やサービスの充実

(9)病院などの整備や保健・医療サービスの充実

(10)社会的セーフティネットの維持

(1)繊維，木工，機械金属などの地場産業の振興

(2)基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致

(3)企業や地域への先端技術(AI，自動運転等)の活用促進

(4)産業の基盤となる工業団地，流通団地などの整備

(5)雇用の安定と促進

(6)企業による働き方改革の促進

(7)小売業・卸売業などの商業活動の振興

(8)農林水産業の振興

(9)近隣の市町や隣の県につながる基幹道路の整備

(10)港湾の整備

ま
ち
の
活
性
化
・
魅
力
向
上
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・
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・
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産
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・
産
業
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（n＝1,262） 

 

 

 

 

(2)鉄鋼業などの基幹産業の振興と新たな基幹産業の育成・誘致 
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図 3-12 市役所サービスの重要度 

 
 

※    は『重要』（「重要」と「やや重要」の合計）とする人が多い上位 10項目，   は『重要』とする人が少な

い上位 10項目を示す。 
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6.2

6.3

7.1

6.6

6.8

7.7

7.4

7.6

6.7

6.8

7.3

6.3

5.9

5.9

8.6

9.5

9.7

9.9

8.8

9.0

9.0

9.4

9.0

8.2

8.6

8.9

8.6

9.2

7.8

7.8

8.2

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

凡例

(1)豪雨や地震等に対する防災体制や自然災害対策の充実

(2)消防や救急体制の充実

(3)犯罪や非行に対する防犯活動や暴力追放活動の推進

(4)防犯カメラの設置など地域の安全対策の推進

(5)交通安全活動の充実

(6)リサイクルやエネルギーの効率的な利用の促進

(7)大気・水質などの環境保全

(8)森林や農地などの保全

(9)ごみ，し尿，産業廃棄物の適正な処理

(10)市内のバスや鉄道など利用しやすい公共交通網の整備

(11)高速バスや新幹線などの長距離公共交通網の充実

(12)市道などの身近な生活道路の整備

(13)安心・安全な水道水の安定供給

(14)下水道の普及と整備

(1)小学校・中学校・高等学校などの学校教育の充実

(2)青少年の健全育成活動の推進

(3)世界で活躍できる人材育成の充実

(4)大学・研究機関の機能充実や研究開発基盤の整備

(5)生涯学習を行うための施設整備や講座などの充実

(6)家庭や地域などでの社会教育の充実

(7)人権問題や平和に関する活動・教育・環境整備

(8)多文化共生の地域づくりの推進

(9)親善友好都市との交流や国際交流の推進

(10)市民ｾﾝﾀｰ等地域の拠点となる施設整備や機能の充実

(11)まちづくりに対する市民参加・意見聴取の機会の充実

(1)文化活動を行うための施設整備や情報・機会の提供

(2)文化財の保存や保護対策の充実

(3)歴史・文化資源を活用したまちの活性化と郷土愛醸成

(4)スポーツ活動等を行うための施設整備や情報・機会の提供

(1)近隣市町との連携（広域連携）

(2)民間企業との連携
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（n＝1,262） 

 

(10)市民交流センター等地域の拠点となる施設整備や機能の充実 
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（５） 地域づくりについて 
  

問 11 

あなたのお住いの地域（小学校区）の中で魅力を感じ，まちづくりに活用できるものは何

ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

お住まいの地域（小学校区）の中でまちづくりに活用できるものを見ると，「病院や福祉など，健やか

に暮らすための施設が身近にある」が 36.4％で最も回答が多くなっている。次いで，「山や海などの恵

まれた自然環境がある」（24.2％）のほか，「古くから続く伝統行事や伝統工芸が受け継がれている」

（15.7％），「企業や会社が立地し，働く場が身近にある」（15.3％），「国宝や史跡など，魅力的な歴史・

文化資源がある」（13.6％）が多くなっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「企業や会社が立地し，働く場が身近にある」，80歳以上では「古

くから続く伝統行事や伝統工芸が受け継がれている」や「国宝や史跡など，魅力的な歴史・文化資源が

ある」が他の年代と比較して回答が多くなっている。 

地区別に見ると，南部では「山や海などの恵まれた自然環境がある」，「古くから続く伝統行事や伝統

工芸が受け継がれている」，「自然の景観や海浜などの観光・レジャースポットがある」，「農林水産物が

豊富にある」，「スポーツやレクリエーションのための環境が充実している」，西部では「古くから続く伝

統行事や伝統工芸が受け継がれている」，北東部では「国宝や史跡など，魅力的な歴史・文化資源がある」

が他の地区と比較して回答が多くなっている。 

 

図 3-13 地域の中で魅力を感じ，まちづくりに活用できるもの 
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24.2 
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病院や福祉など，健やかに暮らすための施設が身近にある

山や海などの恵まれた自然環境がある

古くから続く伝統行事や伝統工芸が受け継がれている

企業や会社が立地し，働く場が身近にある

国宝や史跡など，魅力的な歴史・文化資源がある

学校や大学などが立地し，若者が集まっている

自然の景観や海浜などの観光・レジャースポットがある

子育てを支援してくれる環境が充実している

市民の交流拠点が整備され，地域がまとまっている

特色ある地域活動が盛んに行われている

農林水産物が豊富にある

スポーツやレクリエーションのための環境が充実している

その他

特になし

無回答

（％）

（n＝1,262） 
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表 3-17 地域の中で魅力を感じ，まちづくりに活用できるもの（性別・年代別）  （単位：人，％） 

 合計 

病院や福祉な

ど，健やかに

暮らすための

施設が身近に

ある 

山や海など

の恵まれた

自然環境が

ある 

古くから続

く伝統行事

や伝統工芸

が受け継が

れている 

企業や会社

が立地し，

働く場が身

近にある 

国宝や史跡

など，魅力

的な歴史・

文化資源が

ある 

学校や大学な

どが立地し，

若者が集まっ

ている 

自然の景観

や海浜など

の観光・レ

ジャースポ

ットがある 

全体 
1,262 459 306 198 193 172 143 134 
100.0 36.4 24.2 15.7 15.3 13.6 11.3 10.6 

男性 
522 183 119 89 96 73 58 56 

100.0 35.1 22.8 17.0 18.4 14.0 11.1 10.7 

女性 
699 266 178 108 90 96 81 74 

100.0 38.1 25.5 15.5 12.9 13.7 11.6 10.6 

その他または 
答えたくない 

27 6 5 1 3 3 2 3 
100.0 22.2 18.5 3.7 11.1 11.1 7.4 11.1 

20 歳代以下 
100 37 21 9 21 17 18 10 

100.0 37.0 21.0 9.0 21.0 17.0 18.0 10.0 

30 歳代 
148 48 31 14 18 16 13 16 

100.0 32.4 20.9 9.5 12.2 10.8 8.8 10.8 

40 歳代 
187 63 35 21 34 23 14 19 

100.0 33.7 18.7 11.2 18.2 12.3 7.5 10.2 

50 歳代 
191 59 55 30 31 21 17 25 

100.0 30.9 28.8 15.7 16.2 11.0 8.9 13.1 

60 歳代 
233 89 57 42 37 22 27 25 

100.0 38.2 24.5 18.0 15.9 9.4 11.6 10.7 

70 歳代 
275 110 75 54 35 44 35 23 

100.0 40.0 27.3 19.6 12.7 16.0 12.7 8.4 

80 歳以上 
112 49 29 28 14 29 17 15 

100.0 43.8 25.9 25.0 12.5 25.9 15.2 13.4 

 

子育てを支

援してくれ

る環境が充

実している 

市民の交流

拠点が整備

され，地域

がまとまっ

ている 

特色ある地

域活動が盛

んに行われ

ている 

農林水産物

が豊富にあ

る 

スポーツや

レクリエー

ションのた

めの環境が

充実してい

る 

その他 特になし 無回答 

全体 
131 124 124 106 94 26 305 63 

10.4 9.8 9.8 8.4 7.4 2.1 24.2 5.0 

男性 
56 58 57 44 40 10 149 23 

10.7 11.1 10.9 8.4 7.7 1.9 28.5 4.4 

女性 
71 64 66 58 51 14 145 34 

10.2 9.2 9.4 8.3 7.3 2.0 20.7 4.9 

その他または 
答えたくない 

3 2 1 3 3 2 10 1 
11.1 7.4 3.7 11.1 11.1 7.4 37.0 3.7 

20 歳代以下 
13 15 10 5 9 3 23 - 

13.0 15.0 10.0 5.0 9.0 3.0 23.0 - 

30 歳代 
23 8 13 4 13 3 40 7 

15.5 5.4 8.8 2.7 8.8 2.0 27.0 4.7 

40 歳代 
22 16 14 8 10 4 52 4 

11.8 8.6 7.5 4.3 5.3 2.1 27.8 2.1 

50 歳代 
13 10 18 12 16 5 48 4 

6.8 5.2 9.4 6.3 8.4 2.6 25.1 2.1 

60 歳代 
25 20 20 23 15 5 54 14 

10.7 8.6 8.6 9.9 6.4 2.1 23.2 6.0 

70 歳代 
19 36 35 33 16 4 59 21 

6.9 13.1 12.7 12.0 5.8 1.5 21.5 7.6 

80 歳以上 
16 19 14 20 15 2 25 8 

14.3 17.0 12.5 17.9 13.4 1.8 22.3 7.1 

  



 

－35－ 

表 3-18 地域の中で魅力を感じ，まちづくりに活用できるもの（地区別）     （単位：人，％） 

 合計 

病院や福祉な

ど，健やかに

暮らすための

施設が身近に

ある 

山や海など

の恵まれた

自然環境が

ある 

古くから続

く伝統行事

や伝統工芸

が受け継が

れている 

企業や会社

が立地し，

働く場が身

近にある 

国宝や史跡

など，魅力

的な歴史・

文化資源が

ある 

学校や大学な

どが立地し，

若者が集まっ

ている 

自然の景観

や海浜など

の観光・レ

ジャースポ

ットがある 

全体 
1,262 459 306 198 193 172 143 134 

100.0 36.4 24.2 15.7 15.3 13.6 11.3 10.6 

中央 
510 212 92 62 86 77 71 44 

100.0 41.6 18.0 12.2 16.9 15.1 13.9 8.6 

東部 
254 95 32 25 38 10 16 17 

100.0 37.4 12.6 9.8 15.0 3.9 6.3 6.7 

西部 
94 24 38 25 11 4 17 7 

100.0 25.5 40.4 26.6 11.7 4.3 18.1 7.4 

南部 
88 29 59 23 16 16 5 37 

100.0 33.0 67.0 26.1 18.2 18.2 5.7 42.0 

北部 
185 56 56 43 22 33 15 14 

100.0 30.3 30.3 23.2 11.9 17.8 8.1 7.6 

北東部 
106 35 24 18 15 31 15 12 

100.0 33.0 22.6 17.0 14.2 29.2 14.2 11.3 

 

子育てを支

援してくれ

る環境が充

実している 

市民の交流

拠点が整備

され，地域

がまとまっ

ている 

特色ある地

域活動が盛

んに行われ

ている 

農林水産物

が豊富にあ

る 

スポーツや

レクリエー

ションのた

めの環境が

充実してい

る 

その他 特になし 無回答 

全体 
131 124 124 106 94 26 305 63 

10.4 9.8 9.8 8.4 7.4 2.1 24.2 5.0 

中央 
56 57 53 31 39 12 128 23 

11.0 11.2 10.4 6.1 7.6 2.4 25.1 4.5 

東部 
23 23 22 16 16 8 78 16 

9.1 9.1 8.7 6.3 6.3 3.1 30.7 6.3 

西部 
16 12 14 11 5 - 21 1 

17.0 12.8 14.9 11.7 5.3 - 22.3 1.1 

南部 
13 12 9 15 15 - 9 - 

14.8 13.6 10.2 17.0 17.0 - 10.2 - 

北部 
13 13 18 22 8 2 44 8 

7.0 7.0 9.7 11.9 4.3 1.1 23.8 4.3 

北東部 
9 5 7 10 11 3 19 8 

8.5 4.7 6.6 9.4 10.4 2.8 17.9 7.5 
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問 12 
あなたのお住いの地域（小学校区）で問題や不安を感じることは何ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

お住まいの地域（小学校区）の問題や不安に感じることを見ると，「高齢者が増えていること」が 69.7％

で最も回答が多くなっている。次いで，「地域での活動に参加する人材が少なくなっていること」（36.1％）

が多いほか，「若者が少なくなっていること」（34.5％），「住民同士の交流が少なくなっていること」

（32.8％），「空き家が増えていること」（31.9％）が多くなっている。 

年代別に見ると，60歳代以上では「高齢者が増えていること」や「地域での活動に参加する人材が少

なくなっていること」，70歳代では「空き家が増えていること」，20歳代以下では「災害に対する備えが

十分できていないこと」が他の年代と比較して回答が多くなっている。 

地区別に見ると，西部では「地域での活動に参加する人材が少なくなっていること」，「若者が少なく

なっていること」，「空き家が増えていること」，「耕作放棄地が増えていること」，「病院が少なくなって

いること」，南部では「高齢者が増えていること」，「若者が少なくなっていること」，「空き家が増えてい

ること」，「耕作放棄地が増えていること」，「買い物などのための移動手段が確保できなくなっているこ

と」，「買い物する場所が少なくなっていること」，北部では「高齢者が増えていること」，北東部では「住

民同士の交流が少なくなっていること」，「災害に対する備えが十分できていないこと」，「買い物などの

ための移動手段が確保できなくなっていること」，「買い物する場所が少なくなっていること」，「治安が

悪くなっていること」が他の地区と比較して回答が多くなっている。 

 
図 3-14 地域で問題や不安を感じること 
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空き家が増えていること
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耕作放棄地が増えていること

買い物などのための移動手段が確保できなくなっていること

買い物する場所が少なくなっていること

自転車運転などの交通マナーが悪くなっていること

ゴミ出しのマナーが悪くなっていること

治安が悪くなっていること

見守り活動などの子育てを支援する環境が不足していること

病院が少なくなっていること

その他

特になし

無回答

（％）

（n＝1,262） 
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表 3-19 地域で問題や不安を感じること（性別・年代別）            （単位：人，％） 

 合計 
高齢者が
増えてい
ること 

地域での
活動に参
加する人
材が少な
くなって
いること 

若者が少
なくなっ
ているこ
と 

住民同士
の交流が
少なくな
っている
こと 

空き家が
増えてい
ること 

災害に対
する備え
が十分で
きていな
いこと 

耕作放棄
地が増え
ているこ
と 

買い物な
どのため
の移動手
段が確保
できなく
なってい
ること 

全体 
1,262 880 456 436 414 402 391 275 260 
100.0 69.7 36.1 34.5 32.8 31.9 31.0 21.8 20.6 

