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Ⅰ．調査の概要 

 

１．調査の目的 

第２次北秋田市総合計画及び第２期北秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進にあ

たり、各施策の進捗状況を測るものとして、市民の意識や行動実態を調査することで、市民

が抱えている課題や意見を把握し、市政運営に対する市民評価の一部として活用する。 

 

２．調査の内容 

（１）あなた自身のことについて 

（２）居住環境について 

（３）地域活動やボランティア活動について 

（４）災害への備えについて 

（５）日常の交通手段について 

（６）自然環境に対する意識について 

（７）市の行財政改革や職員の接遇、行政情報について 

（８）市内の産業について 

（９）市内のイベントや観光施設について 

（１０）心や体の健康について 

（１１）子育てについて 

（１２）老後の生活について 

（１３）生涯学習や文化財について 

  

３．調査方法 

（１）調査地域 北秋田市全域 

（２）調査対象 市内に居住する 18歳以上 75歳以下の男女 1,000人 

（３）抽出方法 令和 3年 10月末日現在の住民基本台帳から層化二段無作為抽出 

（４）調査方法 郵送配布、郵送回収、WEB回答 

（５）調査期間 令和 3年 12月 10日（金）～令和 3年 12月 27 日（月） 

 

４．回収結果 

（１）回収数 433人 

（２）回収率 43.3％ 

 

５．集計にあたって 

調査結果の数値は、原則として百分率（％）で表記し、小数点以下第二位を四捨五入して

います。そのため、合計値は必ずしも 100％になるとは限りません。 

複数回答については、回答項目ごとに算定しているので、合計数値は 100％にはならない場

合があります。 

年の表記方法につきましては年度表記としております。  
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Ⅱ．調査結果 

 

１．あなた自身のことについて 

 

問１ 性別 

 

   

 

問２ 年齢  

 

   
  

男性, 44.3%

女性, 55.7%

その他, 0.0%

10～20歳代, 
11.5%

30歳代, 17.6%

40歳代, 16.4%

50歳代, 21.0%

60歳代, 17.6%

70歳以上, 15.7%
無回答, 0.2%
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問３ 居住地区  

 

   
 

問４ 家族構成  

 

   
  

鷹巣地区, 48.5%

合川地区, 21.2%

森吉地区, 19.9%

阿仁地区, 10.4%
無回答, 0.0%

一人暮らし, 
10.6%

二世代同居（親と

子）, 44.6%夫婦のみ, 18.7%

三世代同居（親・

子・孫）, 21.5%

その他, 4.6% 無回答, 0.0%
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問５ 職業（主たる収入源）  

 

   
 

問６ 通勤、通学地  

 

   
 

  

自営業・事業主, 
7.4%

会社員, 35.8%

公務員、教員, 
7.6%

団体職員, 7.2%

派遣・契約社員、

アルバイト等, 
10.4%

専業主婦・専業

主夫, 4.6%

学生, 2.1%

無職（年金受給

のみの方含む）, 
19.9%

その他, 4.6% 無回答, 0.5%

北秋田市内, 
60.0%

大館市内, 7.9%

能代市内, 2.3%

通勤、通学をして

いない, 13.6%

その他, 6.7%

無回答, 9.5%
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問７ 居住年数  

 

   
 

  

3年未満, 3.0%

3～9年, 5.8%

10～19年, 8.8%

20年以上, 82.2%

無回答, 0.2%
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問８ あなたは北秋田市に住んでいて幸福だと感じていますか。（○は１つ） 

 

 「とても幸福だと感じる」、「どちらかといえば幸福だと感じる」の割合の合計が６６．５％と

過半数となり、「あまり幸福だと感じない」、「幸福ではない」と答えた割合の合計３２．３％を上

回っている。 

 

 過去の調査と比較すると、「とても幸福だと感じる」、「どちらかといえば幸福だと感じる」と答

えた割合の合計が、平成２９年度６７．４％、平成３０年度６１．５％、令和元年度５８．５％、

令和２年度６４．２％、令和３年度６６．５％となっている。 

 

 男女別では、「とても幸福だと感じる」、「どちらかといえば幸福だと感じる」と答えた割合の合

計は、男性が６３．０％、女性が６９．３％と、女性の方が高い。 

 

 年代別では、「とても幸福だと感じる」、「どちらかといえば幸福だと感じる」と答えた割合の合

計は、５０歳代で７０．３％と最も高く、続いて、３０歳代と６０歳代で６８．４％となってい

る。一方、「あまり幸福だと感じない」、「幸福ではない」の割合の合計は、４０歳代で４２．３％

と最も高くなっている。 

 

 地区別では、「とても幸福だと感じる」、「どちらかといえば幸福だと感じる」と答えた割合の合

計は、鷹巣地区において６９．５％と最も高くなっている。 

 

 

 

  
とても幸福

だと感じる 

どちらかと

いえば幸福

だと感じる 

あまり 

幸福だと 

感じない 

幸福では 

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 9.2% 57.3% 25.9% 6.5% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 6.7% 57.5% 31.7% 3.3% 0.8% 

令和元年度(n=458) 6.3% 52.2% 36.0% 5.5% 0.0% 

平成 30年度(n=486) 6.2% 55.3% 32.1% 6.4% 0.0% 

平成 29年度(n=562) 9.6% 57.8% 25.8% 6.4% 0.4% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

とても

幸福だと感じる

どちらかといえば

幸福だと感じる

あまり幸福だと

感じない

幸福ではない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

 

  回答数 

とても 

幸福だと 

感じる 

どちらかとい

えば幸福だと

感じる 

あまり 

幸福だと 

感じない 

幸福ではない 

  全体 (n=433) 9.2% 57.3% 25.9% 6.5% 

性
別 

男性 (n=192) 10.4% 52.6% 29.2% 7.3% 

女性 (n=241) 8.3% 61.0% 23.2% 5.8% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 8.0% 60.0% 20.0% 12.0% 

30 歳代 (n=76) 6.6% 61.8% 26.3% 5.3% 

40 歳代 (n=71) 12.7% 45.1% 32.4% 9.9% 

50 歳代 (n=91) 11.0% 59.3% 26.4% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 3.9% 64.5% 23.7% 6.6% 

70 歳以上 (n=68) 11.8% 52.9% 25.0% 5.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 7.6% 61.9% 22.9% 6.7% 

合川地区 (n=92) 9.8% 52.2% 30.4% 5.4% 

森吉地区 (n=86) 8.1% 60.5% 22.1% 8.1% 

阿仁地区 (n=45) 17.8% 40.0% 37.8% 4.4% 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

とても

幸福だと感じる

どちらかといえば

幸福だと感じる

あまり幸福だと

感じない

幸福ではない
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問８－２ あなたは、問８で幸福について判断した際に、どのようなことを重視しま

したか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「家族関係」と答えた割合が４３．９％、「良好な生活環境」と答えた割合が４２．０％と高く

なっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「家族関係」と答えた割合は平成２９年度５２．７％と５０％を超え

ていたが、平成３０年度以降は４０％前後で推移している。一方、「良好な生活環境」と答えた割

合は、平成２９年度２３．５％であったが、平成３０年度以降は３０～４０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「家族関係」と答えた割合は、男性の３７．５％に対して女性が４９．０％と、女

性が高い。また、「友人関係」と答えた割合は、男性が２５．０％に対して女性が３３．６％と、

女性が高くなっている。一方、「仕事や趣味などの生きがい」と答えた割合は、男性が２９．２％

に対して女性が２０．３％と、男性が高くなっている。 

 