男性 
522 379 190 201 169 164 154 126 107 

100.0 72.6 36.4 38.5 32.4 31.4 29.5 24.1 20.5 

女性 
699 477 256 219 233 227 221 144 142 

100.0 68.2 36.6 31.3 33.3 32.5 31.6 20.6 20.3 

その他または 
答えたくない 

27 17 8 14 8 5 12 4 7 
100.0 63.0 29.6 51.9 29.6 18.5 44.4 14.8 25.9 

20 歳代以下 
100 62 23 30 32 16 39 11 20 

100.0 62.0 23.0 30.0 32.0 16.0 39.0 11.0 20.0 

30 歳代 
148 78 30 39 33 37 54 24 20 

100.0 52.7 20.3 26.4 22.3 25.0 36.5 16.2 13.5 

40 歳代 
187 117 58 50 52 42 64 23 31 

100.0 62.6 31.0 26.7 27.8 22.5 34.2 12.3 16.6 

50 歳代 
191 124 61 64 57 50 61 30 40 

100.0 64.9 31.9 33.5 29.8 26.2 31.9 15.7 20.9 

60 歳代 
233 185 107 86 93 93 70 65 46 

100.0 79.4 45.9 36.9 39.9 39.9 30.0 27.9 19.7 

70 歳代 
275 224 124 107 94 116 67 80 61 

100.0 81.5 45.1 38.9 34.2 42.2 24.4 29.1 22.2 

80 歳以上 
112 82 50 58 49 43 31 40 38 

100.0 73.2 44.6 51.8 43.8 38.4 27.7 35.7 33.9 

 

買い物す
る場所が
少なくな
っている
こと 

自転車運
転などの
交通マナ
ーが悪く
なってい
ること 

ゴミ出し
のマナー
が悪くな
っている
こと 

治安が悪
くなって
いること 

見守り活
動などの
子育てを
支援する
環境が不
足してい
ること 

病院が少
なくなっ
ているこ
と 

その他 特になし 無回答 

全体 
251 246 236 159 142 128 50 55 22 

19.9 19.5 18.7 12.6 11.3 10.1 4.0 4.4 1.7 

男性 
98 128 96 66 55 49 21 20 6 

18.8 24.5 18.4 12.6 10.5 9.4 4.0 3.8 1.1 

女性 
144 111 132 87 84 73 28 33 13 

20.6 15.9 18.9 12.4 12.0 10.4 4.0 4.7 1.9 

その他または 
答えたくない 

8 6 4 4 2 4 1 2 - 
29.6 22.2 14.8 14.8 7.4 14.8 3.7 7.4 - 

20 歳代以下 
16 20 6 11 16 9 4 6 - 

16.0 20.0 6.0 11.0 16.0 9.0 4.0 6.0 - 

30 歳代 
27 23 19 24 23 18 6 18 1 

18.2 15.5 12.8 16.2 15.5 12.2 4.1 12.2 0.7 

40 歳代 
37 39 43 27 24 18 11 9 3 

19.8 20.9 23.0 14.4 12.8 9.6 5.9 4.8 1.6 

50 歳代 
28 44 40 27 16 21 8 8 2 

14.7 23.0 20.9 14.1 8.4 11.0 4.2 4.2 1.0 

60 歳代 
46 40 46 30 25 23 10 6 3 

19.7 17.2 19.7 12.9 10.7 9.9 4.3 2.6 1.3 

70 歳代 
65 56 63 26 24 29 6 1 6 

23.6 20.4 22.9 9.5 8.7 10.5 2.2 0.4 2.2 

80 歳以上 
31 23 16 11 11 8 5 7 4 

27.7 20.5 14.3 9.8 9.8 7.1 4.5 6.3 3.6 
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表 3-20 地域で問題や不安を感じること（地区別）       （単位：人，％） 

 合計 
高齢者が
増えてい
ること 

地域での
活動に参
加する人
材が少な
くなって
いること 

若者が少
なくなっ
ているこ
と 

住民同士
の交流が
少なくな
っている
こと 

空き家が
増えてい
ること 

災害に対
する備え
が十分で
きていな
いこと 

耕作放棄
地が増え
ているこ
と 

買い物な
どのため
の移動手
段が確保
できなく
なってい
ること 

全体 
1,262 880 456 436 414 402 391 275 260 

100.0 69.7 36.1 34.5 32.8 31.9 31.0 21.8 20.6 

中央 
510 334 176 148 175 132 156 64 69 

100.0 65.5 34.5 29.0 34.3 25.9 30.6 12.5 13.5 

東部 
254 180 85 78 79 64 55 26 50 

100.0 70.9 33.5 30.7 31.1 25.2 21.7 10.2 19.7 

西部 
94 66 46 46 36 47 36 37 26 

100.0 70.2 48.9 48.9 38.3 50.0 38.3 39.4 27.7 

南部 
88 71 29 40 22 49 28 36 28 

100.0 80.7 33.0 45.5 25.0 55.7 31.8 40.9 31.8 

北部 
185 144 71 79 51 71 66 70 46 

100.0 77.8 38.4 42.7 27.6 38.4 35.7 37.8 24.9 

北東部 
106 69 44 38 44 30 43 37 36 

100.0 65.1 41.5 35.8 41.5 28.3 40.6 34.9 34.0 

 

買い物す
る場所が
少なくな
っている
こと 

自転車運
転などの
交通マナ
ーが悪く
なってい
ること 

ゴミ出し
のマナー
が悪くな
っている
こと 

治安が悪
くなって
いること 

見守り活
動などの
子育てを
支援する
環境が不
足してい
ること 

病院が少
なくなっ
ているこ
と 

その他 特になし 無回答 

全体 
251 246 236 159 142 128 50 55 22 

19.9 19.5 18.7 12.6 11.3 10.1 4.0 4.4 1.7 

中央 
79 110 98 64 48 29 21 25 13 

15.5 21.6 19.2 12.5 9.4 5.7 4.1 4.9 2.5 

東部 
43 54 55 31 30 15 10 18 2 

16.9 21.3 21.7 12.2 11.8 5.9 3.9 7.1 0.8 

西部 
20 22 22 11 15 24 1 2 - 

21.3 23.4 23.4 11.7 16.0 25.5 1.1 2.1 - 

南部 
35 8 7 6 15 11 3 3 - 

39.8 9.1 8.0 6.8 17.0 12.5 3.4 3.4 - 

北部 
40 25 29 15 21 34 8 5 3 

21.6 13.5 15.7 8.1 11.4 18.4 4.3 2.7 1.6 

北東部 
32 25 21 27 10 13 7 2 1 

30.2 23.6 19.8 25.5 9.4 12.3 6.6 1.9 0.9 
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問 13 
あなたは，現在，地域の活動に参加されていますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

地域活動への参加状況を見ると，約６割の人が何らかの地域の活動に参加しており，特に「自治

会・町内会活動」が50.1％で最も多くなっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「参加していない」の回答が特に多く，その他，70歳代以上では

「趣味などの同好会活動」，30歳代や40歳代では「ＰＴＡや子ども会活動」が他の年代と比較して回

答が多くなっている。 

地区別に見ると，西部や南部では「自治会，町内会活動」，中央や東部では「参加していない」が

他の地区と比較して回答が多くなっている。 

 
図 3-15 地域活動への参加 
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自治会，町内会活動

趣味などの同好会活動

ＰＴＡや子ども会活動

地域安全・交通安全活動

地域おこしなどのまちづくり活動

ボランティア活動

消防団活動

ＮＰＯ活動

その他

参加していない

無回答

（％）

【前回結果】 

・自治会，町内会活動 47.4％ 
・趣味などの同好会活動 18.3％ 
・ＰＴＡや子ども会活動 9.2％ 
・地域安全・交通安全活動 6.3％ 
・地域おこしなどのまちづくり活動 
6.9％ 

・ボランティア活動 7.1％ 
・消防団活動 1.2％ 
・ＮＰＯ活動 0.6％ 
・その他 2.1％ 
・参加していない 36.6％ 
・無回答 3.1％ 

（n＝1,512） 

（n＝1,262） 
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表 3-21 地域活動への参加（性別・年代別）       （単位：人，％） 

 合計 
自治会，町内会
活動 

趣味などの同
好会活動 

ＰＴＡや子ど
も会活動 

地域安全・交
通安全活動 

地域おこしな
どのまちづく
り活動 

全体 
1,262 632 191 121 69 64 

100.0 50.1 15.1 9.6 5.5 5.1 

男性 
522 272 78 26 43 37 

100.0 52.1 14.9 5.0 8.2 7.1 

女性 
699 340 110 90 25 25 

100.0 48.6 15.7 12.9 3.6 3.6 

その他または 
答えたくない 

27 13 2 4 - 1 

100.0 48.1 7.4 14.8 - 3.7 

20 歳代以下 
100 22 5 3 1 4 

100.0 22.0 5.0 3.0 1.0 4.0 

30 歳代 
148 60 10 38 5 2 

100.0 40.5 6.8 25.7 3.4 1.4 

40 歳代 
187 96 22 60 7 8 

100.0 51.3 11.8 32.1 3.7 4.3 

50 歳代 
191 102 20 9 8 9 

100.0 53.4 10.5 4.7 4.2 4.7 

60 歳代 
233 136 28 4 16 13 

100.0 58.4 12.0 1.7 6.9 5.6 

70 歳代 
275 156 81 6 24 19 

100.0 56.7 29.5 2.2 8.7 6.9 

80 歳以上 
112 52 24 - 7 8 

100.0 46.4 21.4 - 6.3 7.1 

 ボランティア
活動 

消防団活動 ＮＰＯ活動 その他 
参加していな
い 

無回答 

全体 
62 21 5 22 448 46 

4.9 1.7 0.4 1.7 35.5 3.6 

男性 
27 10 1 12 189 13 

5.2 1.9 0.2 2.3 36.2 2.5 

女性 
34 10 4 10 246 29 

4.9 1.4 0.6 1.4 35.2 4.1 

その他または 
答えたくない 

1 1 - - 9 1 

3.7 3.7 - - 33.3 3.7 

20 歳代以下 
- 3 1 - 72 - 

- 3.0 1.0 - 72.0 - 

30 歳代 
- 5 2 2 69 4 

- 3.4 1.4 1.4 46.6 2.7 

40 歳代 
7 2 1 1 62 4 

3.7 1.1 0.5 0.5 33.2 2.1 

50 歳代 
6 3 - 2 70 5 

3.1 1.6 - 1.0 36.6 2.6 

60 歳代 
18 3 1 3 68 6 

7.7 1.3 0.4 1.3 29.2 2.6 

70 歳代 
23 4 - 8 71 9 

8.4 1.5 - 2.9 25.8 3.3 

80 歳以上 
8 1 - 6 33 13 

7.1 0.9 - 5.4 29.5 11.6 

 
  



 

－41－ 

表 3-22 地域活動への参加（地区別）        （単位：人，％） 

 合計 
自治会，町内会
活動 

趣味などの同
好会活動 

ＰＴＡや子ど
も会活動 

地域安全・交
通安全活動 

地域おこしな
どのまちづく
り活動 

全体 
1,262 632 191 121 69 64 

100.0 50.1 15.1 9.6 5.5 5.1 

中央 
510 229 63 47 24 19 

100.0 44.9 12.4 9.2 4.7 3.7 

東部 
254 124 45 23 12 12 

100.0 48.8 17.7 9.1 4.7 4.7 

西部 
94 56 14 10 4 7 

100.0 59.6 14.9 10.6 4.3 7.4 

南部 
88 53 17 7 7 10 

100.0 60.2 19.3 8.0 8.0 11.4 

北部 
185 107 32 19 10 5 

100.0 57.8 17.3 10.3 5.4 2.7 

北東部 
106 52 18 15 10 9 

100.0 49.1 17.0 14.2 9.4 8.5 

 ボランティア
活動 

消防団活動 ＮＰＯ活動 その他 
参加していな
い 

無回答 

全体 
62 21 5 22 448 46 

4.9 1.7 0.4 1.7 35.5 3.6 

中央 
18 4 1 11 206 18 

3.5 0.8 0.2 2.2 40.4 3.5 

東部 
11 5 2 2 99 6 

4.3 2.0 0.8 0.8 39.0 2.4 

西部 
6 4 - - 29 1 

6.4 4.3 - - 30.9 1.1 

南部 
7 2 - 3 23 4 

8.0 2.3 - 3.4 26.1 4.5 

北部 
14 2 - 5 48 7 

7.6 1.1 - 2.7 25.9 3.8 

北東部 
6 4 2 1 35 4 

5.7 3.8 1.9 0.9 33.0 3.8 
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問 14 

あなたは，今後または将来において，あなたの経験や学んだことを，地域づくりのどのよう

な分野に活かしていきたいと思いますか。 

（２つまで選び，番号を○で囲んでください。） 

経験や学んだことを地域づくりに活かしたい分野を見ると，「高齢者の福祉」が15.9％で最も回答が

多く，次いで「子育て支援」（15.0％）が多くなっている。そのほか，「地域の安全や防災」（11.9％），

「スポーツ・レクリエーション」（10.1％）も多くなっている。 

性別に見ると，女性では「子育て支援」，男性では「地域の安全や防災」，「スポーツ・レクリエ

ーション」が性別で比較して回答が多くなっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「スポーツ・レクリエーション」や「障がい者の福祉」，「観光」，

30歳代では「子育て支援」，70歳代では「地産地消」が他の年代と比較して回答が多くなっている。 

地区別に見ると，東部では「地域の安全や防災」が他の地区と比較して回答が多くなっている。 

 

図 3-16 経験や学んだことを，地域づくりのどのような分野に活かしていきたいか 
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地域の安全や防災

スポーツ・レクリエーション

地産地消

学校教育・生涯学習
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自然保護・環境問題

障がい者の福祉

歴史・文化

国際交流

観光

人権・平和

その他

特にない

無回答

（％）

【前回結果】 

・高齢者の福祉 22.0％ 
・子育て支援 16.2％ 
・地域の安全や防災 13.9％ 
・スポーツ・レクリエーション 9.4％ 
・地産地消 9.2％ 
・学校教育・生涯学習 7.5％ 
・公園や道路などの管理 5.0％ 
・自然保護・環境問題 10.3％ 
・障がい者の福祉 8.7％ 
・歴史・文化 5.0％ 
・国際交流 2.6％ 
・観光 5.8％ 
・人権・平和 3.3％ 
・その他 1.5％ 
・特にない 27.4％ 
・無回答 4.9％ 

（n＝1,512） 

（n＝1,262） 
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表 3-23 経験や学んだことを，地域づくりのどのような分野に活かしていきたいか（性別・年代別） 
（単位：人，％） 

 合計 
高齢者の
福祉 

子育て支援 
地域の安
全や防災 

スポーツ・
レクリエー
ション 

地産地消 
学 校 教
育・生涯
学習 

公園や道
路などの
管理 

自 然 保
護・環境
問題 

全体 
1,262 201 189 150 127 96 94 83 81 

100.0 15.9 15.0 11.9 10.1 7.6 7.4 6.6 6.4 

男性 
522 73 43 85 72 36 32 50 47 

100.0 14.0 8.2 16.3 13.8 6.9 6.1 9.6 9.0 

女性 
699 124 140 61 52 57 57 31 33 

100.0 17.7 20.0 8.7 7.4 8.2 8.2 4.4 4.7 

その他または 
答えたくない 

27 3 4 2 3 2 4 2 0 

100.0 11.1 14.8 7.4 11.1 7.4 14.8 7.4 0 

20 歳代以下 
100 7 22 5 18 6 9 9 4 

100.0 7.0 22.0 5.0 18.0 6.0 9.0 9.0 4.0 

30 歳代 
148 17 48 10 14 4 21 12 13 

100.0 11.5 32.4 6.8 9.5 2.7 14.2 8.1 8.8 

40 歳代 
187 23 44 15 25 17 21 5 3 

100.0 12.3 23.5 8.0 13.4 9.1 11.2 2.7 1.6 

50 歳代 
191 28 27 21 24 11 16 12 15 

100.0 14.7 14.1 11.0 12.6 5.8 8.4 6.3 7.9 

60 歳代 
233 31 30 33 18 22 11 21 18 

100.0 13.3 12.9 14.2 7.7 9.4 4.7 9.0 7.7 

70 歳代 
275 55 14 50 19 34 9 19 22 

100.0 20.0 5.1 18.2 6.9 12.4 3.3 6.9 8.0 

80 歳以上 
112 38 2 15 9 2 5 5 5 

100.0 33.9 1.8 13.4 8.0 1.8 4.5 4.5 4.5 

 障がい者
の福祉 

歴史・文化 国際交流 観光 人権・平和 その他 特にない 無回答 

全体 
63 53 40 31 30 16 391 112 

5.0 4.2 3.2 2.5 2.4 1.3 31.0 8.9 

男性 
24 33 19 18 12 7 152 42 

4.6 6.3 3.6 3.4 2.3 1.3 29.1 8.0 

女性 
36 19 20 13 16 9 227 64 

5.2 2.7 2.9 1.9 2.3 1.3 32.5 9.2 

その他または 
答えたくない 

3 0 0 0 2 0 10 0 

11.1 0 0 0 7.4 0 37 0 

20 歳代以下 
11 7 4 10 3 3 24 3 

11.0 7.0 4.0 10.0 3.0 3.0 24.0 3.0 

30 歳代 
9 5 4 3 5 - 40 7 

6.1 3.4 2.7 2.0 3.4 - 27.0 4.7 

40 歳代 
11 6 10 3 5 2 63 12 

5.9 3.2 5.3 1.6 2.7 1.1 33.7 6.4 

50 歳代 
8 5 10 5 5 3 64 12 

4.2 2.6 5.2 2.6 2.6 1.6 33.5 6.3 

60 歳代 
8 13 4 5 3 3 79 19 

3.4 5.6 1.7 2.1 1.3 1.3 33.9 8.2 

70 歳代 
8 12 5 4 8 4 86 30 

2.9 4.4 1.8 1.5 2.9 1.5 31.3 10.9 

80 歳以上 
8 4 2 1 1 1 33 22 

7.1 3.6 1.8 0.9 0.9 0.9 29.5 19.6 
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表 3-24 経験や学んだことを，地域づくりのどのような分野に活かしていきたいか（地区別） 

（単位：人，％） 

 合計 
高齢者の
福祉 

子育て支援 
地域の安
全や防災 

スポーツ・
レクリエー
ション 

地産地消 
学 校 教
育・生涯
学習 

公園や道
路などの
管理 

自 然 保
護・環境
問題 

全体 
1,262 201 189 150 127 96 94 83 81 

100.0 15.9 15.0 11.9 10.1 7.6 7.4 6.6 6.4 

中央 
510 73 83 55 58 38 39 30 28 

100.0 14.3 16.3 10.8 11.4 7.5 7.6 5.9 5.5 

東部 
254 44 35 53 25 17 19 26 10 

100.0 17.3 13.8 20.9 9.8 6.7 7.5 10.2 3.9 

西部 
94 14 18 7 12 8 8 9 9 

100.0 14.9 19.1 7.4 12.8 8.5 8.5 9.6 9.6 

南部 
88 20 13 5 9 10 4 6 5 

100.0 22.7 14.8 5.7 10.2 11.4 4.5 6.8 5.7 

北部 
185 37 22 16 10 11 11 8 19 

100.0 20.0 11.9 8.6 5.4 5.9 5.9 4.3 10.3 

北東部 
106 9 14 10 13 12 11 3 9 

100.0 8.5 13.2 9.4 12.3 11.3 10.4 2.8 8.5 

 障がい者
の福祉 

歴史・文化 国際交流 観光 人権・平和 その他 特にない 無回答 

全体 
63 53 40 31 30 16 391 112 

5.0 4.2 3.2 2.5 2.4 1.3 31.0 8.9 

中央 
27 21 14 13 13 7 165 43 

5.3 4.1 2.7 2.5 2.5 1.4 32.4 8.4 

東部 
11 11 15 8 6 6 76 8 

4.3 4.3 5.9 3.1 2.4 2.4 29.9 3.1 

西部 
6 3 1 1 1 - 25 11 

6.4 3.2 1.1 1.1 1.1 - 26.6 11.7 

南部 
2 3 3 4 1 1 24 9 

2.3 3.4 3.4 4.5 1.1 1.1 27.3 10.2 

北部 
11 8 3 3 7 - 63 23 

5.9 4.3 1.6 1.6 3.8 - 34.1 12.4 

北東部 
5 6 2 2 2 2 33 9 

4.7 5.7 1.9 1.9 1.9 1.9 31.1 8.5 
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（６） 出産・子育てについて 
  

問 15 
あなたは，福山市は出産や子育てをしやすいまちだと思いますか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

福山市の出産や子育てのしやすさを見ると，37.6％が『出産・子育てしやすい』（「そう思う」と「ど

ちらかといえばそう思う」の合計）と回答しており，否定的な意見は10.9％と少なくなっている。 

性別に見ると，女性の方が『出産・子育てしやすい』と回答した人が男性よりも多くなっている。 

年代別に見ると，子育て世代である 30 歳代から 50 歳代では約４割の人が『出産・子育てしやすい』

と回答している。 

地区別に見ると，南部や中央では４割超の人が『出産・子育てしやすい』と回答しているのに対して，

北部，北東部では『出産・子育てしやすい』と回答したのは約３割と他の地区に比較して少なくなって

いる。 

 

図 3-17 福山市は出産や子育てをしやすいまちだと思うか 
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どちらかといえば
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無回答

11.2%

（n＝1,262） 
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表 3-25 福山市は出産や子育てをしやすいまちだと思うか（性別・年代別）    （単位：人，％） 

 合計 そう思う 
どちらかと
いえばそう
思う 

どちらとも
いえない 

どちらかと
いえばそう
思わない 

そう思わな
い 

無回答 

全体 
1,262 125 349 509 101 37 141 

100.0 9.9 27.7 40.3 8.0 2.9 11.2 

男性 
522 52 126 233 39 15 57 

100.0 10.0 24.1 44.6 7.5 2.9 10.9 

女性 
699 70 215 261 58 18 77 

100.0 10.0 30.8 37.3 8.3 2.6 11.0 

その他または 
答えたくない 

27 1 6 12 4 3 1 

100.0 3.7 22.2 44.4 14.8 11.1 3.7 

20 歳代以下 
100 13 25 49 7 3 3 

100.0 13.0 25.0 49.0 7.0 3.0 3.0 

30 歳代 
148 12 46 54 23 7 6 

100.0 8.1 31.1 36.5 15.5 4.7 4.1 

40 歳代 
187 16 61 77 22 9 2 

100.0 8.6 32.6 41.2 11.8 4.8 1.1 

50 歳代 
191 17 60 84 17 6 7 

100.0 8.9 31.4 44.0 8.9 3.1 3.7 

60 歳代 
233 23 63 106 15 8 18 

100.0 9.9 27.0 45.5 6.4 3.4 7.7 

70 歳代 
275 31 63 102 10 2 67 

100.0 11.3 22.9 37.1 3.6 0.7 24.4 

80 歳以上 
112 11 29 30 7 2 33 

100.0 9.8 25.9 26.8 6.3 1.8 29.5 
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表 3-26 福山市は出産や子育てをしやすいまちだと思うか（地区別）     （単位：人，％） 

 合計 そう思う 
どちらかと
いえばそう
思う 

どちらとも
いえない 

どちらかと
いえばそう
思わない 

そう思わな
い 

無回答 

全体 
1,262 125 349 509 101 37 141 

100.0 9.9 27.7 40.3 8.0 2.9 11.2 

中央 
510 62 151 202 35 16 44 

100.0 12.2 29.6 39.6 6.9 3.1 8.6 

東部 
254 23 66 109 20 8 28 

100.0 9.1 26.0 42.9 7.9 3.1 11.0 

西部 
94 11 25 37 12 3 6 

100.0 11.7 26.6 39.4 12.8 3.2 6.4 

南部 
88 6 31 38 4 3 6 

100.0 6.8 35.2 43.2 4.5 3.4 6.8 

北部 
185 10 48 71 18 4 34 

100.0 5.4 25.9 38.4 9.7 2.2 18.4 

北東部 
106 10 24 42 12 3 15 

100.0 9.4 22.6 39.6 11.3 2.8 14.2 
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問 15① 
出産や子育てしやすいと思う理由は何ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

福山市が『出産や子育てしやすい』と回答した理由は，「保育所・幼稚園等が充実している」が56.5％

で最も多くなっている。次いで，「医療環境が充実している」（47.7％），「妊婦健診や相談などが充

実している」（39.2％）が多くなっている。 

性別に見ると，男性では「保育所・幼稚園等が充実している」が，女性では「妊婦健診や相談など

が充実している」が性別で比較して多くなっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「子育ての相談窓口が充実している」，「子どもの遊び場が充実

している」，「一時的に子どもを預ける場所がある」，「子どもの教育環境が充実している」，30歳

代では「妊婦健診や相談などが充実している」，「産前・産後のサポートが充実している」，50歳代

では「子育ての経済的負担が軽減されている」が他の年代よりも多くなっている。 

地区別に見ると，東部では「妊婦健診や相談などが充実している」，西部では「保育所・幼稚園等が充

実している」，「子育ての相談窓口が充実している」，南部では「産前・産後のサポートが充実している」，

「子育て支援のネットワークがある」，北部では「子育ての経済的負担が軽減されている」，北東部では

「保育所・幼稚園等が充実している」，「子どもの教育環境が充実している」が他の地区と比較して多く

なっている。 

 

図 3-18 出産や子育てしやすいと思う理由 
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保育所・幼稚園等が充実している

医療環境が充実している

妊婦健診や相談などが充実している

子育ての相談窓口が充実している

産前・産後のサポートが充実している

子育ての経済的負担が軽減されている

子育て支援のネットワークがある

子どもの遊び場が充実している

一時的に子どもを預ける場所がある

子育てに関する情報が身近にある

地域での子育て支援が充実している

ひとり親家庭への支援が充実している

子どもの教育環境が充実している

仕事と家庭の両立支援が進んでいる

その他

無回答

（％）

（n＝474） 
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表 3-27 出産や子育てしやすいと思う理由（性別・年代別）      （単位：人，％） 

 合計 

保育所・
幼稚園等
が充実し
ている 

医療環境
が充実し
ている 

妊婦健診
や相談な
どが充実
している 

子育ての
相談窓口
が充実し
ている 

産前・産後
のサポート
が充実して
いる 

子育ての経
済的負担が
軽減されて
いる 

子育て支
援のネッ
トワーク
がある 

子どもの
遊び場が
充実して
いる 

全体 
474 268 226 186 118 103 92 75 68 

100.0 56.5 47.7 39.2 24.9 21.7 19.4 15.8 14.3 

男性 
178 111 94 56 43 40 28 29 38 

100.0 62.4 52.8 31.5 24.2 22.5 15.7 16.3 21.3 

女性 
285 150 125 124 70 59 62 44 30 

100.0 52.6 43.9 43.5 24.6 20.7 21.8 15.4 10.5 

その他または 
答えたくない 

7 3 4 3 3 2 1 1 0 
100.0 42.9 57.1 42.9 42.9 28.6 14.3 14.3 0 

20 歳代以下 
38 23 14 12 15 9 6 9 10 

100.0 60.5 36.8 31.6 39.5 23.7 15.8 23.7 26.3 

30 歳代 
58 27 30 27 19 18 10 12 13 

100.0 46.6 51.7 46.6 32.8 31.0 17.2 20.7 22.4 

40 歳代 
77 44 35 32 17 13 14 13 12 

100.0 57.1 45.5 41.6 22.1 16.9 18.2 16.9 15.6 

50 歳代 
77 38 39 29 15 14 20 13 9 

100.0 49.4 50.6 37.7 19.5 18.2 26.0 16.9 11.7 

60 歳代 
86 54 43 30 19 11 17 10 8 

100.0 62.8 50.0 34.9 22.1 12.8 19.8 11.6 9.3 

70 歳代 
94 58 47 42 24 27 20 13 12 

100.0 61.7 50.0 44.7 25.5 28.7 21.3 13.8 12.8 

80 歳以上 
40 21 16 11 6 8 4 4 4 

100.0 52.5 40.0 27.5 15.0 20.0 10.0 10.0 10.0 

 

一時的に
子どもを
預ける場
所がある 

子育てに
関する情
報が身近
にある 

地域での
子育て支
援が充実
している 

ひとり親家
庭への支援
が充実して
いる 

子どもの
教育環境
が充実し
ている 

仕事と家
庭の両立
支援が進
んでいる 

その他 無回答 

全体 
66 63 58 47 47 47 8 19 

13.9 13.3 12.2 9.9 9.9 9.9 1.7 4.0 

男性 
21 25 19 18 28 23 2 6 

11.8 14.0 10.7 10.1 15.7 12.9 1.1 3.4 

女性 
43 34 38 27 19 23 5 13 

15.1 11.9 13.3 9.5 6.7 8.1 1.8 4.6 

その他または 
答えたくない 

1 2 0 0 0 0 0 0 
14.3 28.6 0 0 0 0 0 0 

20 歳代以下 
12 5 6 3 7 6 1 - 

31.6 13.2 15.8 7.9 18.4 15.8 2.6 - 

30 歳代 
5 9 8 4 9 8 1 1 

8.6 15.5 13.8 6.9 15.5 13.8 1.7 1.7 

40 歳代 
15 13 12 8 7 5 1 1 

19.5 16.9 15.6 10.4 9.1 6.5 1.3 1.3 

50 歳代 
12 8 9 11 3 8 1 1 

15.6 10.4 11.7 14.3 3.9 10.4 1.3 1.3 

60 歳代 
10 7 13 5 5 9 - 7 

11.6 8.1 15.1 5.8 5.8 10.5 - 8.1 

70 歳代 
8 15 7 11 12 7 1 4 

8.5 16.0 7.4 11.7 12.8 7.4 1.1 4.3 

80 歳以上 
3 4 2 3 4 4 2 5 

7.5 10.0 5.0 7.5 10.0 10.0 5.0 12.5 

  



 

－50－ 

表 3-28 出産や子育てしやすいと思う理由（地区別）      （単位：人，％） 

 合計 

保育所・
幼稚園等
が充実し
ている 

医療環境
が充実し
ている 

妊婦健診
や相談な
どが充実
している 

子育ての
相談窓口
が充実し
ている 

産前・産後
のサポート
が充実して
いる 

子育ての経
済的負担が
軽減されて
いる 

子育て支
援のネッ
トワーク
がある 

子どもの
遊び場が
充実して
いる 

全体 
474 268 226 186 118 103 92 75 68 

100.0 56.5 47.7 39.2 24.9 21.7 19.4 15.8 14.3 

中央 
213 126 112 78 54 43 42 34 29 

100.0 59.2 52.6 36.6 25.4 20.2 19.7 16.0 13.6 

東部 
89 44 41 44 21 22 15 11 16 

100.0 49.4 46.1 49.4 23.6 24.7 16.9 12.4 18.0 

西部 
36 23 16 15 16 6 3 4 3 

100.0 63.9 44.4 41.7 44.4 16.7 8.3 11.1 8.3 

南部 
37 17 16 14 9 12 5 11 5 

100.0 45.9 43.2 37.8 24.3 32.4 13.5 29.7 13.5 

北部 
58 31 23 18 9 10 20 9 11 

100.0 53.4 39.7 31.0 15.5 17.2 34.5 15.5 19.0 

北東部 
34 23 14 14 6 7 6 5 4 

100.0 67.6 41.2 41.2 17.6 20.6 17.6 14.7 11.8 

 