 年代別では、「良好な生活環境」と答えた割合は、４０歳代が６０．６％で、年代中で唯一５割

を超えている。「家族関係」と答えた割合は、３０歳代～５０歳代が４０％台後半で他の年代より

も高くなっている。「友人関係」と答えた割合は、５０歳代以上の年代が３０％台と４０歳代以下

の年代を上回る。「健康状態」と答えた割合は、５０歳代以上の年代が２０％台後半～３０％台で

４０歳代以下の年代より高い。 

 

 地区別では、「良好な生活環境」と答えた割合は、阿仁地区が５１．１％と唯一５０％を超えて

いる。一方、阿仁地区は「友人関係」、「自由な時間」と答えた割合が１０％台で、他の地区よりも

低い。 

 

 

  

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

家族関係

友人関係

健康状態

所得・収入

就業状況（仕事の有無・安定）

仕事や趣味などの生きがい

地域とのつながり

地位や名誉

良好な生活環境

自由な時間

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)
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  令和 3年

度(n=433) 

令和 2年

度(n=492) 

令和元年

度(n=458) 

平成 30年

度(n=486) 

平成 29年

度(n=562) 

家族関係 43.9% 41.1％ 41.9% 38.1% 52.7% 

友人関係 29.8% 28.7％ 29.9% 31.1% 30.2% 

健康状態 26.1% 23.4％ 25.1% 21.4% 46.3% 

所得・収入 25.9% 24.2％ 29.3% 27.8% 28.8% 

就業状況（仕事の有無・安定） 23.3% 23.6％ 21.6% 22.4% 15.8% 

仕事や趣味などの生きがい 24.2% 25.4％ 27.3% 26.7% 27.0% 

地域とのつながり 21.7% 19.3％ 21.0% 26.1% 19.2% 

地位や名誉 1.8% 1.0％ 1.1% 1.6% 0.0% 

良好な生活環境 42.0% 47.0％ 44.8% 38.5% 23.5% 

自由な時間 19.6% 19.7％ 18.8% 17.9% 27.8% 

その他 3.5% 5.1％ 4.6% 2.7% 1.2% 

無回答 5.8% 3.3％ 4.8% 16.0% 6.0% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

  

0% 20% 40% 60%

家族関係

友人関係

健康状態

所得・収入

就業状況

（仕事の有無・安定）

仕事や趣味などの生き

がい

地域とのつながり

地位や名誉

良好な生活環境

自由な時間

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

家族関係

友人関係

健康状態

所得・収入

就業状況

（仕事の有無・安定）

仕事や趣味などの生きが

い

地域とのつながり

地位や名誉

良好な生活環境

自由な時間

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区



 

- 12 - 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

家族関係

友人関係

健康状態

所得・収入

就業状況

（仕事の有無・安定）

仕事や趣味などの生きがい

地域とのつながり

地位や名誉

良好な生活環境

自由な時間

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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  回答数 
家族 

関係 

友人 

関係 

健康 

状態 

所得・ 

収入 

就業状況 

（仕事の

有無・ 

安定） 

仕事や趣

味などの

生きがい 

  全体 (n=433) 43.9% 29.8% 26.1% 25.9% 23.3% 24.2% 

性
別 

男性 (n=192) 37.5% 25.0% 22.4% 29.7% 22.9% 29.2% 

女性 (n=241) 49.0% 33.6% 29.0% 22.8% 23.7% 20.3% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 32.0% 30.0% 20.0% 30.0% 18.0% 24.0% 

30 歳代 (n=76) 47.4% 27.6% 13.2% 30.3% 38.2% 31.6% 

40 歳代 (n=71) 46.5% 25.4% 23.9% 31.0% 32.4% 31.0% 

50 歳代 (n=91) 49.5% 31.9% 29.7% 26.4% 20.9% 15.4% 

60 歳代 (n=76) 40.8% 31.6% 27.6% 22.4% 18.4% 21.1% 

70 歳以上 (n=68) 41.2% 32.4% 39.7% 16.2% 10.3% 23.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 42.9% 33.8% 26.2% 23.8% 24.3% 21.9% 

合川地区 (n=92) 45.7% 27.2% 25.0% 29.3% 17.4% 30.4% 

森吉地区 (n=86) 46.5% 29.1% 27.9% 27.9% 24.4% 22.1% 

阿仁地区 (n=45) 40.0% 17.8% 24.4% 24.4% 28.9% 26.7% 
         

         

         

  回答数 
地域との

つながり 

地位や 

名誉 

良好な 

生活環境 

自由な 

時間 
その他 無回答 

  全体 (n=433) 21.7% 1.8% 42.0% 19.6% 3.5% 5.8% 

性
別 

男性 (n=192) 23.4% 3.1% 40.6% 20.8% 1.6% 6.8% 

女性 (n=241) 20.3% 0.8% 43.2% 18.7% 5.0% 5.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 14.0% 2.0% 40.0% 20.0% 2.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 17.1% 2.6% 40.8% 17.1% 5.3% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 14.1% 2.8% 60.6% 22.5% 4.2% 5.6% 

50 歳代 (n=91) 17.6% 0.0% 38.5% 12.1% 4.4% 8.8% 

60 歳代 (n=76) 31.6% 3.9% 28.9% 19.7% 2.6% 3.9% 

70 歳以上 (n=68) 35.3% 0.0% 44.1% 27.9% 1.5% 10.3% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 22.9% 1.4% 44.3% 19.0% 2.9% 2.4% 

合川地区 (n=92) 17.4% 1.1% 33.7% 19.6% 2.2% 8.7% 

森吉地区 (n=86) 22.1% 4.7% 40.7% 25.6% 4.7% 8.1% 

阿仁地区 (n=45) 24.4% 0.0% 51.1% 11.1% 6.7% 11.1% 
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問９ 既婚男性の方のみお答えください。平日におけるあなたの、睡眠・通勤（通学） 

勤務（学習）以外の時間は、平均何時間ありますか。（○は１つ） 

 

「１時間以下」の割合は１．９％で最も低い。それ以外の回答の割合は１０％台であり、その

中では「４時間」が１７．３％、「２時間」が１６．３％で高い。 

 

年代別、地区別では、ほとんどの項目でサンプル数が３０以下となっていることから誤差が大

きいと考えられ、差や傾向を判断することが困難である。 

 

 

 

  令和 3年度 

(n=104) 

令和 2年度 

(n=128) 

1 時間以下 1.9% 2.3% 

2 時間 16.3% 11.7% 

3 時間 11.5% 10.9% 

4 時間 17.3% 16.4% 

5 時間 12.5% 24.2% 

6 時間 15.4% 14.1% 

7 時間 11.5% 10.2% 

それ以上 13.5% 10.2% 

無回答 0.0% 0.0% 

 

  

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

令和3年度(n=104)

令和2年度(n=128)

1時間以下 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 それ以上 無回答
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問９－２ 問９で回答した時間のうち、家事・育児・介護に関わる時間は、平均何 

時間ありますか。（○は１つ） 

 

 「１時間以下」と答えた割合が６６．３％と最も高く、次いで「２時間」が１５．４％であ

る。「３時間」以上の回答は５％を下回っている。 

 

年代別、地区別では、ほとんどの項目でサンプル数が４０以下となっていることから誤差が大

きいと考えられ、差や傾向を判断することが困難である。 

 