一時的に
子どもを
預ける場
所がある 

子育てに
関する情
報が身近
にある 

地域での
子育て支
援が充実
している 

ひとり親家
庭への支援
が充実して
いる 

子どもの
教育環境
が充実し
ている 

仕事と家
庭の両立
支援が進
んでいる 

その他 無回答 

全体 
66 63 58 47 47 47 8 19 

13.9 13.3 12.2 9.9 9.9 9.9 1.7 4.0 

中央 
36 26 26 18 21 17 4 8 

16.9 12.2 12.2 8.5 9.9 8.0 1.9 3.8 

東部 
6 12 8 7 6 5 1 6 

6.7 13.5 9.0 7.9 6.7 5.6 1.1 6.7 

西部 
5 2 7 3 4 5 - 1 

13.9 5.6 19.4 8.3 11.1 13.9 - 2.8 

南部 
3 4 5 5 5 7 1 - 

8.1 10.8 13.5 13.5 13.5 18.9 2.7 - 

北部 
8 12 7 7 3 8 1 3 

13.8 20.7 12.1 12.1 5.2 13.8 1.7 5.2 

北東部 
7 5 4 5 7 4 - - 

20.6 14.7 11.8 14.7 20.6 11.8 - - 
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問 15② 
出産や子育てがしやすいとは思わない理由は何ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

福山市が『出産や子育てがしやすいとは思わない』（「どちらかといえばそう思わない」と「そう

思わない」の合計）と回答した人の理由は，「子どもの遊び場が充実していない」が50.7％で最も多

く，次いで，「仕事と家庭の両立支援が進んでいない」も50.0％と多くなっている。そのほか，「子 

育ての経済的負担が軽減されていない」（39.1％），「一時的に子どもを預ける場所がない」（39.1％） 

も多くなっている。 

 

※ 「出産や子育てがしやすいとは思わない理由」の回答者は 138人であるため，性別・年代別・地区別にクロス集

計を行うと，それぞれの回答は非常に少なくなるが，参考までに表 3-29・30 に結果を掲載している。 

 

図 3-19 出産や子育てがしやすいとは思わない理由 
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子どもの遊び場が充実していない

仕事と家庭の両立支援が進んでいない

子育ての経済的負担が軽減されていない

一時的に子どもを預ける場所がない

医療環境が充実していない

保育所・幼稚園等が充実していない

子どもの教育環境が充実していない

地域での子育て支援が充実していない

産前・産後のサポートが充実していない

ひとり親家庭への支援が充実していない

子育て支援のネットワークがない

子育てに関する情報が身近にない

子育ての相談窓口が充実していない

妊婦健診や相談などが充実していない

その他

無回答

（％）

（n＝138） 
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表 3-29 出産や子育てがしやすいとは思わない理由（性別・年代別）     （単位：人，％） 

 合計 

子どもの
遊び場が
充実して
いない 

仕事と家
庭の両立
支援が進
んでいな
い 

子育ての
経済的負
担が軽減
されてい
ない 

一時的に
子どもを
預ける場
所がない 

医療環境
が充実し
ていない 

保育所・
幼稚園等
が充実し
ていない 

子どもの
教育環境
が充実し
ていない 

地域での
子育て支
援が充実
していな
い 

全体 
138 70 69 54 54 50 48 35 34 

100.0 50.7 50.0 39.1 39.1 36.2 34.8 25.4 24.6 

男性 
54 26 29 24 20 24 15 15 14 

100.0 48.1 53.7 44.4 37.0 44.4 27.8 27.8 25.9 

女性 
76 41 37 30 30 20 31 18 20 

100.0 53.9 48.7 39.5 39.5 26.3 40.8 23.7 26.3 

その他または 
答えたくない 

7 3 3 - 4 5 2 2 - 
100.0 42.9 42.9 - 57.1 71.4 28.6 28.6 - 

20 歳代以下 
10 4 7 5 2 6 5 1 - 

100.0 40.0 70.0 50.0 20.0 60.0 50.0 10.0 - 

30 歳代 
30 17 17 16 12 11 11 7 6 

100.0 56.7 56.7 53.3 40.0 36.7 36.7 23.3 20.0 

40 歳代 
31 21 17 13 15 13 8 11 11 

100.0 67.7 54.8 41.9 48.4 41.9 25.8 35.5 35.5 

50 歳代 
23 10 11 7 9 5 11 4 3 

100.0 43.5 47.8 30.4 39.1 21.7 47.8 17.4 13.0 

60 歳代 
23 11 9 6 7 10 8 6 7 

100.0 47.8 39.1 26.1 30.4 43.5 34.8 26.1 30.4 

70 歳代 
12 4 4 5 4 3 3 5 4 

100.0 33.3 33.3 41.7 33.3 25.0 25.0 41.7 33.3 

80 歳以上 
9 3 4 2 5 2 2 1 3 

100.0 33.3 44.4 22.2 55.6 22.2 22.2 11.1 33.3 

 

産前・産
後のサポ
ートが充
実してい
ない 

ひとり親
家庭への
支援が充
実してい
ない 

子育て支
援のネッ
トワーク
がない 

子育てに
関する情
報が身近
にない 

子育ての
相談窓口
が充実し
ていない 

妊婦健診
や相談な
どが充実
していな
い 

その他 無回答 

全体 
32 29 24 22 19 15 17 9 

23.2 21.0 17.4 15.9 13.8 10.9 12.3 6.5 

男性 
14 11 10 13 10 9 3 5 

25.9 20.4 18.5 24.1 18.5 16.7 5.6 9.3 

女性 
16 16 12 9 9 6 14 4 

21.1 21.1 15.8 11.8 11.8 7.9 18.4 5.3 

その他または 
答えたくない 

2 2 2 - - - - - 
28.6 28.6 28.6 - - - - - 

20 歳代以下 
3 4 2 2 1 1 2 1 

30.0 40.0 20.0 20.0 10.0 10.0 20.0 10.0 

30 歳代 
12 6 6 7 9 7 5 1 

40.0 20.0 20.0 23.3 30.0 23.3 16.7 3.3 

40 歳代 
9 6 7 8 5 4 6 2 

29.0 19.4 22.6 25.8 16.1 12.9 19.4 6.5 

50 歳代 
3 6 5 1 1 2 3 2 

13.0 26.1 21.7 4.3 4.3 8.7 13.0 8.7 

60 歳代 
2 2 2 1 1 - 1 1 

8.7 8.7 8.7 4.3 4.3 - 4.3 4.3 

70 歳代 
1 3 1 2 1 - - - 

8.3 25.0 8.3 16.7 8.3 - - - 

80 歳以上 
2 2 1 1 1 1 - 2 

22.2 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 - 22.2 

※ 回答数が少ないため，属性別の数値は参考値として掲載する。  
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表 3-30 出産や子育てがしやすいとは思わない理由（地区別）     （単位：人，％） 

 合計 

子どもの
遊び場が
充実して
いない 

仕事と家
庭の両立
支援が進
んでいな
い 

子育ての
経済的負
担が軽減
されてい
ない 

一時的に
子どもを
預ける場
所がない 

医療環境
が充実し
ていない 

保育所・
幼稚園等
が充実し
ていない 

子どもの
教育環境
が充実し
ていない 

地域での
子育て支
援が充実
していな
い 

全体 
138 70 69 54 54 50 48 35 34 

100.0 50.7 50.0 39.1 39.1 36.2 34.8 25.4 24.6 

中央  
51 20 24 22 20 16 17 14 12 

100.0 39.2 47.1 43.1 39.2 31.4 33.3 27.5 23.5 

東部  
28 16 14 11 11 6 9 6 9 

100.0 57.1 50.0 39.3 39.3 21.4 32.1 21.4 32.1 

西部  
15 10 7 6 7 7 8 6 4 

100.0 66.7 46.7 40.0 46.7 46.7 53.3 40.0 26.7 

南部  
7 2 5 1 4 3 2 - 1 

100.0 28.6 71.4 14.3 57.1 42.9 28.6 - 14.3 

北部  
22 13 11 5 8 10 5 7 6 

100.0 59.1 50.0 22.7 36.4 45.5 22.7 31.8 27.3 

北東部 
15 9 8 9 4 8 7 2 2 

100.0 60.0 53.3 60.0 26.7 53.3 46.7 13.3 13.3 

 

産前・産
後のサポ
ートが充
実してい
ない 

ひとり親
家庭への
支援が充
実してい
ない 

子育て支
援のネッ
トワーク
がない 

子育てに
関する情
報が身近
にない 

子育ての
相談窓口
が充実し
ていない 

妊婦健診
や相談な
どが充実
していな
い 

その他 無回答 

全体 
32 29 24 22 19 15 17 9 

23.2 21.0 17.4 15.9 13.8 10.9 12.3 6.5 

中央  
12 13 5 10 8 5 12 1 

23.5 25.5 9.8 19.6 15.7 9.8 23.5 2.0 

東部  
6 7 9 4 3 3 - 4 

21.4 25.0 32.1 14.3 10.7 10.7 - 14.3 

西部  
3 2 5 1 3 2 1 2 

20.0 13.3 33.3 6.7 20.0 13.3 6.7 13.3 

南部  
1 2 1 1 - - - 1 

14.3 28.6 14.3 14.3 - - - 14.3 

北部  
3 4 2 4 3 2 4 1 

13.6 18.2 9.1 18.2 13.6 9.1 18.2 4.5 

北東部 
7 1 2 2 2 3 - - 

46.7 6.7 13.3 13.3 13.3 20.0 - - 

※ 回答数が少ないため，属性別の数値は参考値として掲載する。 

  



 

－54－ 

（７） 人口減少社会に対する考えについて 
  

問 16 

今後，人口減少や少子化・高齢化の進行によって，厳しい市の財政状況が予測される中，現

在の公共サービス※を維持しようとすると，将来世代への負担が増えることが予想されま

す。公共サービスの水準と将来世代への負担の関係について，あなたはどうなるのが良い

と思いますか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

公共サービスの水準と将来世代への負担の関係について見ると，「将来世代への負担を増やさない

よう，公共サービスの水準も一定程度に抑えたほうが良い」が52.1％と最も回答が多くなっており，

次いで「現在の公共サービスの水準を維持・向上させるため，将来世代への負担が増えることはやむ

を得ない」が13.8％，「将来世代への負担を減らしていくため，現在の公共サービスの水準を下げる

ことはやむを得ない」が8.9％であった。 

年代別に見ると，30歳代以下では，「将来世代への負担を増やさないよう，公共サービスの水準も

一定程度に抑えたほうが良い」が多く，80歳以上では「現在の公共サービスの水準を維持・向上させ

るため，将来世代への負担が増えることはやむを得ない」が多くなっている。 

 

図 3-20 公共サービスの水準と将来世代への負担の関係について，どうなるのが良いと思うか 

 

 

 

  

将来世代への負担

を減らしていくた

め，現在の公共

サービスの水準を

下げることはやむ

を得ない

8.9%

将来世代への負

担を増やさない

よう，公共サー

ビスの水準も一

定程度に抑えた

ほうが良い

52.1%

現在の公共

サービスの水

準を維持・向

上させるた

め，将来世代

への負担が増

えることはや

むを得ない

13.8%

その他

6.2%

わからない

15.0%

無回答

4.0%

（n＝1,262） 

 

※公共サービスとは 
市が行う，市民が日常生活および社会生活を円滑に営むために必要な基本的なサービス 
（金銭その他の物の給付，役務の提供，規制，監督，助成，広報，公共施設の整備など） 
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表 3-31 公共サービスの水準と将来世代への負担の関係について，どうなるのが良いと思うか 

（性別・年代別・地区別）        （単位：人，％） 

 合計 

将来世代への

負担を減らし

ていくため，

現在の公共サ

ービスの水準

を下げること

はやむを得な

い 

将来世代への

負担を増やさ

ないよう，公

共サービスの

水準も一定程

度に抑えたほ

うが良い 

現在の公共サ

ービスの水準

を維持・向上

させるため，

将来世代への

負担が増える

ことはやむを

得ない 

その他 わからない 無回答 

全体 
1,262 112 658 174 78 189 51 

100.0 8.9 52.1 13.8 6.2 15.0 4.0 

男性 
522 51 268 94 38 56 15 

100.0 9.8 51.3 18.0 7.3 10.7 2.9 

女性 
699 60 378 78 36 121 26 

100.0 8.6 54.1 11.2 5.2 17.3 3.7 

その他または 
答えたくない 

27 - 12 1 3 11 - 

100.0 - 44.4 3.7 11.1 40.7 - 

20 歳代以下 
100 10 56 16 4 13 1 

100.0 10.0 56.0 16.0 4.0 13.0 1.0 

30 歳代 
148 17 86 14 13 16 2 

100.0 11.5 58.1 9.5 8.8 10.8 1.4 

40 歳代 
187 17 101 16 16 33 4 

100.0 9.1 54.0 8.6 8.6 17.6 2.1 

50 歳代 
191 19 100 29 15 26 2 

100.0 9.9 52.4 15.2 7.9 13.6 1.0 

60 歳代 
233 21 118 32 13 41 8 

100.0 9.0 50.6 13.7 5.6 17.6 3.4 

70 歳代 
275 17 150 42 13 40 13 

100.0 6.2 54.5 15.3 4.7 14.5 4.7 

80 歳以上 
112 10 46 25 3 17 11 

100.0 8.9 41.1 22.3 2.7 15.2 9.8 

中央 
510 46 259 74 28 89 14 

100.0 9.0 50.8 14.5 5.5 17.5 2.7 

東部 
254 23 124 42 21 38 6 

100.0 9.1 48.8 16.5 8.3 15.0 2.4 

西部 
94 8 52 16 5 10 3 

100.0 8.5 55.3 17.0 5.3 10.6 3.2 

南部 
88 9 53 8 4 12 2 

100.0 10.2 60.2 9.1 4.5 13.6 2.3 

北部 
185 18 104 18 13 22 10 

100.0 9.7 56.2 9.7 7.0 11.9 5.4 

北東部 
106 6 62 16 5 14 3 

100.0 5.7 58.5 15.1 4.7 13.2 2.8 
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問 17 

今後，人口減少や少子化・高齢化の進行によって，厳しい市の財政状況が予測される中，あ

なたは，公共施設等サービス※を安定的に供給していくためには，どのようにしたら良いと

思いますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

公共施設等サービスを安定的に供給していくための方法については，「民間施設・民間活力の活用」 

が41.5％で最も回答が多く，次いで，「施設の集約・複合化」（36.2％），「適正な受益者負担」（29.0％） 

が多くなっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「新たな施設への転用」，40歳代では「民間施設・民間活力の活用」，

70歳代では「適正な受益者負担」が他の年代よりも回答が多くなっている。 

地区別に見ると，西部では「民間施設・民間活力の活用」，「適正な受益者負担」，南部では「施

設の長寿命化」が他の地区と比較して回答が多くなっている。 

 