 

 

  令和 3年度 

(n=104) 

令和 2年度 

(n=128) 

1 時間以下 66.3% 57.0% 

2 時間 15.4% 21.1% 

3 時間 4.8% 11.7% 

4 時間 3.8% 0.8% 

5 時間 0.0% 1.6% 

6 時間 1.9% 0.8% 

7 時間 0.0% 0.8% 

それ以上 1.9% 2.3% 

無回答 5.8% 3.9% 

 

 

  

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

令和2年度(n=128)

令和3年度(n=104)

1時間以下 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 それ以上 無回答
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２．居住環境について 

 

問１０ お住まいの地域は、住みやすいですか。（○は１つ ） 

 

 「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」と答えた割合の合計が、７１．４％となって

いる。 

 

 過去の調査と比較すると、「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と答えた割合の合計

は平成２８年度から令和２年度まで６０％台で推移していたが、令和３年度で７０％を超えた。 

 

 男女別では、「住みやすい」と答えた割合は、男性が２５．０％で女性の１９．９％を上回って

いる。 

 

 年代別では、「住みやすい」、「どちらかといえば住みやすい」の割合の合計は、１０～２０歳代

が８０．０％で最も高い。続いて、６０歳代と７０歳以上が７０％台で、３０歳代～５０歳代の

６０％台より高くなっている。 

 

 地区別では、「住みやすい」「どちらかといえば住みやすい」と答えた割合の合計は、鷹巣地区

が８０．０％と最も高く、阿仁地区が５１．１％で最も低くなっている。 

 

 

 住みやすい 

どちらかと

いえば住み

やすい 

どちらかと

いえば住み

にくい 

住みにくい 無回答 

令和 3年度(n=433) 22.2% 49.2% 20.8% 7.4% 0.5% 

令和 2年度(n=492) 22.0% 47.8% 24.8% 4.1% 1.4% 

令和元年度(n=458) 19.4% 48.9% 24.2% 7.0% 0.4% 

平成 30年度(n=486) 18.3% 48.1% 25.5% 6.2% 1.9% 

平成 29年度(n=562) 23.3% 46.3% 22.6% 5.9% 2.0% 

平成 28年度(n=533) 20.3% 48.2% 24.0% 6.0% 1.5% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらかといえば住みにくい 住みにくい 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

    回答数 住みやすい 

どちらかと

いえば住み

やすい 

どちらかと

いえば住み

にくい 

住みにくい 無回答 

  全体 (n=433) 22.2% 49.2% 20.8% 7.4% 0.5% 

性
別 

男性 (n=192) 25.0% 47.9% 19.8% 7.3% 0.0% 

女性 (n=241) 19.9% 50.2% 21.6% 7.5% 0.8% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 24.0% 56.0% 14.0% 6.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 15.8% 52.6% 21.1% 10.5% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 21.1% 40.8% 31.0% 7.0% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 25.3% 44.0% 22.0% 7.7% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 15.8% 59.2% 19.7% 5.3% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 30.9% 45.6% 14.7% 7.4% 1.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 23.3% 56.7% 12.4% 7.1% 0.5% 

合川地区 (n=92) 16.3% 48.9% 28.3% 5.4% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 29.1% 38.4% 22.1% 10.5% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 15.6% 35.6% 42.2% 6.7% 0.0% 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらかといえば住みにくい 住みにくい 無回答



 

- 18 - 

 

問 １１ お住まいの地域で、今後も住み続けたいと思いますか。 （○は１つ ） 

 

 「今の場所に住み続けたい」と答えた割合が５８．７％と６割近く、続いて、「市外に住みたい」

が２３．６％、「市内の別の場所に住みたい」１６．６％となっている。 

 

 過去と比較すると、「今の場所に住み続けたい」と答えた割合は、平成２８年度と平成２９年度

は６０％であったが、平成３０年度以降は５０％台に低下している。また、「市外に住みたい」と

答えた割合は、平成２８年度から平成３０年度まで１０％台後半であったが、令和元年度以降は

２０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「今の場所に住み続けたい」の割合は、男性６３．５％に対し、女性５４．８％と

なっている。 

 

 年代別では、「今の場所に住み続けたい」と答えた割合は、１０～２０歳代が４８．０％と最低、

７０歳以上が７２．１％と最高で、年代が高くなるほど割合が上昇する傾向がある。 

 

 地区別では、「今の場所に住み続けたい」と答えた割合は、鷹巣地区が６３．８％と最も高く、

阿仁地区が４４．４％で最も低くなっている。 

 

 

 

  
今の場所に 

住み続けたい 

市内の別の 

場所に住みたい 
市外に住みたい 無回答 

令和 3年度(n=433) 58.7% 16.6% 23.6% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 59.8% 13.2% 25.4% 1.6% 

令和元年度(n=458) 54.6% 18.8% 26.0% 0.7% 

平成 30年度(n=486) 59.3% 19.5% 19.8% 1.4% 

平成 29年度(n=562) 65.1% 15.3% 17.3% 2.3% 

平成 28年度(n=533) 65.5% 14.8% 17.4% 2.3% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

今の場所に住み続けたい 市内の別の場所に住みたい 市外に住みたい 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 
今の場所に 

住み続けたい 

市内の別の 

場所に住みた

い 

市外に住みた

い 
無回答 

  全体 (n=433) 58.7% 16.6% 23.6% 1.2% 

性
別 

男性 (n=192) 63.5% 14.6% 21.9% 0.0% 

女性 (n=241) 54.8% 18.3% 24.9% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 48.0% 14.0% 38.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 53.9% 17.1% 28.9% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 57.7% 18.3% 23.9% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 57.1% 15.4% 25.3% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 60.5% 17.1% 19.7% 2.6% 

70 歳以上 (n=68) 72.1% 17.6% 8.8% 1.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 63.8% 15.2% 20.0% 1.0% 

合川地区 (n=92) 53.3% 18.5% 25.0% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 59.3% 18.6% 22.1% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 44.4% 15.6% 40.0% 0.0% 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

今の場所に住み続けたい 市内の別の場所に住みたい 市外に住みたい 無回答
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問 １１－２ 問１１で「２． 市内の別場所に住みたい 」「３．市外に住みたい 」

とお答えの方にお伺いします。その理由について、あてはまる番号全てに○

を付けてください。 

 

 「買い物などが不便」と答えた割合が６４．９％と最も高く、次いで「交通の利便性が悪い」が

６３．８％、「冬季間の生活が不安」が６１．５％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「娯楽を楽しめる環境が整ってない」と答えた割合は、平成２８年度

から平成３０年度まで２０～３０％台であったが、令和元年度以降は４０％台に上昇している。

また、「通勤や通学が不便である」と答えた割合は、平成２８年度と平成２９年度は１０％台であ

ったのに対し、平成３０年度以降は２９.３％～３５.６％に上昇している。 

 

 男女別では、「交通の利便性が悪い」の割合は、男性の６０．０％に対して女性が６６．３％と

高くなっている。また、「子育て環境が整ってない（教育面含む）」の割合は男性が１７．１％で

あり、女性の１０．６％より高い。 

 

 年代別では、「娯楽を楽しめる環境が整っていない」の割合は、１０～２０歳代が５７．７％と

最も高く、年代が低いほど割合が高い。「冬季間の生活が不安」と答えた割合は、４０歳代～６０

歳代が７０～８０％台で他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、阿仁地区では「買い物などが不便」、「医療や福祉サービスが整っていない」、「通