図 3-21 公共施設等サービスを安定的に供給していくためには，どのようにしたら良いと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.5 

36.2 

29.0 

16.8 

13.5 

13.2 

11.6 

3.8 

15.8 

3.6 

3.4 

0 10 20 30 40 50

民間施設・民間活力の活用

施設の集約・複合化

適正な受益者負担

市域を超えた広域的な管理・運営

施設の削減

施設の長寿命化

新たな施設への転用

今のままでよい

わからない

その他

無回答

（％）

【前回結果】 

・施設の集約・複合化 41.7％ 
・施設の削減 7.7％ 
・新たな施設への転用 10.3％ 
・今のままでよい 12.3％ 
・わからない 20.0％ 
・その他 2.2％ 
・無回答 5.8％ 

（n＝1,512） 

（n＝1,262） 

 

※公共施設等サービスとは 
  公共サービスの内，公共施設（いわゆるハコモノ）やインフラ施設（道路・橋梁，上下水道等） 
を通して提供されるサービス 
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表 3-32 公共施設等サービスを安定的に供給していくためには，どのようにしたら良いと思うか 

（性別・年代別）          （単位：人，％） 

 合計 
民間施設・民間
活力の活用 

施設の集約・
複合化 

適正な受益者
負担 

市域を超えた
広 域 的 な 管
理・運営 

施設の削減 

全体 
1,262 524 457 366 212 170 

100.0 41.5 36.2 29.0 16.8 13.5 

男性 
522 212 216 187 108 85 

100.0 40.6 41.4 35.8 20.7 16.3 

女性 
699 299 234 173 99 82 

100.0 42.8 33.5 24.7 14.2 11.7 

その他または 
答えたくない 

27 12 6 5 4 3 

100.0 44.4 22.2 18.5 14.8 11.1 

20 歳代以下 
100 37 37 26 18 8 

100.0 37.0 37.0 26.0 18.0 8.0 

30 歳代 
148 66 48 38 30 27 

100.0 44.6 32.4 25.7 20.3 18.2 

40 歳代 
187 97 73 43 34 25 

100.0 51.9 39.0 23.0 18.2 13.4 

50 歳代 
191 79 72 60 32 33 

100.0 41.4 37.7 31.4 16.8 17.3 

60 歳代 
233 105 92 67 40 32 

100.0 45.1 39.5 28.8 17.2 13.7 

70 歳代 
275 105 105 99 40 31 

100.0 38.2 38.2 36.0 14.5 11.3 

80 歳以上 
112 33 29 32 17 13 

100.0 29.5 25.9 28.6 15.2 11.6 

 施設の長寿命
化 

新たな施設へ
の転用 

今のままでよ
い 

わからない その他 無回答 

全体 
166 146 48 199 45 43 

13.2 11.6 3.8 15.8 3.6 3.4 

男性 
84 58 25 54 29 9 

16.1 11.1 4.8 10.3 5.6 1.7 

女性 
78 83 21 139 15 24 

11.2 11.9 3.0 19.9 2.1 3.4 

その他または 
答えたくない 

3 4 2 5 1 - 

11.1 14.8 7.4 18.5 3.7 - 

20 歳代以下 
14 22 1 20 2 2 

14.0 22.0 1.0 20.0 2.0 2.0 

30 歳代 
12 23 4 25 12 - 

8.1 15.5 2.7 16.9 8.1 - 

40 歳代 
19 19 2 30 2 2 

10.2 10.2 1.1 16.0 1.1 1.1 

50 歳代 
24 15 10 24 9 1 

12.6 7.9 5.2 12.6 4.7 0.5 

60 歳代 
36 27 8 35 10 5 

15.5 11.6 3.4 15.0 4.3 2.1 

70 歳代 
40 30 11 40 7 15 

14.5 10.9 4.0 14.5 2.5 5.5 

80 歳以上 
20 9 12 24 3 8 

17.9 8.0 10.7 21.4 2.7 7.1 
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表 3-33 公共施設等サービスを安定的に供給していくためには，どのようにしたら良いと思うか 

（地区別）           （単位：人，％） 

 合計 
民間施設・民間
活力の活用 

施設の集約・
複合化 

適正な受益者
負担 

市域を超えた
広 域 的 な 管
理・運営 

施設の削減 

全体 
1,262 524 457 366 212 170 

100.0 41.5 36.2 29.0 16.8 13.5 

中央 
510 201 201 147 85 65 

100.0 39.4 39.4 28.8 16.7 12.7 

東部 
254 108 84 71 40 38 

100.0 42.5 33.1 28.0 15.7 15.0 

西部 
94 47 35 34 16 9 

100.0 50.0 37.2 36.2 17.0 9.6 

南部 
88 35 30 21 15 13 

100.0 39.8 34.1 23.9 17.0 14.8 

北部 
185 83 67 58 30 36 

100.0 44.9 36.2 31.4 16.2 19.5 

北東部 
106 48 37 34 23 6 

100.0 45.3 34.9 32.1 21.7 5.7 

 施設の長寿命
化 

新たな施設へ
の転用 

今のままでよ
い 

わからない その他 無回答 

全体 
166 146 48 199 45 43 

13.2 11.6 3.8 15.8 3.6 3.4 

中央 
59 68 24 74 19 16 

11.6 13.3 4.7 14.5 3.7 3.1 

東部 
34 32 8 45 5 7 

13.4 12.6 3.1 17.7 2.0 2.8 

西部 
13 8 3 12 2 1 

13.8 8.5 3.2 12.8 2.1 1.1 

南部 
18 7 5 14 5 1 

20.5 8.0 5.7 15.9 5.7 1.1 

北部 
21 22 6 32 8 5 

11.4 11.9 3.2 17.3 4.3 2.7 

北東部 
16 8 2 20 5 1 

15.1 7.5 1.9 18.9 4.7 0.9 
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（８） 属性 

 

 
 

問 18 あなたの性別はどちらですか。 

 

図 3-22 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 19 あなたの年代はどれにあたりますか。 

 

図 3-23 年代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性

41.4%

女性

55.4%

その他または答えたくない

2.1%

無回答

1.1%

（n＝1,262） 

 

18～19歳

1.7%

20～24歳

3.2% 25～29歳

3.1%

30～34歳

4.6%

35～39歳

7.1%

40～44歳

6.7%

45～49歳

8.1%

50～54歳

7.4%

55～59歳

7.8%

60～64歳

8.2%

65～69歳

10.2%

70～74歳

12.9%

75～79歳

8.9%

80歳以上

8.9%

無回答

1.3%

（n＝1,262） 
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問 20 あなたのお住まいはどちらですか。 

 

図 3-24 住まい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 あなたの世帯の構成は，どれにあたりますか。 

 

図 3-25 世帯構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央

40.4%

東部

20.1%西部

7.4%

南部

7.0%

北部

14.7%

北東部

8.4%

無回答

2.0%

単身

9.9%

夫婦

29.6%

親子

43.7%

親子・孫

（３世代）

12.0%

その他

3.2%

無回答

1.6%

（n＝1,262） 

 

（n＝1,262） 
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問 22 あなたは現在，結婚をされていますか。 

 

図 3-26 結婚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

結婚している

69.8%

結婚して

いない

14.8%

結婚していたが離婚・

死別した

11.4%

無回答

4.0%

（n＝1,262） 
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問 23 

問２２で「１．結婚している」と回答した方に質問します。 

結婚したのはいつですか。 

また，ご自身と配偶者の方の婚姻歴はどれにあたりますか。 

 

図 3-27 結婚時期 

 
 

 

図 3-28 結婚時の婚姻歴 

（回答者）                 （配偶者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1959年以前

3.3%

1960～1969年

8.1%

1970～1979年

18.4%

1980～1989年

13.1%

1990～1999年

10.8%

2000～2009年

10.7%

2010～2019年

12.4%

2020年以降

0.2%

無回答

23.2%

初婚

77.3%

再婚

4.1%

無回答

18.6%

初婚

78.1%

再婚

5.2%

無回答

16.7%

（n＝881） 

 

（n＝881） 
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問 24 

問２２で「１．結婚している」と回答した方に質問します。 

あなたの家庭の就業状況はどれにあたりますか。 

また，ご自身と配偶者の方は１日のうち平均どれぐらいの時間を家事（掃除や洗濯，炊

事，子育て，介護など）にあてていますか。 

 

図 3-29 就業状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既婚者の平均家事時間をみると，男性は平日平均で 2.56時間，女性は平日平均で 5.75時間と大き

な差がある。休日をみると男性 2.32時間，女性 6.03時間でここでも大きな差がみられた。 

就業状況のうち，共働きの人に限定してみても，男性は平日 2.88時間，休日 2.79時間，女性は平

日 5.40時間，休日 6.13時間となっており，女性の家事負担が大きくなっていることが分かる。 

 

表 3-34 既婚者の性別・就業状況別の平均家事時間（ご自身の回答） 

（単位：時間） 

 平日 休日 

男性 2.56 2.32 

共働き 2.88 2.79 

ご自身が就労 2.86 2.18 

配偶者が就労 1.76 1.50 

女性 5.75 6.03 

共働き 5.40 6.13 

ご自身が就労 5.50 4.15 

配偶者が就労 7.02 6.65 

  

共働き

44.7%

ご自身が就労

13.4%

配偶者が就労

15.3%

無回答

26.6%

（n＝881） 

※パート・アルバイト等も就労に含む 
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問 25 

問２２で「２．結婚していない」「３．結婚していたが離婚・死別した」と回答した方に

質問します。 

あなたは結婚について，どのように考えていますか。 

未婚者の結婚についての意識をみると，全体では「いずれ結婚するつもり」は23.3％にとどまるが，

20歳代以下では64.0％，30歳代でも34.2％が「いずれ結婚するつもり」と回答しており，「結婚するつ

もりはない」の回答（20歳代以下：9.3％，30歳代：7.9％）を大きく上回っている。 

 

表 3-35 未婚者の結婚についての意識（性別・年代別・地区別）     （単位：人，％） 

 合計 
いずれ結婚する
つもり 

結婚するつもり
はない 

分からない 無回答 

全体 
331 77 140 94 20 

100.0 23.3 42.3 28.4 6.0 

男性 
127 43 42 38 4 

100.0 33.9 33.1 29.9 3.1 

女性 
194 31 96 52 15 

100.0 16.0 49.5 26.8 7.7 

その他または 
答えたくない 

9 3 1 4 1 
100.0 33.3 11.1 44.4 11.1 

20 歳代以下 
75 48 7 20 - 

100.0 64.0 9.3 26.7 - 

30 歳代 
38 13 3 22 - 

100.0 34.2 7.9 57.9 - 

40 歳代 
43 7 11 24 1 

100.0 16.3 25.6 55.8 2.3 

50 歳代 
41 6 20 14 1 

100.0 14.6 48.8 34.1 2.4 

60 歳代 
33 1 22 6 4 

100.0 3.0 66.7 18.2 12.1 

70 歳代 
60 1 46 7 6 

100.0 1.7 76.7 11.7 10.0 

80 歳以上 
40 1 30 1 8 

100.0 2.5 75.0 2.5 20.0 

中央 
138 36 57 36 9 

100.0 26.1 41.3 26.1 6.5 

東部 
68 16 29 18 5 

100.0 23.5 42.6 26.5 7.4 

西部 
27 5 11 8 3 

100.0 18.5 40.7 29.6 11.1 

南部 
25 4 11 9 1 

100.0 16.0 44.0 36.0 4.0 

北部 
41 8 18 14 1 

100.0 19.5 43.9 34.1 2.4 

北東部 
30 7 13 9 1 

100.0 23.3 43.3 30.0 3.3 
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問 26 
あなたの現在の子どもの人数，１８歳未満の子どもの人数，今後予定している子どもの人

数は何人ですか。 

現在の子どもの人数を見ると（無回答を除く），２人が37.5％で最も多く，これに０人が27.6％で続

き，３人が17.3％，１人が15.6％となっている。これらを平均した子どもの人数は1.51人である。 

年代別に見ると，20歳代以下は未婚者も多いことから平均の子どもの人数は0.51人と少ないが，30歳

代で1.38人，40歳代で1.61人となっており，最大は60歳代で1.93人となっている。 

地区別に見ると，南部が1.74人で最も多く，次いで北東部（1.62人），北部（1.61人）が多くなっ

ている。 

 

図 3-30 現在の子どもの人数 
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（n＝784） 
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表 3-36 現在の子どもの人数（性別・年代別・地区別）         （単位：人，％） 

 合計 ０人 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 平均 

全体 
784 216 122 294 136 14 1 1 1.51 

100.0 27.6 15.6 37.5 17.3 1.8 0.1 0.1  

男性 
324 109 51 101 57 5 - 1 1.39 

100.0 33.6 15.7 31.2 17.6 1.5 - 0.3  

女性 
445 102 70 188 75 9 1 - 1.60 

100.0 22.9 15.7 42.2 16.9 2.0 0.2 -  

その他または 
答えたくない 

13 4 1 5 3 - - - 1.54 
100.0 30.8 7.7 38.5 23.1 - - -  

20 歳代以下 
59 40 9 9 1 - - - 0.51 

100.0 67.8 15.3 15.3 1.7 - - -  

30 歳代 
118 34 29 34 18 3 - - 1.38 

100.0 28.8 24.6 28.8 15.3 2.5 - -  

40 歳代 
151 30 24 73 23 1 - - 1.61 

100.0 19.9 15.9 48.3 15.2 0.7 - -  

50 歳代 
153 47 24 51 27 3 1 - 1.46 

100.0 30.7 15.7 33.3 17.6 2.0 0.7 -  

60 歳代 
134 25 9 55 40 5 - - 1.93 

100.0 18.7 6.7 41.0 29.9 3.7 - -  

70 歳代 
117 26 15 54 20 1 - 1 1.65 

100.0 22.2 12.8 46.2 17.1 0.9 - 0.9  

80 歳以上 
48 13 12 16 6 1 - - 1.38 

100.0 27.1 25.0 33.3 12.5 2.1 - -  

中央 
328 93 56 116 56 6 - 1 1.48 

100.0 28.4 17.1 35.4 17.1 1.8 - 0.3  

東部 
161 47 29 65 17 3 - - 1.38 

100.0 29.2 18.0 40.4 10.6 1.9 - -  

西部 
66 17 12 23 14 - - - 1.52 

100.0 25.8 18.2 34.8 21.2 - - -  

南部 
54 13 5 23 10 2 1 - 1.74 

100.0 24.1 9.3 42.6 18.5 3.7 1.9 -  

北部 
103 28 11 39 23 2 - - 1.61 

100.0 27.2 10.7 37.9 22.3 1.9 - -  

北東部 
66 16 8 28 13 1 - - 1.62 

100.0 24.2 12.1 42.4 19.7 1.5 - -  

 

表 3-37 １８歳未満の子どもの人数        （単位：人，％） 

 合計 0 人 1 人 2 人 3 人以上 

就学前 
144 42 62 38 2 

100.0 29.2 43.1 26.4 1.4 

小学生 
134 42 64 28 - 

100.0 31.3 47.8 20.9 - 

中学生 
103 44 50 9 - 

100.0 42.7 48.5 8.7 - 

高校生等 
106 42 51 12 1 

100.0 39.6 48.1 11.3 0.9 
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今後予定している子どもの人数（無回答を除く）を見ると，０人が 79.2％で多く，１人は 11.2％，

２人が 8.7％となっている。 

 

図 3-31 今後予定している子どもの人数 
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問 27 あなたの理想の子どもの人数は何人ですか。 

理想の子どもの人数を見ると，２人が45.4％で最も回答が多く，３人も43.6％と多くなっている。こ

れに次ぐのが，１人の3.8％，４人の2.8％となった。なお，理想の子どもの人数の平均は2.44人となっ

た。 

年代別に見ると，20歳代以下は 2.09人と少なくなっており，最大は 60歳代の 2.75人となった。 

地区別に見ると，南部が 2.59人で最も多く，これに北東部が 2.51人で続いている。 

 

図 3-32 理想の子どもの人数 

  

表 3-38 理想の子どもの人数（性別・年代別）       （単位：人，％） 

 合計 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上 
理想の子ども
の人数の平均 

全体 
917 28 35 416 400 26 12 2.44 

100.0 3.1 3.8 45.4 43.6 2.8 1.3  

男性 
390 15 13 182 168 8 4 2.40 

100.0 3.8 3.3 46.7 43.1 2.1 1.0  

女性 
507 12 19 226 225 18 7 2.47 

100.0 2.4 3.7 44.6 44.4 3.6 1.4  

その他または 
答えたくない 

17 - 3 7 6 - 1 2.35 

100.0 - 17.6 41.2 35.3 - 5.9  

20 歳代以下 
94 6 7 56 24 - 1 2.09 

100.0 6.4 7.4 59.6 25.5 - 1.1  

30 歳代 
134 8 8 68 44 3 3 2.26 

100.0 6.0 6.0 50.7 32.8 2.2 2.2  

40 歳代 
163 4 9 90 55 4 1 2.30 

100.0 2.5 5.5 55.2 33.7 2.5 0.6  

50 歳代 
157 6 5 73 66 5 2 2.41 

100.0 3.8 3.2 46.5 42.0 3.2 1.3  

60 歳代 
157 2 2 46 96 9 2 2.75 

100.0 1.3 1.3 29.3 61.1 5.7 1.3  

70 歳代 
150 1 2 59 85 3 - 2.58 

100.0 0.7 1.3 39.3 56.7 2.0 -  

80 歳以上 
59 - 2 24 28 2 3 2.68 

100.0 - 3.4 40.7 47.5 3.4 5.1  
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45.4%

3人

43.6%
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5人以上

1.3%

（n＝917） 
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表 3-39 理想の子どもの人数（地区別）        （単位：人，％） 

 合計 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上 
理想の子ども
の人数の平均 

全体 
917 28 35 416 400 26 12 2.44 

100.0 3.1 3.8 45.4 43.6 2.8 1.3  

中央 
380 14 22 174 154 12 4 2.37 

100.0 3.7 5.8 45.8 40.5 3.2 1.1  

東部 
187 6 6 84 84 4 3 2.46 

100.0 3.2 3.2 44.9 44.9 2.1 1.6  

西部 
74 1 1 37 32 3 - 2.47 

100.0 1.4 1.4 50.0 43.2 4.1 -  

南部 
61 1 1 30 23 2 4 2.59 

100.0 1.6 1.6 49.2 37.7 3.3 6.6  

北部 
133 4 4 57 64 3 1 2.46 

100.0 3.0 3.0 42.9 48.1 2.3 0.8  

北東部 
76 1 1 34 38 2 - 2.51 

100.0 1.3 1.3 44.7 50.0 2.6 -  
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問 28 
あなたの職業等は，どれにあたりますか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

 

図 3-33 職業等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 29 
通勤・通学されている方におたずねします。通勤・通学先はどこですか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

 

図 3-34 通勤・通学先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67.9

3.3

2.4

1.9

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.2

0.1

0.1

1.8

0 20 40 60 80

福山市

尾道市

笠岡市

府中市

倉敷市

井原市

広島市

岡山市

その他岡山県内

その他広島県内

神石高原町

三原市

その他

（％）

農林漁業

0.6% 自営（商工・サービス等）

7.2%

会社員

27.2%

公務員・団体職員

4.8%パート・アルバイト

15.8%

学生

2.8%

家事専業

9.9%

無職

24.9%

無回答

6.9%

【前回結果】 

・福山市   72.2％ 
・尾道市    3.1％ 
・笠岡市    2.0％ 
・府中市    2.6％ 
・倉敷市    4.9％ 
・井原市    4.9％ 
・広島市    0.7％ 
・岡山市    8.6％ 
・その他岡山県内 0.1％ 
・その他広島県内 9.9％ 
・神石高原町  0.2％ 
・三原市    4.9％ 
・その他    6.2％ 

（n＝847） 

（n＝1,262） 

 

（n＝1,262） 
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問 30 

あなたは，福山市（合併地域を含む）にお住まいになって通算して何年になりますか。な

お，生まれてからずっと福山市にお住まいの場合は年数にかかわらず，「６」をお選びく

ださい。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

福山市での居住年数をみると，「20年以上」が43.9％で最も回答が多く，次いで「生まれてからずっ

と」も37.7％で多くなっている。次いで，「10年以上20年未満」が7.8％，「５年以上10年未満」が3.1％

となっている。 

年代別に見ると，20歳代以下では「生まれてからずっと」が 62.0％と非常に多くなっているほか，

40歳代では「10年以上 20年未満」，50歳代から 70歳代では「20年以上」が他の年代よりも回答が多

くなっている。 

地区別に見ると，東部では「20年以上」，南部では「生まれてからずっと」が他の地区よりも回答が

多くなっている。 

 

図 3-35 福山市に住んで何年か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１年未満

1.0%

１年以上５年未満

2.7%

５年以上10年未満

3.1%

10年以上20年未満

7.8%

20年以上

43.9%

生まれてから

ずっと

37.7%

無回答

3.7%

【前回結果】 

・１年未満   0.9％ 
・１年以上５年未満 
         2.4％ 
・５年以上 10年未満 
         3.2％ 
・10年以上 20年未満 
         7.7％ 
・20年以上   41.7％ 
・生まれてからずっと 

   40.7％ 
・無回答    3.2％ 

（n＝1,512） 

（n＝1,262） 
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表 3-40 福山市に住んで何年か（性別・年代別・地区別）      （単位：人，％） 

 合計 １年未満 
１年以上
５年未満 

５年以上
10 年未満 

10 年以上
20 年未満 

20 年以上 
生まれてか
らずっと 

無回答 

全体 
1,262 13 34 39 99 554 476 47 

100.0 1.0 2.7 3.1 7.8 43.9 37.7 3.7 

男性 
522 2 18 18 32 234 204 14 

100.0 0.4 3.4 3.4 6.1 44.8 39.1 2.7 

女性 
699 11 15 20 64 308 257 24 

100.0 1.6 2.1 2.9 9.2 44.1 36.8 3.4 

その他または 
答えたくない 

27 - 1 1 3 9 11 2 

100.0 - 3.7 3.7 11.1 33.3 40.7 7.4 

20 歳代以下 
100 2 8 5 10 13 62 - 

100.0 2.0 8.0 5.0 10.0 13.0 62.0 - 

30 歳代 
148 9 10 14 23 37 53 2 

100.0 6.1 6.8 9.5 15.5 25.0 35.8 1.4 

40 歳代 
187 2 5 13 38 58 69 2 

100.0 1.1 2.7 7.0 20.3 31.0 36.9 1.1 

50 歳代 
191 - 4 2 12 108 65 - 

100.0 - 2.1 1.0 6.3 56.5 34.0 - 

60 歳代 
233 - 1 1 8 126 90 7 

100.0 - 0.4 0.4 3.4 54.1 38.6 3.0 

70 歳代 
275 - 3 3 5 157 91 16 

100.0 - 1.1 1.1 1.8 57.1 33.1 5.8 

80 歳以上 
112 - 3 1 3 53 42 10 

100.0 - 2.7 0.9 2.7 47.3 37.5 8.9 

中央 
510 8 13 16 40 228 197 8 

100.0 1.6 2.5 3.1 7.8 44.7 38.6 1.6 

東部 
254 2 6 10 19 132 80 5 

100.0 0.8 2.4 3.9 7.5 52.0 31.5 2.0 

西部 
94 2 4 4 6 35 38 5 

100.0 2.1 4.3 4.3 6.4 37.2 40.4 5.3 

南部 
88 - 2 2 6 31 43 4 

100.0 - 2.3 2.3 6.8 35.2 48.9 4.5 

北部 
185 - 5 3 17 84 65 11 

100.0 - 2.7 1.6 9.2 45.4 35.1 5.9 

北東部 
106 1 3 4 10 39 46 3 

100.0 0.9 2.8 3.8 9.4 36.8 43.4 2.8 
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問 31 

問３０で「１～５」までのどれかを選んだ方におたずねします。 

あなたは，福山市にお住まいになる前はどちらにお住まいでしたか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

福山市以外に居住経験のある人に福山市の前の居住地域をたずねたところ，「尾道市」が9.1％で最も

回答が多く，次いで「広島市」（7.4％），「府中市」（5.5％），「岡山市」（3.7％）が多くなってい

る。 

 

図 3-36 福山市に住む前はどこに住んでいたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.1

7.4

5.5

3.7

3.4

3.4

2.6

2.4

2.0

7.6

3.0

45.5

4.5

0 10 20 30 40 50

尾道市

広島市

府中市

岡山市

三原市

井原市

笠岡市

倉敷市

神石高原町

その他広島県内

その他岡山県内

その他

無回答

（％）

【前回結果】 

・尾道市    9.2％ 
・広島市    9.2％ 
・府中市    6.3％ 
・岡山市    2.7％ 
・三原市    2.5％ 
・井原市    2.1％ 
・笠岡市    2.5％ 
・倉敷市    1.8％ 
・神石高原町  1.5％ 
・その他広島県内 11.2％ 
・その他岡山県内 3.1％ 
・その他    42.1％ 
・無回答     3.7％ 

（n＝872） 

（n＝739） 
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問 32 
あなたは，将来（今後１０年後）に対して不安を感じていますか。 

（１つ選び,番号を○で囲んでください。） 

将来への不安を見ると，『不安を感じる』（「やや不安である」と「とても不安である」の合計）と

回答した人は71.0％，『不安を感じない』（「ほとんど不安はない」と「あまり不安はない」の合計）

と回答した人は14.0％であった。なお，前回調査（2015年調査）と比較すると『不安を感じない』と『不

安を感じる』はどちらも減少している。 

年代別にみると，40歳代で『不安を感じる』人が最も多く79.7％となっている。次いで，50歳代（78.5％），

60歳代（74.7％）が多くなっている。 

地区別に見ると，西部で『不安を感じる』人が最も多く75.5％となっている。次いで，北東部（74.6％），

北部（73.0％）が多くなっている。 

 

図 3-37 将来（今後１０年後）に対して不安を感じているか 
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表 3-41 将来（今後１０年後）に対して不安を感じているか（性別・年代別・地区別）（単位：人，％） 

 合計 
ほとんど不
安はない 

あまり不安
はない 

どちらとも
いえない 

やや不安で
ある 

とても不安
である 

無回答 

全体 
1,262 47 130 140 584 312 49 

100.0 3.7 10.3 11.1 46.3 24.7 3.9 

男性 
522 20 57 70 236 126 13 

100.0 3.8 10.9 13.4 45.2 24.1 2.5 

女性 
699 25 72 67 333 172 30 

100.0 3.6 10.3 9.6 47.6 24.6 4.3 

その他または 
答えたくない 

27 - 1 3 12 11 - 

100.0 - 3.7 11.1 44.4 40.7 - 

20 歳代以下 
100 3 18 10 44 25 - 

100.0 3.0 18.0 10.0 44.0 25.0 - 

30 歳代 
148 5 17 16 65 42 3 

100.0 3.4 11.5 10.8 43.9 28.4 2.0 

40 歳代 
187 7 10 19 100 49 2 

100.0 3.7 5.3 10.2 53.5 26.2 1.1 

50 歳代 
191 3 11 22 90 60 5 

100.0 1.6 5.8 11.5 47.1 31.4 2.6 

60 歳代 
233 7 24 22 115 59 6 

100.0 3.0 10.3 9.4 49.4 25.3 2.6 

70 歳代 
275 13 33 30 131 49 19 

100.0 4.7 12.0 10.9 47.6 17.8 6.9 

80 歳以上 
112 8 17 20 35 24 8 

100.0 7.1 15.2 17.9 31.3 21.4 7.1 

中央 
510 21 61 54 233 126 15 

100.0 4.1 12.0 10.6 45.7 24.7 2.9 

東部 
254 10 25 36 124 53 6 

100.0 3.9 9.8 14.2 48.8 20.9 2.4 

西部 
94 4 10 6 46 25 3 

100.0 4.3 10.6 6.4 48.9 26.6 3.2 

南部 
88 2 9 14 40 20 3 

100.0 2.3 10.2 15.9 45.5 22.7 3.4 

北部 
185 5 17 20 79 56 8 

100.0 2.7 9.2 10.8 42.7 30.3 4.3 

北東部 
106 3 7 10 52 27 7 

100.0 2.8 6.6 9.4 49.1 25.5 6.6 
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問 33 

問３２で「４．やや不安である」または「５．とても不安である」を選んだ方に質問しま

す。どのようなことに不安を感じていますか。 

（２つまで選び,番号を○で囲んでください。） 

『不安を感じる』と回答した理由は，「自分の健康や介護」が最も多く41.5％となった。次いで，「家

族の健康や介護」（34.0％）が多くなっている。そのほか，「年金など社会保障制度」（29.2％）や「家

計の収入」（17.3％），「地震や台風，大雨などの災害」（17.1％）となっている。 

年代別に見ると，「自分の健康や介護」は年代が上がるにつれて多くなっている。また，20歳代以下

では「仕事や雇用」，30歳代では「家計の収入」，50歳代では「年金など社会保障制度」が他の年代よ

りも多くなっている。 

地区別にみると，南部で「自分の健康や介護」，北東部で「家族の健康や介護」が他の地区と比較し

て多くなっている。 

 

図 3-38 不安を感じていること 
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家族・親族間の人間関係

近隣・地域との関係

治安

その他

無回答

（％）

【前回結果】 

・自分の健康や介護 42.5％ 
・家族の健康や介護 32.3％ 
・年金など社会保障制度 45.7％ 
・家計の収入 18.5％ 
・地震や台風，大雨などの災害 

8.8％ 
・子どもの将来 12.7％ 
・仕事や雇用 13.0％ 
・住まい 2.5％ 
・家族・親族間の人間関係 2.5％ 
・近隣・地域との関係 4.7％ 
・治安 2.2％ 
・その他 1.2％ 
・無回答 3.3％ 

（n＝1,104） 

（n＝896） 

 



 