勤や通学が不便である」と答えた割合が、他の地区に比べて１０ポイント以上高くなっている。  

 

 

  

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

買い物などが不便

交通の利便性が悪い

医療や福祉サービスが整ってない

娯楽を楽しめる環境が整ってない

冬季間の生活が不安

子育ての環境が整ってない（教育面含む）

近所関係がわずらわしい

治安や防犯に不安がある

通勤や通学が不便である

家族の都合

道路や下水道の整備が整ってない

騒音や悪臭など生活環境が悪い

防災体制が不充分

その他

無回答

令和3年度(n=174)

令和2年度(n=190)

令和元年度(n=205)

平成30年度(n=191)

平成29年度(n=183)

平成28年度(n=172)
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  令和 3年

度(n=174) 

令和 2年

度(n=190) 

令和元年

度(n=205) 

平成 30年

度(n=191) 

平成 29年

度(n=183) 

平成 28年

度(n=172) 

買い物などが不便 64.9% 57.4％ 62.4% 63.4% 61.7% 60.5% 

交通の利便性が悪

い 
63.8% 51.6％ 56.6% 57.6% 56.3% 58.7% 

医療や福祉サービ

スが整ってない 
30.5% 25.8％ 29.3% 27.2% 26.2% 31.4% 

娯楽を楽しめる環

境が整ってない 
42.0% 47.4％ 44.9% 35.6% 23.5% 32.6% 

冬季間の生活が不

安 
61.5% 55.8％ 53.7% 53.9% 66.1% 67.4% 

子育ての環境が整

ってない（教育面

含む） 

13.2% 16.3％ 14.1% 12.0% 7.1% 8.1% 

近所関係がわずら

わしい 
23.6% 24.2％ 19.0% 24.1% 21.9% 23.3% 

治安や防犯に不安

がある 
5.2% 2.1％ 2.4% 3.7% 3.8% 2.3% 

通勤や通学が不便

である 
29.3% 31.1％ 30.7% 35.6% 19.7% 19.2% 

家族の都合 8.6% 8.4％ 8.8% 9.4% 8.7% 12.2% 

道路や下水道の整

備が整ってない 
13.2% 7.4％ 7.3% 11.0% 10.9% 12.8% 

騒音や悪臭など生

活環境が悪い 
6.3% 3.7％ 8.3% 4.7% 6.0% 4.7% 

防災体制が不充分 5.2% 3.2％ 4.4% 4.7% 7.1% 2.9% 

その他 6.9% 6.8％ 6.8% 7.9% 6.6% 9.9% 

無回答 0.0% 1.1％ 1.5% 1.6% 1.1% 0.6% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

買い物などが不便

交通の利便性が悪い

医療や福祉サービスが

整ってない

娯楽を楽しめる環境が

整ってない

冬季間の生活が不安

子育ての環境が整って

ない（教育面含む）

近所関係がわずらわし

い

治安や防犯に不安があ

る

通勤や通学が不便であ

る

家族の都合

道路や下水道の整備が

整ってない

騒音や悪臭など生活環

境が悪い

防災体制が不充分

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

買い物などが不便

交通の利便性が悪い

医療や福祉サービスが

整ってない

娯楽を楽しめる環境が

整ってない

冬季間の生活が不安

子育ての環境が整って

ない（教育面含む）

近所関係がわずらわし

い

治安や防犯に不安があ

る

通勤や通学が不便であ

る

家族の都合

道路や下水道の整備

が整ってない

騒音や悪臭など生活環

境が悪い

防災体制が不充分

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物などが不便

交通の利便性が悪い

医療や福祉サービスが整っ

てない

娯楽を楽しめる環境が整って

ない

冬季間の生活が不安

子育ての環境が整ってない

（教育面含む）

近所関係がわずらわしい

治安や防犯に不安がある

通勤や通学が不便である

家族の都合

道路や下水道の整備が整っ

てない

騒音や悪臭など生活環境が

悪い

防災体制が不充分

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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   回答数 
買い物など

が不便 

交通の 
利便性が 
悪い 

医療や福祉
サービスが
整ってない 

娯楽を楽し
める環境が
整ってない 

冬季間の生
活が 
不安 

 全体 (n=174) 64.9% 63.8% 30.5% 42.0% 61.5% 

性
別 

男性 (n=70) 62.9% 60.0% 28.6% 42.9% 64.3% 
女性 (n=104) 66.3% 66.3% 31.7% 41.3% 59.6% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=26) 50.0% 57.7% 23.1% 57.7% 34.6% 
30 歳代 (n=35) 71.4% 62.9% 31.4% 54.3% 51.4% 
40 歳代 (n=30) 60.0% 56.7% 20.0% 50.0% 80.0% 
50 歳代 (n=37) 73.0% 62.2% 40.5% 32.4% 70.3% 
60 歳代 (n=28) 71.4% 71.4% 39.3% 28.6% 71.4% 

70 歳以上 (n=18) 55.6% 77.8% 22.2% 22.2% 55.6% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=74) 54.1% 52.7% 25.7% 39.2% 50.0% 
合川地区 (n=40) 72.5% 72.5% 27.5% 55.0% 72.5% 
森吉地区 (n=35) 65.7% 71.4% 31.4% 31.4% 62.9% 
阿仁地区 (n=25) 84.0% 72.0% 48.0% 44.0% 76.0% 

        

    回答数 

子育ての環
境が整って
ない（教育
面含む） 

近所関係が
わずらわし

い 

治安や防犯
に不安があ

る 

通勤や通学
が不便であ

る 

家族の 
都合 

 全体 (n=174) 13.2% 23.6% 5.2% 29.3% 8.6% 

性
別 

男性 (n=70) 17.1% 21.4% 5.7% 32.9% 12.9% 
女性 (n=104) 10.6% 25.0% 4.8% 26.9% 5.8% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=26) 7.7% 15.4% 0.0% 34.6% 7.7% 
30 歳代 (n=35) 22.9% 28.6% 0.0% 45.7% 11.4% 
40 歳代 (n=30) 20.0% 26.7% 6.7% 26.7% 10.0% 
50 歳代 (n=37) 10.8% 24.3% 2.7% 21.6% 8.1% 
60 歳代 (n=28) 10.7% 14.3% 14.3% 25.0% 3.6% 

70 歳以上 (n=18) 0.0% 33.3% 11.1% 16.7% 11.1% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=74) 8.1% 27.0% 5.4% 20.3% 8.1% 
合川地区 (n=40) 15.0% 20.0% 0.0% 35.0% 7.5% 
森吉地区 (n=35) 17.1% 28.6% 11.4% 28.6% 14.3% 
阿仁地区 (n=25) 20.0% 12.0% 4.0% 48.0% 4.0% 

        

   回答数 
道路や下水
道の整備が 
整ってない 

騒音や悪臭
など生活環
境が悪い 

防災体制が
不充分 

その他 無回答 

 全体 (n=174) 13.2% 6.3% 5.2% 6.9% 0.0% 

性
別 

男性 (n=70) 14.3% 7.1% 7.1% 7.1% 0.0% 
女性 (n=104) 12.5% 5.8% 3.8% 6.7% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=26) 11.5% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 
30 歳代 (n=35) 8.6% 5.7% 2.9% 5.7% 0.0% 
40 歳代 (n=30) 13.3% 3.3% 6.7% 6.7% 0.0% 
50 歳代 (n=37) 13.5% 2.7% 2.7% 8.1% 0.0% 
60 歳代 (n=28) 17.9% 14.3% 14.3% 7.1% 0.0% 

70 歳以上 (n=18) 16.7% 16.7% 5.6% 5.6% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=74) 17.6% 6.8% 0.0% 12.2% 0.0% 
合川地区 (n=40) 7.5% 2.5% 0.0% 5.0% 0.0% 
森吉地区 (n=35) 14.3% 11.4% 20.0% 0.0% 0.0% 
阿仁地区 (n=25) 8.0% 4.0% 8.0% 4.0% 0.0% 
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問１２ あなたは、自宅の除雪について困っていることはありますか。あてはまる番

号全てに○を付けてください。 

 

 「玄関や車庫などの雪よせ」と答えた割合が５１．０％と最も高く、続いて「庭など敷地内の

雪よせ」が４３．０％、「屋根の雪下ろし」が２８．６％となっている。 

 

過去の調査との比較では、年度により気象条件による変動が大きいと思われ、年度による明確

な傾向はみられない。 

 

 男女別では、「玄関や車庫などの雪よせ」と答えた割合は、男性が４７．９％、女性が５３．５％

と女性が高くなっている。一方、「特に困ったことはない」の割合は、男性が２６．０％、女性が

１６．６％と男性が高い。 

 

 年代別では、「庭など敷地内の雪よせ」と答えた割合は、１０～２０歳代が５０％台、６０歳代

と７０歳以上が３０％台と、年代が低いほど割合が高い傾向がある。一方、「屋根の雪下ろし」と

答えた割合は、１０～２０歳代が１０％台、６０歳代と７０歳以上が３０％台と、年代が高いほ

ど割合が高くなる傾向がある。 

 

 地区別では、森吉地区において「玄関や車庫などの雪よせ」の割合が６０．５％、「庭など敷地

内の雪よせ」の割合が５３．５％と他の地区に比べて高くなっている。 

 

  

玄関や

車庫な

どの雪

よせ 

庭など

敷地内

の雪よ

せ 

屋根の

雪下ろ

し 

除雪す

る担い

手がい

ない 

除雪に

かかる

費用が

高い 

特に困

ったこ

とはな

い 

その他 無回答 

令和 3年度(n=433) 51.0% 43.0% 28.6% 11.8% 11.8% 20.8% 6.9% 2.3% 

令和 2年度(n=492) 41.5% 36.4% 22.0% 9.1% 10.4% 32.3% 7.7% 2.6% 

令和元年度(n=458) 49.6% 45.2% 28.8% 9.2% 11.1% 20.3% 7.9% 1.5% 

平成 30年度(n=486) 44.7% 40.9% 28.4% 11.1% 11.1% 23.3% 9.3% 3.7% 

平成 29年度(n=562) 39.3% 32.0% 29.7% 15.5% 12.6% 25.3% 9.3% 3.0% 

平成 28年度(n=533) 41.1% 34.9% 30.2% 12.4% 10.3% 27.4% 7.7% 3.6% 

  

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

玄関や車庫などの雪よせ

庭など敷地内の雪よせ

屋根の雪下ろし

除雪する担い手がいない

除雪にかかる費用が高い

特に困ったことはない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

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

玄関や車庫などの雪よせ

庭など敷地内の雪よせ

屋根の雪下ろし

除雪する担い手がいない

除雪にかかる費用が高い

特に困ったことはない

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

玄関や車庫などの雪よせ

庭など敷地内の雪よせ

屋根の雪下ろし

除雪する担い手がいない

除雪にかかる費用が高い

特に困ったことはない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

玄関や車庫などの雪よせ

庭など敷地内の雪よせ

屋根の雪下ろし

除雪する担い手がいない

除雪にかかる費用が高い

特に困ったことはない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
玄関や車庫な

どの雪よせ 

庭など敷地内

の雪よせ 

屋根の 

雪下ろし 

除雪する担い

手がいない 

  全体 (n=433) 51.0% 43.0% 28.6% 11.8% 

性
別 

男性 (n=192) 47.9% 41.1% 31.8% 8.3% 

女性 (n=241) 53.5% 44.4% 26.1% 14.5% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 44.0% 54.0% 14.0% 4.0% 

30 歳代 (n=76) 55.3% 48.7% 28.9% 7.9% 

40 歳代 (n=71) 49.3% 45.1% 28.2% 9.9% 

50 歳代 (n=91) 50.5% 44.0% 29.7% 6.6% 

60 歳代 (n=76) 51.3% 31.6% 30.3% 11.8% 

70 歳以上 (n=68) 54.4% 36.8% 35.3% 30.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 46.7% 40.0% 26.2% 12.4% 

合川地区 (n=92) 52.2% 37.0% 27.2% 6.5% 

森吉地区 (n=86) 60.5% 53.5% 31.4% 16.3% 

阿仁地区 (n=45) 51.1% 48.9% 37.8% 11.1% 
       

       

       

    回答数 
除雪にかかる

費用が高い 

特に困った 

ことはない 
その他 無回答 

  全体 (n=433) 11.8% 20.8% 6.9% 2.3% 

性
別 

男性 (n=192) 14.1% 26.0% 4.7% 0.5% 

女性 (n=241) 10.0% 16.6% 8.7% 3.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 12.0% 30.0% 4.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 9.2% 27.6% 3.9% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 7.0% 23.9% 11.3% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 9.9% 12.1% 6.6% 5.5% 

60 歳代 (n=76) 11.8% 21.1% 11.8% 2.6% 

70 歳以上 (n=68) 22.1% 14.7% 2.9% 4.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 11.0% 22.4% 8.1% 3.3% 

合川地区 (n=92) 9.8% 23.9% 6.5% 2.2% 

森吉地区 (n=86) 14.0% 16.3% 4.7% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 15.6% 15.6% 6.7% 0.0% 
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問１３ あなたは、自治会・町内会や近所の方と協力して道路や歩道、自治会館や  

ゴミ集積所などの除雪作業を行っていますか。（○は１つ） 

 

 「行っていない」と答えた割合が６４．２％で、「行っている」と答えた割合の３５．１％を大

きく上回っている。 

 

過去の調査と比較すると、「行っている」の割合は、令和元年度以前は３７．９％～４２．３％

であったが、令和２年度以降は３１．９～３５．１％と低下の傾向がみられる。 

 

 男女別では、「行っている」の割合は、男性が４０．６％で女性の３０．７％より高い。 

 

 年代別では、「行っている」と答えた割合は、１０歳～２０歳代で１６．０％と最も低く、６０

歳代と７０歳以上は４０～５０％台と、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。 

 

 地区別では、「行っている」と答えた割合は、最も高い阿仁地区が５５．６％、最も低い鷹巣地

区が２８．１％と、地区による差が大きい。 

 

 
 

  行っている 行っていない 無回答 

令和 3年度(n=433) 35.1% 64.2% 0.7% 

令和 2年度(n=492) 31.9% 65.2% 2.8% 

令和元年度(n=458) 40.6% 58.7% 0.7% 

平成 30 年度(n=486) 37.9% 61.1% 1.0% 

平成 29 年度(n=562) 42.3% 55.5% 2.1% 

平成 28 年度(n=533) 42.2% 53.7% 4.1% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