－77－ 

表 3-42 不安を感じていること（性別・年代別）       （単位：人，％） 

 合計 
自分の健康
や介護 

家族の健康
や介護 

年金など社
会保障制度 

家計の収入 
地 震 や 台
風，大雨な
どの災害 

子どもの将来 

全体 
896 372 305 262 155 153 80 

100.0 41.5 34.0 29.2 17.3 17.1 8.9 

男性 
362 138 112 104 71 57 32 

100.0 38.1 30.9 28.7 19.6 15.7 8.8 

女性 
505 225 186 149 82 88 46 

100.0 44.6 36.8 29.5 16.2 17.4 9.1 

その他または 
答えたくない 

23 7 6 7 2 7 2 

100.0 30.4 26.1 30.4 8.7 30.4 8.7 

20 歳代以下 
69 12 19 18 15 12 4 

100.0 17.4 27.5 26.1 21.7 17.4 5.8 

30 歳代 
107 13 30 30 31 22 17 

100.0 12.1 28.0 28.0 29.0 20.6 15.9 

40 歳代 
149 39 62 28 37 24 23 

100.0 26.2 41.6 18.8 24.8 16.1 15.4 

50 歳代 
150 66 50 62 33 21 11 

100.0 44.0 33.3 41.3 22.0 14.0 7.3 

60 歳代 
174 90 61 63 22 31 15 

100.0 51.7 35.1 36.2 12.6 17.8 8.6 

70 歳代 
180 107 66 45 10 34 8 

100.0 59.4 36.7 25.0 5.6 18.9 4.4 

80 歳以上 
59 40 15 15 7 7 2 

100.0 67.8 25.4 25.4 11.9 11.9 3.4 

 仕事や雇用 住まい 
家族・親族間
の人間関係 

近隣・地域
との関係 

治安 その他 無回答 

全体 
79 31 25 13 8 13 108 

8.8 3.5 2.8 1.5 0.9 1.5 12.1 

男性 
46 10 10 5 6 5 45 

12.7 2.8 2.8 1.4 1.7 1.4 12.4 

女性 
31 19 15 7 2 7 57 

6.1 3.8 3.0 1.4 0.4 1.4 11.3 

その他または 
答えたくない 

1 2 - - - 1 4 

4.3 8.7 - - - 4.3 17.4 

20 歳代以下 
17 3 5 1 2 3 12 

24.6 4.3 7.2 1.4 2.9 4.3 17.4 

30 歳代 
15 2 2 - - 2 22 

14.0 1.9 1.9 - - 1.9 20.6 

40 歳代 
18 11 3 - 2 3 20 

12.1 7.4 2.0 - 1.3 2.0 13.4 

50 歳代 
21 6 2 6 - - 7 

14.0 4.0 1.3 4.0 - - 4.7 

60 歳代 
5 4 3 - 1 3 17 

2.9 2.3 1.7 - 0.6 1.7 9.8 

70 歳代 
2 4 6 5 2 - 23 

1.1 2.2 3.3 2.8 1.1 - 12.8 

80 歳以上 
- 1 4 - 1 2 6 

- 1.7 6.8 - 1.7 3.4 10.2 
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表 3-43 不安を感じていること（地区別）        （単位：人，％） 

 合計 
自分の健康
や介護 

家族の健康
や介護 

年金など社
会保障制度 

家計の収入 
地 震 や 台
風，大雨な
どの災害 

子どもの将来 

全体 
896 372 305 262 155 153 80 

100.0 41.5 34.0 29.2 17.3 17.1 8.9 

中央 
359 136 117 104 71 69 35 

100.0 37.9 32.6 29.0 19.8 19.2 9.7 

東部 
177 74 56 62 28 22 16 

100.0 41.8 31.6 35.0 15.8 12.4 9.0 

西部 
71 33 27 15 12 15 5 

100.0 46.5 38.0 21.1 16.9 21.1 7.0 

南部 
60 30 18 16 5 12 1 

100.0 50.0 30.0 26.7 8.3 20.0 1.7 

北部 
135 61 46 40 24 21 14 

100.0 45.2 34.1 29.6 17.8 15.6 10.4 

北東部 
79 30 36 23 15 11 9 

100.0 38.0 45.6 29.1 19.0 13.9 11.4 

 仕事や雇用 住まい 
家族・親族間
の人間関係 

近隣・地域
との関係 

治安 その他 無回答 

全体 
79 31 25 13 8 13 108 

8.8 3.5 2.8 1.5 0.9 1.5 12.1 

中央 
40 8 8 6 5 8 42 

11.1 2.2 2.2 1.7 1.4 2.2 11.7 

東部 
15 9 3 3 1 - 23 

8.5 5.1 1.7 1.7 0.6 - 13.0 

西部 
4 2 4 - 1 1 6 

5.6 2.8 5.6 - 1.4 1.4 8.5 

南部 
7 5 1 - - 1 7 

11.7 8.3 1.7 - - 1.7 11.7 

北部 
9 3 7 3 - 3 17 

6.7 2.2 5.2 2.2 - 2.2 12.6 

北東部 
3 4 2 - 1 - 10 

3.8 5.1 2.5 - 1.3 - 12.7 
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資料編 福山市の新しいまちづくりに関する市民アンケート 調査票 

 

福山市の新しいまちづくりに関する 

市民アンケート 
 

市民の皆様には，日ごろから市政への格別のご理解とご協力をいただき，厚くお礼申しあげま

す。福山市では，市民の皆様にとって住みよいまちづくりをめざし，第五次福山市総合計画第 2

期基本計画の策定を進めております。 

 この計画の策定に当たっては，福山市のめざすべき将来像やまちづくりのあり方などについて，

市民の皆様のご意見を伺い，計画に反映してまいりたいと考えております。 

 つきましては，市内に住民登録されている１８歳以上の方の中から 4,000 人を無作為に選ば

せていただき，アンケート調査をお願いすることといたしました。 

 この調査は，統計的な処理が目的であり，無記名式ですので，個人が特定されることはありま

せん。また，調査の目的以外には一切使用いたしませんので，ご回答いただいた方に対して，ご

迷惑をおかけすることはございません。 

 ご多用のこととは存じますが，調査の趣旨をご理解いただき，ご協力いただきますようよろし

くお願いいたします。 

 

2020 年（令和２年）３月 

福山市長  枝 廣 直 幹 

 

【ご記入のお願い】 

◇ このアンケート調査には，アンケート調査票を受け取られたご本人がご回答ください。ご本人の

調査票へのご記入が困難な場合には，ご家族の方などに回答のご協力をお願いします。 

◇ 回答は，アンケート調査票に「○」や数字を直接ご記入ください。なお，「その他」に当てはまる

ときは，具体的な内容を（  ）内に記入してください。 

◇ 誠に勝手なお願いですが，ご回答は 2020 年（令和 2 年）３月２３日（月）までに，同

封の返信用封筒に調査票を入れて，郵送によりご返送ください。（切手は不要です。返信用封

筒やアンケート調査票にお名前，ご住所などの記入も不要です。） 

 

 

【お問合せ先】 

福山市 企画財政局 企画政策部 企画政策課 

〒720-8501 福山市東桜町 3番 5号 

電 話：084-928-1012 

F A X：084-920-1070 

メール：kikaku@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

 

 

ばらのまち福山 イメージキャラクター 

「ローラ」 

※本調査の回収・集計は公益財団法人 中国地域創造研究センターに委託しております。 
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■まちづくりに対する関心や福山らしさなどについて 

 

問１ あなたは，福山市のまちづくりに関心がありますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．関心がある    ３．どちらともいえない 

２．少し関心がある    ４．あまり関心がない 

       ５．関心がない 

 

 

 

問２ 問１で，「３．どちらともいえない」「４．あまり関心がない」「５．関心がない」を

選んだ方に質問します。福山市のまちづくりに関心を持てないのはなぜですか。（１

つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．まちづくりを考える機会がないため 

２．市民の意見が反映されにくいと思うため 

３．自分には直接関係がないと思うため 

４．まちづくりに関する情報が少ないため 

５．まちづくりは市役所の仕事と思うため 

６．その他（具体的に          ） 

 

 

 

問３ あなたは，福山市に誇りや愛着を感じますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．とても感じる   ４． あまり感じない 

２．やや感じる    ５．感じない 

３．どちらともいえない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３へ 
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問４ あなたは，どのようなところを誇りに思いますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 

 

１. 街中に咲き誇るばら 

２. 市民や団体，市役所が協働したまちづくり 

３. 広域交通網（新幹線，高速道路，福山港など） 

４. 温暖な気候 

５. 歴史・文化資源（福山城，鞆の浦，明王院など） 

６. 子育てしやすい環境（ネウボラの取組など） 

７. 学校教育環境（小中一貫教育，イエナプラン教育※など） 

８. 高等教育環境（大学，短大など） 

９. 高齢者や障がい者のためのサービス（健康づくり，生活支援，社会参加促進など） 

10. 海・山・川などの豊かな自然（瀬戸内海，芦田川など） 

11. 農林水産物（くわい，鯛，ぶどうなど） 

12. ものづくりに強いまち（鉄鋼業，電子部品，繊維産業など） 

13. オンリーワン・ナンバーワン企業（特色のある企業）の集積 

14. 文化・芸術，伝統行事（とんど，地元の祭りなど）や伝統料理（うずみなど） 

15. 福山琴，松永下駄，備後絣，備後畳表などの伝統工芸 

16. 福山市ゆかりの人物（人物名をご記入ください：            ） 

17. その他（具体的に                  ） 

18．特にない 

 

 

問５ あなたは，どのようなところに愛着を感じますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 
 

１. 長年住み慣れている 

２. 生まれた，または育った場所 

３．結婚，子育てなどの生活体験がある 

４. 家族や親せきが住んでいる 

５. 友人など交友関係の深い人が住んでいる 

６. 地域の人が温かい 

７. まちのイメージがよい 

８. 景色や景観が美しい 

９．豊かな自然がある 

10. 楽しみにしているイベントやお祭りがある 

11. その他（具体的に                 ） 

12．特にない 

 

 

 

 

※イエナプラン教育とは 
ドイツのイエナ大学の教育学教授が始めた学校教育。オランダで普及しており，子ども一人ひとりの 

個性を尊重しながら自立と共生を学ぶ。 
【特徴】 ・学級が，異なる年代の子どもたちで編成される。 

・「対話」「遊び」「仕事（学習）」「催し（行事や祝い）」の４つの活動を循環的に行う。 
      ・教室を「リビングルーム」として捉え，安心して過ごせる環境づくりを行う。 
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■福山市への定住意向について 

 

問６ あなたは，福山市の住みやすさについて，どの程度満足していますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．満足    ４．やや不満 

２．やや満足   ５．不満 

３．どちらともいえない 

 

 

 

問７ あなたは，これからも福山市に住みたいとお考えですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．これからも福山市に住み続けたい 

２．広島県内の他の市町に引っ越したい 

３．広島県外の地域に引っ越したい 

４．わからない 

 

 

 

問８ 問７で「２.広島県内の他の市町に引っ越したい」または「３.広島県外の地域に引

っ越したい」を選んだ方に質問します。引っ越したい理由は何ですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．通勤・通学が不便だから 

２．自分が希望する働き先が少ないから 

３．買い物など日常生活面で不便だから 

４．駅周辺の中心市街地に魅力がないから 

５．子育てしやすい環境が十分整っていないから 

６．福祉や医療サービスが現在より充実した地域に住みたいから 

７．自然災害による被害が心配だから 

８．ご近所づきあいの問題 

９．周りの生活環境がよくないから 

10．子どもの教育の問題 

11．住宅の問題（手狭になった，バリアフリー住宅が必要など） 

12．その他（具体的に                           ） 

 

 

 

 

問９へ 

問９へ 
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■福山市の将来の姿について 

 

問９ あなたは，福山市を将来どのようなまちにしたいと思いますか。 

（３つまで選び，優先順位をつけ，下の□に番号を記入してください。） 

 

１．中心市街地がにぎわい，多くの人が集うまち 

２．国内外から観光客やビジネスパーソンが訪れる魅力あるまち 

３．子育て環境が充実し，希望の子育てが実現できるまち 

４．高齢者や障がい者など，すべての人が健やかに，いきいきと暮らせるまち 

５．地域産業が活性化し，活力あふれるまち 

６．先端技術の導入により，生活の利便性が向上したまち 

７．若者や女性，高齢者など，誰もが働きやすい職場環境が実現しているまち 

８．災害に強く，安心・安全に暮らせるまち 

９．自然と共生している環境にやさしいまち 

10．暮らしや経済活動を支える公共交通や道路などが整備され，快適に暮らせるまち 

11．教育が充実し，子どもたちのたくましく生きる力が育まれるまち 

12．国籍に関わらず，誰もが住みやすい多文化共生のまち 

13．地域のまちづくり活動が活発なまち 

14．歴史と文化が大切にされるまち 

15．スポーツ活動が盛んなまち 

16．その他（具体的に          ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1位 2位 3位 
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■市役所サービスなどに対する満足度･改善度･重要度について 

 

問１０ あなたは，福山市が取り組んでいる次の項目について，どの程度満足していますか。

また，以前（概ね５年前）と比べ，現在の状況をどのように感じていますか。そし

て，今後まちづくりを進めていく上で，どの程度重要と考えていますか。 

（各項目から１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

まちの活性化・魅力向上 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 

満
足 

や
や
満
足 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
不
満 

不
満 

良
く
な
っ
た 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

悪
く
な
っ
た 

重
要 

や
や
重
要 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

【記入例】 

●●の施設整備や●●の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

【記入例】 

▲▲のための環境整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(1)中心市街地（福山駅周辺）の

活性化 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)市の広報やホームページなど

による情報提供の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)市の知名度の向上につなが

る情報発信力 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)公園や緑地の整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(5)住宅や住宅地の整備  １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(6)駐車場・駐輪場の整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(7)良好な景観の保全 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(8)観光の振興 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 
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子育て・福祉・医療 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 

満
足 

や
や
満
足 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

や
や
不
満 

不
満 

良
く
な
っ
た 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

悪
く
な
っ
た 

重
要 

や
や
重
要 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

(1)妊娠・出産・子育てに関する

支援の充実（相談窓口，産前

産後サポートなど） 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)仕事と家庭の両立支援の促

進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)保育施設など子どもを育てる

ための施設整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)医療費助成などの子育てに

かかる経済的負担の軽減 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(5)高齢者のための施設整備や

サービスの充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(6)高齢者の健康づくりや社会参

加の促進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(7)高齢者の移動や買い物など

の生活支援の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(8)障がい者のための施設整備

やサービスの充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(9)病院などの整備や保健・医療

サービスの充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(10)社会的セーフティネットの維

持（国民健康保険制度，生

活保護制度など） 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 
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産業・産業インフラ 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 

満
足 

や
や
満
足 
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ち
ら
と
も
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え
な
い 

や
や
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満 

不
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な
っ
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ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

悪
く
な
っ
た 

重
要 

や
や
重
要 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い 

あ
ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

(1)繊維，木工，機械金属などの

地場産業の振興 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)鉄鋼業などの基幹産業の振

興と新たな基幹産業の育成・

誘致 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)企業や地域への先端技術

(AI，自動運転等)の活用促進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)産業の基盤となる工業団地，

流通団地などの整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(5)雇用の安定と促進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(6)企業による働き方改革の促進 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(7)小売業・卸売業などの商業活

動の振興 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(8)農林水産業の振興 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(9)近隣の市町や隣の県につな

がる基幹道路の整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(10)港湾の整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 
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防災・環境・生活基盤 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 

満
足 

や
や
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足 
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ち
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な
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や
や
不
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ま
り
重
要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

(1)豪雨や地震等に対する防災

体制や自然災害対策の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)消防や救急体制の充実 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)犯罪や非行に対する防犯活

動や暴力追放活動の推進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)防犯カメラの設置など地域の

安全対策の推進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(5)交通安全活動の充実 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(6)リサイクルやエネルギーの効