行っている 行っていない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

    回答数 行っている 行っていない 無回答 

  全体 (n=433) 35.1% 64.2% 0.7% 

性
別 

男性 (n=192) 40.6% 58.9% 0.5% 

女性 (n=241) 30.7% 68.5% 0.8% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 16.0% 84.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 23.7% 76.3% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 32.4% 67.6% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 34.1% 64.8% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 51.3% 47.4% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 48.5% 50.0% 1.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 28.1% 71.4% 0.5% 

合川地区 (n=92) 42.4% 56.5% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 33.7% 65.1% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 55.6% 44.4% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

行っている 行っていない 無回答
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３．地域活動やボランティア活動について 

 

問１４ あなたは、お住まいの地域の自治会・町内会に加入していますか。（○は１

つ） 

 

 「加入し、活動にも参加している」と答えた割合が４６．４％と最も高く、続いて「加入してい

るが、活動には参加していない」が３３．３％、「加入したくない」が１５．７％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「加入し、活動にも参加している」と答えた割合は、平成２９年度は

約５５.３％であったが、平成３０年度以降は４０％台で推移している。 

 

 男女別では、「加入し、活動にも参加している」の割合は男性が４９．０％で女性の４４．４％

よりも高くなっている。 

 

 年代別では、「加入し、活動にも参加している」の割合は、１０～２０歳代で１２．０％、６０

歳代と７０歳以上で６０％以上と、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。 

 

 地区別では、「加入し、活動にも参加している」と答えた割合は、合川地区が５８．７％と最も

高く、鷹巣地区は３９．５％で最も低くなっている。 

 

 

 
加入し、活

動にも参加

している 

加入してい

るが、活動

には参加し

ていない 

加入してい

ないが、加

入したい 

加入したく

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 46.4% 33.3% 3.5% 15.7% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 40.2% 33.9% 3.7% 19.5% 2.6% 

令和元年度(n=458) 49.6% 33.0% 4.1% 12.9% 0.4% 

平成 30年度(n=486) 44.7% 35.6% 4.3% 14.2% 1.2% 

平成 29年度(n=562) 55.3% 30.2% 2.5% 9.8% 2.1% 

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

加入し、活動にも

参加している

加入しているが、

活動には参加していない

加入していないが

、加入したい

加入したくない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 

加入し、活

動にも参加

している 

加入してい

るが、活動

には参加し

ていない 

加入してい

ないが、加

入したい 

加入したく

ない 
無回答 

  全体 (n=433) 46.4% 33.3% 3.5% 15.7% 1.2% 

性
別 

男性 (n=192) 49.0% 28.1% 3.6% 18.2% 1.0% 

女性 (n=241) 44.4% 37.3% 3.3% 13.7% 1.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 12.0% 40.0% 16.0% 32.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 22.4% 40.8% 2.6% 31.6% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 35.2% 43.7% 2.8% 18.3% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 53.8% 31.9% 3.3% 9.9% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 77.6% 17.1% 0.0% 5.3% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 64.7% 29.4% 0.0% 2.9% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 39.5% 35.7% 3.8% 19.5% 1.4% 

合川地区 (n=92) 58.7% 26.1% 4.3% 9.8% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 47.7% 34.9% 2.3% 14.0% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 51.1% 33.3% 2.2% 13.3% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

加入し、活動にも

参加している

加入しているが、

活動には参加していない

加入していないが

、加入したい

加入したくない 無回答
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問１５ あなたのお住まいの地域の自治会・町内会の活動は活発だと思いますか。（○

は１つ） 

 

 「活発だと思う」、「まあまあ活発だと思う」と答えた割合の合計が５９．６％と「それほど活

発ではない」、「まったく活発だと思わない」と答えた割合の合計３９．５％を上回っている。 

 

 過去の調査と比べると、年度による明確な傾向はみられない。 

 

 男女別では、「活発だと思う」の割合は、男性が１９．８％で女性の１４．５％を上回っている。 

 

 年代別では、「活発だと思う」、「まあまあ活発だと思う」の割合の合計は、５０歳代が７２．５％

で、他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、「活発だと思う」、「まあまあ活発だと思う」の割合の合計は、合川地区が６５．２％

で最も高く、阿仁地区が４８．９％で最も低くなっている。 

 

 

 

  
活発だと 

思う 

まあまあ 

活発だと 

思う 

それほど 

活発では 

ない 

まったく 

活発だと思

わない 

無回答 

令和 3年度(n=433) 16.9% 42.7% 32.1% 7.4% 0.9% 

令和 2年度(n=492) 13.4% 51.0% 26.6% 5.9% 3.0% 

令和元年度(n=458) 18.1% 48.7% 25.5% 6.6% 1.1% 

平成 30年度(n=486) 16.7% 46.9% 27.0% 7.2% 2.3% 

平成 29年度(n=562) 18.0% 47.0% 24.0% 7.3% 3.7% 

平成 28年度(n=533) 16.5% 48.2% 25.5% 7.3% 2.4% 

 

 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

活発だと思う まあまあ活発だと思う それほど活発ではない まったく活発だと思わない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

    回答数 
活発だと 

思う 

まあまあ活

発だと思う 

それほど活

発ではない 

まったく 

活発だと 

思わない 

無回答 

  全体 (n=433) 16.9% 42.7% 32.1% 7.4% 0.9% 

性
別 

男性 (n=192) 19.8% 42.2% 32.3% 5.2% 0.5% 

女性 (n=241) 14.5% 43.2% 32.0% 9.1% 1.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 14.0% 42.0% 30.0% 14.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 13.2% 34.2% 36.8% 13.2% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 11.3% 33.8% 45.1% 9.9% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 16.5% 56.0% 24.2% 3.3% 0.0% 

60 歳代 (n=76) 22.4% 46.1% 31.6% 0.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 22.1% 41.2% 26.5% 7.4% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 15.7% 44.3% 30.0% 9.0% 1.0% 

合川地区 (n=92) 19.6% 45.7% 29.3% 4.3% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 19.8% 38.4% 34.9% 5.8% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 11.1% 37.8% 42.2% 8.9% 0.0% 

 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

活発だと思う まあまあ

活発だと思う

それほど

活発ではない

まったく

活発だと

思わない

無回答
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問１６ あなたは、この１年間で、以下に掲げる地域の活動に参加したことはあり

ますか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

 「いずれにも参加したことはない」と答えた割合が３６．３％と最も高く、続いて「自治会、町

内会活動」が３６．０％、「道路や公園など環境美化活動」が３２．３％、「祭りや伝統芸能など地

域行事」が１６．２％となっている。 

 

過去の調査と比べると、「いずれにも参加したことはない」の割合は、平成２８年度、２９年度

が２０％台であったのに対し平成３０年度以降は３０～４０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「祭りや伝統芸能など地域行事」、「道路や公園など環境美化活動」と答えた割合は、

男性が女性に比べて１０ポイント以上高くなっている。 

 

 年代別では、「いずれにも参加したことはない」と答えた割合は、１０～２０歳代が７０．０％、

６０歳代と７０歳以上が１０％台と年代が高くなるほど割合が低くなる傾向がある。反対に、「自

治会、町内会活動」と「道路や公園など環境美化活動」の割合は年代が高くなるほど割合が高い

傾向があり、特に「自治会、町内会活動」の割合は１０～２０歳代が６．０％、６０歳代と７０歳

以上が６０％台と年代による差が大きい。 

 

 地区別では、「いずれにも参加したことはない」と答えた割合は、鷹巣地区が４０．５％で最も

高く、合川地区は２５．０％で最も低くなっている。 

 

 

 

  

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

自治会、町内会活動

祭りや伝統芸能など地域行事

道路や公園など環境美化活動

防火や防災など自主防災活動

交通安全活動

芸術や文化などグループ活動

自然保護や地球温暖化防止活動

高齢者や障害者などの支援活動

子ども会やスポーツ少年団の子供育成活動

スポーツやレクリエーションなどグループ活動

廃品回収などリサイクル活動

地域の福祉活動

いずれにも参加したことはない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30

年度

(n=486) 

平成 29

年度

(n=562) 

平成 28

年度

(n=533) 

自治会、町内会活動 36.0% 31.9％ 41.3% 35.4% 49.6% 46.0% 

祭りや伝統芸能など地域行事 16.2% 15.4％ 30.3% 32.5% 26.7% 27.0% 

道路や公園など環境美化活動 32.3% 25.8％ 31.2% 28.6% 38.6% 36.2% 

防火や防災など自主防災活動 6.7% 5.3％ 9.2% 8.2% 8.9% 8.6% 

交通安全活動 9.7% 4.1％ 9.2% 9.5% 10.3% 11.1% 

芸術や文化などグループ活動  4.2% 2.2％ 4.6% 5.1% 6.4% 6.6% 

自然保護や地球温暖化防止活動 0.7% 0.6％ 3.7% 1.0% 2.0% 1.7% 

高齢者や障害者などの支援活動 4.2% 2.6％ 4.1% 4.9% 4.6% 5.3% 

子ども会やスポーツ少年団の子

供育成活動 
7.9% 5.5％ 10.3% 9.7% 7.3% 6.8% 

スポーツやレクリエーションな

どグループ活動 
3.2% 3.9％ 8.7% 5.8% 9.8% 8.6% 

廃品回収などリサイクル活動 6.7% 3.9％ 7.6% 6.8% 8.2% 8.4% 

地域の福祉活動 4.4% 3.3％ 4.6% 4.9% 5.7% 7.7% 

いずれにも参加したことはない  36.3% 43.5％ 32.8% 35.0% 25.6% 28.7% 

その他 3.5% 4.3％ 1.3% 1.2% 1.2% 2.8% 

無回答 3.5% 5.3％ 8.3% 12.1% 4.1% 3.4% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

 

  

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

自治会、町内会活動

祭りや伝統芸能など地域

行事

道路や公園など環境美化

活動

防火や防災など自主防災

活動

交通安全活動

芸術や文化などグループ

活動

自然保護や地球温暖化防

止活動

高齢者や障害者などの支

援活動

子ども会やスポーツ少年

団の子供育成活動

スポーツやレクリエーショ

ンなどグループ活動

廃品回収などリサイクル活

動

地域の福祉活動

いずれにも参加したことは

ない

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

自治会、町内会活動

祭りや伝統芸能など地域行

事

道路や公園など環境美化活

動

防火や防災など自主防災活

動

交通安全活動

芸術や文化などグループ活

動

自然保護や地球温暖化防

止活動

高齢者や障害者などの支援

活動

子ども会やスポーツ少年団

の子供育成活動

スポーツやレクリエーション

などグループ活動

廃品回収などリサイクル活

動

地域の福祉活動

いずれにも参加したことはな

い

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80%

自治会、町内会活動

祭りや伝統芸能など地域行

事

道路や公園など環境美化活

動

防火や防災など自主防災活

動

交通安全活動

芸術や文化などグループ活

動

自然保護や地球温暖化防止

活動

高齢者や障害者などの支援

活動

子ども会やスポーツ少年団

の子供育成活動

スポーツやレクリエーションな

どグループ活動

廃品回収などリサイクル活動

地域の福祉活動

いずれにも参加したことはな

い

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
自治会、町内

会活動 

祭りや伝統芸

能など地域行

事 

道路や公園な

ど環境美化活

動 

防火や防災な

ど自主防災活

動 

交通安全活動 

  全体 (n=433) 36.0% 16.2% 32.3% 6.7% 9.7% 

性
別 

男性 (n=192) 39.6% 22.4% 38.5% 9.4% 10.9% 
女性 (n=241) 33.2% 11.2% 27.4% 4.6% 8.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 6.0% 18.0% 10.0% 6.0% 0.0% 
30歳代 (n=76) 13.2% 11.8% 21.1% 6.6% 5.3% 
40歳代 (n=71) 21.1% 18.3% 28.2% 5.6% 1.4% 
50歳代 (n=91) 44.0% 12.1% 36.3% 4.4% 11.0% 
60歳代 (n=76) 60.5% 17.1% 47.4% 6.6% 19.7% 
70歳以上 (n=68) 60.3% 22.1% 42.6% 11.8% 17.6% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 30.0% 11.9% 26.2% 6.7% 11.4% 
合川地区 (n=92) 46.7% 19.6% 44.6% 3.3% 5.4% 
森吉地区 (n=86) 34.9% 22.1% 30.2% 8.1% 9.3% 
阿仁地区 (n=45) 44.4% 17.8% 40.0% 11.1% 11.1% 

  
  

     

    回答数 

芸術や文化な

どグループ活

動 

自然保護や地

球温暖化防止

活動 

高齢者や障害

者などの支援

活動 

子ども会やス

ポーツ少年団

の子供育成活

動 

スポーツやレ

クリエーショ

ンなどグルー

プ活動 

  全体 (n=433) 4.2% 0.7% 4.2% 7.9% 3.2% 

性
別 

男性 (n=192) 3.6% 1.0% 5.2% 7.8% 5.2% 
女性 (n=241) 4.6% 0.4% 3.3% 7.9% 1.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 2.0% 0.0% 6.0% 4.0% 4.0% 
30歳代 (n=76) 2.6% 1.3% 2.6% 17.1% 2.6% 
40歳代 (n=71) 1.4% 0.0% 0.0% 15.5% 2.8% 
50歳代 (n=91) 5.5% 1.1% 4.4% 4.4% 2.2% 
60歳代 (n=76) 6.6% 0.0% 6.6% 3.9% 1.3% 
70歳以上 (n=68) 5.9% 1.5% 5.9% 1.5% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 5.7% 0.0% 3.3% 9.5% 2.9% 
合川地区 (n=92) 3.3% 1.1% 5.4% 5.4% 4.3% 
森吉地区 (n=86) 1.2% 1.2% 3.5% 5.8% 2.3% 
阿仁地区 (n=45) 4.4% 2.2% 6.7% 8.9% 4.4% 

         

    回答数 

廃品回収など

リサイクル活

動 

地域の福祉活

動 

いずれにも参

加したことは

ない 

その他 無回答 

  全体 (n=433) 6.7% 4.4% 36.3% 3.5% 3.5% 

性
別 

男性 (n=192) 7.3% 5.7% 34.9% 1.6% 2.6% 
女性 (n=241) 6.2% 3.3% 37.3% 5.0% 4.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 4.0% 4.0% 70.0% 2.0% 0.0% 
30歳代 (n=76) 1.3% 1.3% 47.4% 2.6% 7.9% 
40歳代 (n=71) 7.0% 2.8% 43.7% 4.2% 2.8% 
50歳代 (n=91) 9.9% 7.7% 36.3% 3.3% 0.0% 
60歳代 (n=76) 5.3% 3.9% 13.2% 5.3% 2.6% 
70歳以上 (n=68) 11.8% 5.9% 17.6% 2.9% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 8.1% 1.9% 40.5% 3.3% 2.4% 
合川地区 (n=92) 7.6% 8.7% 25.0% 2.2% 3.3% 
森吉地区 (n=86) 3.5% 4.7% 38.4% 3.5% 7.0% 
阿仁地区 (n=45) 4.4% 6.7% 35.6% 6.7% 2.2% 
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問１７ あなたは、今後、地域の活動へ参加したいと思いますか。（○は１つ） 