率的な利用の促進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(7)大気・水質などの環境保全 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(8)森林や農地などの保全 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(9)ごみ，し尿，産業廃棄物の適

正な処理 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(10)市内のバスや鉄道など利用

しやすい公共交通網の整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(11)高速バスや新幹線などの長

距離公共交通網の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(12)市道などの身近な生活道路

の整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(13)安心・安全な水道水の安定

供給  
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(14)下水道の普及と整備 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 
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教育・地域・人権 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 
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な
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で
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な
い 
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要
で
は
な
い 

(1)小学校・中学校・高等学校な

どの学校教育の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)青少年の健全育成活動の推

進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)世界で活躍できる人材育成の

充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)大学・研究機関の機能充実や

研究開発基盤の整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(5)生涯学習を行うための施設整

備や講座などの充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(6)家庭や地域などでの社会教

育の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(7)人権問題や平和に関する活

動・教育・環境整備 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(8)多文化共生の地域づくりの推

進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(9)親善友好都市との交流や国

際交流の推進 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(10)市民センター・市民交流セン

ターなど地域の拠点となる

施設整備や機能の充実 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(11)まちづくりに対する市民参

加・意見聴取の機会の充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

歴史・文化・スポーツ 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 
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で
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な
い 

重
要
で
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な
い 

(1)文化活動を行うための施設整

備や情報・機会の提供 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)文化財の保存や保護対策の

充実 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(3)歴史・文化資源を活用した 

まちの活性化と郷土愛醸成 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(4)スポーツ・レクリエーション活

動を行うための施設整備や情

報・機会の提供 

１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 
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他市・民間との連携 

現在の満足度 以前と比べて 今後の重要度 
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要
で
は
な
い 

重
要
で
は
な
い 

(1)近隣市町との連携（広域連

携） 
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

(2)民間企業との連携 １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ １ ２ ３ ４ ５ 

 

 

■地域づくりについて 

 

問１１ あなたのお住いの地域（小学校区）の中で魅力を感じ，まちづくりに活用できる

ものは何ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 
 

 

１．自然の景観や海浜などの観光・レジャースポットがある 

２．子育てを支援してくれる環境が充実している 

３．病院や福祉など，健やかに暮らすための施設が身近にある 

４．企業や会社が立地し，働く場が身近にある 

５．農林水産物が豊富にある 

６．山や海などの恵まれた自然環境がある 

７．学校や大学などが立地し，若者が集まっている 

８．市民の交流拠点が整備され，地域がまとまっている 

９．特色ある地域活動が盛んに行われている 

10．国宝や史跡など，魅力的な歴史・文化資源がある 

11．古くから続く伝統行事や伝統工芸が受け継がれている 

12．スポーツやレクリエーションのための環境が充実している 

13．その他（具体的に                    ） 

14．特になし 

 

  



 

－90－ 

 

問１２ あなたのお住いの地域（小学校区）で問題や不安を感じることは何ですか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 
 

 

１．空き家が増えていること 

２．見守り活動などの子育てを支援する環境が不足していること 

３．高齢者が増えていること 

４．病院が少なくなっていること 

５．買い物する場所が少なくなっていること 

６．耕作放棄地が増えていること 

７．災害に対する備えが十分できていないこと 

８．治安が悪くなっていること 

９．自転車運転などの交通マナーが悪くなっていること 

10．ゴミ出しのマナーが悪くなっていること 

11．買い物などのための移動手段が確保できなくなっていること 

12．若者が少なくなっていること 

13．地域での活動に参加する人材が少なくなっていること 

14．住民同士の交流が少なくなっていること  

15．その他（具体的に                    ） 

16．特になし 

 

 

問１３ あなたは，現在，地域の活動に参加されていますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。） 
 

 

１．自治会，町内会活動   ６．地域おこしなどのまちづくり活動 

２．地域安全・交通安全活動   ７．ボランティア活動（具体的に        ） 

３．ＰＴＡや子ども会活動   ８．ＮＰＯ活動（具体的に           ） 

４．消防団活動    ９．その他（具体的に             ） 

５．趣味などの同好会活動   10．参加していない 
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問１４ あなたは，今後または将来において，あなたの経験や学んだことを，地域づくりの

どのような分野に活かしていきたいと思いますか。 

（２つまで選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．公園や道路などの管理  ９．学校教育・生涯学習 

２．観光    10．人権・平和 

３．子育て支援   11．国際交流 

４．高齢者の福祉   12．歴史・文化 

５．障がい者の福祉   13．スポーツ・レクリエーション 

６．地産地消   14．その他（具体的に           ） 

７．地域の安全や防災  15．特にない 

８．自然保護・環境問題 

 

■出産・子育てについて 

 

問１５ あなたは，福山市は出産や子育てをしやすいまちだと思いますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．そう思う   ３．どちらともいえない  

２．どちらかといえばそう思う ４．どちらかといえばそう思わない 

５．そう思わない 

 

問１５① そう思う理由は何ですか。  問１５② そう思わない理由は何ですか 

（あてはまるものすべての番号を  （あてはまるものすべての番号を 

○で囲んでください。）    ○で囲んでください。） 

 

１．妊婦健診や相談などが充実している    １．妊婦健診や相談などが充実していない 

２．医療環境が充実している         ２．医療環境が充実していない 

３．産前・産後のサポートが充実している   ３．産前・産後のサポートが充実していない 

４．子育ての相談窓口が充実している     ４．子育ての相談窓口が充実していない 

５．保育所・幼稚園等が充実している     ５．保育所・幼稚園等が充実していない 

６．子育て支援のネットワークがある     ６．子育て支援のネットワークがない 

７．地域での子育て支援が充実している    ７．地域での子育て支援が充実していない 

８．子育ての経済的負担が軽減されている   ８．子育ての経済的負担が軽減されていない 

９．ひとり親家庭への支援が充実している   ９．ひとり親家庭への支援が充実していない 

10．子どもの教育環境が充実している     10．子どもの教育環境が充実していない 

11．子どもの遊び場が充実している      11．子どもの遊び場が充実していない 

12．子育てに関する情報が身近にある     12．子育てに関する情報が身近にない 

13．仕事と家庭の両立支援が進んでいる    13．仕事と家庭の両立支援が進んでいない 

14．一時的に子どもを預ける場所がある    14．一時的に子どもを預ける場所がない 

15．その他（              ） 15．その他（             ） 

問１６へ 
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■人口減少社会に対する考えについて 

 

問１６ 今後，人口減少や少子化・高齢化の進行によって，厳しい市の財政状況が予測さ

れる中，現在の公共サービス※を維持しようとすると，将来世代への負担が増える

ことが予想されます。 

公共サービスの水準と将来世代への負担の関係について，あなたはどうなるのが

良いと思いますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。）  

 

１．将来世代への負担を減らしていくため，現在の公共サービスの水準を下げることはやむを

得ない 

２．将来世代への負担を増やさないよう，公共サービスの水準も一定程度に抑えたほうが良い 

３．現在の公共サービスの水準を維持・向上させるため，将来世代への負担が増えることはや

むを得ない 

４．その他（具体的に                            ） 

５．わからない 

 

 

問１７ 今後，人口減少や少子化・高齢化の進行によって，厳しい市の財政状況が予測さ

れる中，あなたは，公共施設等サービス※を安定的に供給していくためには，どの

ようにしたら良いと思いますか。 

（あてはまるものすべての番号を○で囲んでください。）  

 

１．施設の集約・複合化   ６. 新たな施設への転用 

２．施設の長寿命化    ７. 施設の削減 

３．民間施設・民間活力の活用  ８. 今のままでよい 

４．適正な受益者負担   ９. わからない 

５．市域を超えた広域的な管理・運営  10. その他（具体的に         ） 

 

 

  

※公共サービスとは 
市が行う，市民が日常生活および社会生活を円滑に営むために必要な基本的なサービス 
（金銭その他の物の給付，役務の提供，規制，監督，助成，広報，公共施設の整備など） 

※公共施設等サービスとは 
  公共サービスの内，公共施設（いわゆるハコモノ）やインフラ施設（道路・橋梁，上下水道等） 
を通して提供されるサービス 
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■ ご記入されたご自身のことについておたずねします。 
 

問１８ あなたの性別はどちらですか。 

 

１．男性     ２．女性     ３．その他または答えたくない 

 

 

問１９ あなたの年代はどれにあたりますか。 

 

１．18～19 歳   ６．40～44 歳    11．65～69 歳 

２．20～24 歳   ７．45～49 歳    12．70～74 歳 

３．25～29 歳   ８．50～54 歳    13．75～79 歳 

４．30～34 歳   ９．55～59 歳    14．80 歳以上 

５．35～39 歳   10．60～64 歳 

 

 

問２０ あなたのお住まいはどちらですか。あてはまる地域(小学校区)を選んでください。 

 

１．手城，深津，旭    13．神村，本郷，東村，今津 25．引野，長浜 

２．西，樹徳，久松台，明王台    14．松永，柳津   26．坪生，大谷台 

３．南，川口，多治米，川口東    15．金江，藤江   27．宜山，駅家 

４．霞，光     16．東，桜丘，西深津  28．内浦，内海 

５．蔵王，緑丘    17．有磨，福相        29．常金丸 

６．千田，御幸    18．山野   30．網引，新市，戸手 

７．津之郷，赤坂，瀬戸   19．広瀬   31．能登原，千年，常石 

８．熊野     20．加茂   32．山南 

９．水呑，高島    21．服部，駅家東，駅家西 33．湯田，中条，道上 

10．鞆の浦     22．箕島，曙，新涯  34. 竹尋，御野 

11．伊勢丘，幕山    23．泉，山手   35. 神辺 

12．春日，日吉台    24．大津野，旭丘，野々浜  

 

 

 

問２１ あなたの世帯の構成は，どれにあたりますか。 

 

１．単身  ３．親子   ５．その他（       ） 

２．夫婦  ４．親子・孫（３世代） 

 

 

 

 

 



 

－94－ 

問２２ あなたは現在，結婚をされていますか。 

 

１．結婚している   ２．結婚していない   ３．結婚していたが離婚・死別した 

 

 

問２３ 問２２で「１．結婚している」と回答した方に質問します。 

結婚したのはいつですか。 

また，ご自身と配偶者の方の婚姻歴はどれにあたりますか。 

結婚した年月 婚姻歴 

（記入例）２０１４年      ４月 

年       月 

ご自身 １．初婚   ２．再婚 

配偶者 １．初婚   ２．再婚 

 

問２４ 問２２で「１．結婚している」と回答した方に質問します。 

あなたの家庭の就業状況はどれにあたりますか。 

また，ご自身と配偶者の方は 1 日のうち平均どれぐらいの時間を家事（掃除や洗

濯，炊事，子育て，介護など）にあてていますか。 

 

１．共働き     ２．ご自身が就労     ３．配偶者が就労 

 

ご自身 平日 時間     分 休日 時間     分 

配偶者 平日 時間     分 休日 時間     分 

 

問２５ 問２２で「２．結婚していない」「３．結婚していたが離婚・死別した」と回答し

た方に質問します。 

あなたは結婚について，どのように考えていますか。 

 

１．いずれ結婚するつもり   ２．結婚するつもりはない   ３．分からない 

 

問２６ あなたの現在の子どもの人数，１８歳未満の子どもの人数，今後予定している子

どもの人数は何人ですか。 

現在の子どもの人数 人 

【左記の子どもの数の内， 

１８歳未満の子どもの人数】 

①就学前    人 

②小学生    人 

③中学生    人 

④高校生等   人（高校生 と同

年代の子どもを含む） 

今後予定している子どもの人数 （あと）    人  

問２５へ 

※パート・アルバイト等も就労に含む 
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問２７ あなたの理想の子どもの人数は何人ですか。 

理想の子どもの人数 人 

 

問２８ あなたの職業等は，どれにあたりますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 
 

１．農林漁業    ５．パート・アルバイト 

２．自営（商工・サービス等）  ６．学生 

３．会社員     ７．家事専業 

４．公務員・団体職員   ８．無職 

 

 

問２９ 通勤・通学されている方におたずねします。通勤・通学先はどこですか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．福山市     ６．三原市    11．その他広島県内 

２．尾道市      ７．岡山市   12．その他岡山県内 

３．府中市     ８．倉敷市   13．その他（        ） 

４．神石高原町    ９．笠岡市 

５．広島市        10．井原市 

 

 

問３０ あなたは，福山市(合併地域を含む)にお住まいになって通算して何年になりますか。

なお，生まれてからずっと福山市にお住まいの場合は年数にかかわらず，「６」を

お選びください。（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．１年未満   ４．10 年以上 20 年未満 

２．１年以上５年未満  ５．20 年以上 

３．５年以上 10 年未満  ６．生まれてからずっと 

 

 

問３１ 問３０で「１～５」までのどれかを選んだ方におたずねします。 

あなたは，福山市にお住まいになる前はどちらにお住まいでしたか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。）  

 

１．尾道市    ５．三原市   ９．井原市 

２．府中市    ６．岡山市   10．その他広島県内 

３．神石高原町   ７．倉敷市   11．その他岡山県内 

４．広島市    ８．笠岡市   12．その他（        ） 

  



 

－96－ 

 

問３２ あなたは，将来（今後１０年後）に対して不安を感じていますか。 

（１つ選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．ほとんど不安はない   ４． やや不安である 

２．あまり不安はない   ５．とても不安である 

３．どちらともいえない 

 

 

 

問３３ 問３２で「４．やや不安である」または「５．とても不安である」を選んだ方に質

問します。どのようなことに不安を感じていますか。 

（２つまで選び，番号を○で囲んでください。） 

 

１．自分の健康や介護  ７．仕事や雇用 

２．家族の健康や介護  ８．住まい 

３．家族・親族間の人間関係  ９．地震や台風，大雨などの災害 

４．近隣・地域との関係  10．治安 

５．子どもの将来   11．年金など社会保障制度 

６．家計の収入   12．その他（具体的に           ） 
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最後に，今後，福山市がめざすべき将来像やまちづくりのあり方などについて，ご意見

等がございましたら，自由にご記入ください。 

なお，いただいたご意見等につきましては，本市のまちづくりに対する貴重なご意見と

して参考にさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で質問は終わりです。 

誠に勝手なお願いですが，ご回答は 2020 年（令和 2 年）３月２３日（月）までに，同封の返信

用封筒に入れて，郵送によりご返送ください。（切手は不要です） 
 
 

   ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

福山城は，２０２２年（令和４年）に『築城４００年』を迎えます。 

福山城築城４００年を契機として，先人の歩みや大切にしてきた思

いを，あらためて振り返り，市民の心を一つにする機会にしたいと考

えています。 

また，福山城をはじめ，市全体の歴史・文化資源等の価値を再認識

し，磨き上げ，その魅力を市内外に発信することで，「城があるまち

福山」を市民全体の誇りとすることを目的に，現在，各種事業を実施

しているところです。 

福山城築城４００年記念事業で，取り上げてもらいたいテーマや内

容などがありましたら，ご記入ください。 

検索 福山市 築城４００年 

●公式サイト ●フェイスブックページ 

福山市築城４００年記念事業実行委員会 検索 

市の広報やホームページ等で，イベント情報などを提供していますので，ぜひご覧になって

ください。 

※本調査の回収・集計は公益財団法人 中国地域創造研究センターに委託しております。 



 

 

 