 

 「積極的に参加したい」、「必要なものは参加したい」と答えた割合の合計が５８．４％と、「参

加したいと思うが難しい」、「参加したくない」と答えた割合の合計４０．２％を上回っている。 

 

過去の調査と比べると、年度による明確な傾向はみられない。 

 

 男女別では、「積極的に参加したい」、「必要なものは参加したい」と答えた割合の合計は、男性

が６３．０％であり、女性の５４．８％より高い。 

 

 年代別では、「積極的に参加したい」、「必要なものは参加したい」と答えた割合の合計は、最も

高い６０歳代が７７．６％、最も低い１０～２０歳代が４０．０％であり、年代が高いほど割合

が高くなる傾向がある。 

 

 地区別では、「積極的に参加したい」、「必要なものは参加したい」と答えた割合の合計は、合川

地区が６７．４％で最も高く、森吉地区が５４．７％で最も低くなっている。 

 

 
 

 積極的に 

参加したい 

必要なもの

は参加した

い 

参加したい

とは思うが

難しい 

参加したく

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 7.2% 51.3% 23.6% 16.6% 1.4% 

令和 2年度(n=492) 5.1% 50.6% 25.6% 17.5% 1.2% 

令和元年度(n=458) 8.1% 51.7% 25.1% 15.1% 0.0% 

平成 30年度(n=486) 7.6% 49.8% 27.0% 14.8% 0.8% 

平成 29年度(n=562) 7.7% 56.8% 20.8% 12.8% 2.0% 

平成 28年度(n=533) 8.4% 55.3% 22.9% 12.2% 1.1% 

 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

積極的に参加したい 必要なものは参加したい 参加したいとは思うが難しい 参加したくない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 
積極的に 

参加したい 

必要なものは 

参加したい 

参加したいと

は思うが難し

い 

参加したくな

い 

  全体 (n=433) 7.2% 51.3% 23.6% 16.6% 

性
別 

男性 (n=192) 10.4% 52.6% 22.4% 14.1% 

女性 (n=241) 4.6% 50.2% 24.5% 18.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 10.0% 30.0% 28.0% 30.0% 

30 歳代 (n=76) 5.3% 44.7% 25.0% 23.7% 

40 歳代 (n=71) 5.6% 42.3% 31.0% 21.1% 

50 歳代 (n=91) 4.4% 54.9% 20.9% 17.6% 

60 歳代 (n=76) 6.6% 71.1% 18.4% 3.9% 

70 歳以上 (n=68) 13.2% 57.4% 19.1% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 4.3% 51.4% 24.8% 17.6% 

合川地区 (n=92) 12.0% 55.4% 20.7% 12.0% 

森吉地区 (n=86) 7.0% 47.7% 25.6% 17.4% 

阿仁地区 (n=45) 11.1% 48.9% 20.0% 20.0% 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

積極的に

参加したい

必要なものは

参加したい

参加したいとは

思うが難しい

参加したくない
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問１７－２ 問１７で「３．参加したいとは思うが難しい」若しくは「４．参加した

くない」とお答えの方にお伺いします。地域の活動への参加を妨げる原因は、

どのようなことだと思いますか。あてはまる番号全てに○を付けてください。 

 

 「仕事が忙しく時間がとれない」と答えた割合が４１．４％と最も高く、続いて「活動する時

間帯が合わない」が３３．９％、「興味・関心がない」が２８．２％、「活動する仲間がいない」が

１８．４％となっている。 

 

過去の調査と比べると、「仕事が忙しく時間がとれない」と答えた割合は平成２８年度、２９年

度が３０％台であるのに対し、平成３０年度以降は４０～５０％台に上昇している。また、「活動

する時間帯が合わない」の割合も、平成２８年度、２９年度に比べて平成３０年度以降は上昇し

ている。 

 

 男女別では、「活動する仲間がいない」の割合は、男性が２４．３％で女性の１４．４％に比べ

て約１０ポイント高くなっている。 

 

 年代別では、「仕事が忙しく時間がとれない」と答えた割合は、４０歳代が５９．５％と最も高

い。「活動する仲間がいない」と答えた割合は、１０～２０歳代と３０歳代が３０％台で他の年代

より高い。「幼児や高齢者など家族の世話がある」の割合は、３０歳代が２１．６％と他の年代よ

りも高くなっている。「体調が悪い」の割合は７０歳以上が５０．０％で最も高く、年代が高いほ

ど割合が高い傾向がある。 

 

 地区別では、「参加したい活動がない」と答えた割合は、阿仁地区が２２．２％で他の地区より

１０ポイント以上高くなっている。また、「活動する仲間がいない」と答えた割合は、鷹巣地区が

２１．３％で他の地区より高くなっている。 

 

 

  

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

仕事が忙しく時間がとれない

参加したい活動がない

活動する時間帯が合わない

活動する仲間がいない

体調が悪い

幼児や高齢者など家族の世話が…

どんな活動があるか分からない

興味・関心がない

その他

無回答

令和3年度(n=174)

令和2年度(n=212)

令和元年度(n=184)

平成30年度(n=203)

平成29年度(n=189)

平成28年度(n=187)



 

- 43 - 

 

  

令和 3

年度

(n=174) 

令和 2年

度

(n=212) 

令和元

年度

(n=184) 

平成 30 

年度 

(n=203) 

平成 29 

年度 

(n=189) 

平成 28 

年度 

(n=187) 

仕事が忙しく時間がとれない 41.4% 47.6％ 50.0% 46.3% 30.7% 30.5% 

参加したい活動がない 11.5% 12.3％ 9.8% 12.8% 11.6% 10.7% 

活動する時間帯が合わない 33.9% 30.7％ 41.3% 36.9% 26.5% 26.7% 

活動する仲間がいない 18.4% 19.8％ 18.5% 20.2% 15.9% 21.4% 

体調が悪い 16.1% 8.5％ 15.8% 18.2% 31.7% 28.9% 

幼児や高齢者など家族の世話がある 13.8% 13.2％ 12.0% 10.8% 11.6% 11.2% 

どんな活動があるか分からない 10.3% 17.9％ 13.6% 21.2% 14.3% 13.4% 

興味・関心がない 28.2% 26.4％ 28.3% 23.6% 26.5% 21.9% 

その他 4.0% 8.5％ 6.5% 7.4% 5.8% 6.4% 

無回答 0.6% 1.4％ 0.5% 0.5% 2.6% 0.5% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 
  

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

仕事が忙しく時間がとれ

ない

参加したい活動がない

活動する時間帯が合わ

ない

活動する仲間がいない

体調が悪い

幼児や高齢者など家族

の世話がある

どんな活動があるか分

からない

興味・関心がない

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

仕事が忙しく時間がとれな

い

参加したい活動がない

活動する時間帯が合わない

活動する仲間がいない

体調が悪い

幼児や高齢者など家族の

世話がある

どんな活動があるか分から

ない

興味・関心がない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80%

仕事が忙しく時間がとれない

参加したい活動がない

活動する時間帯が合わない

活動する仲間がいない

体調が悪い

幼児や高齢者など家族の世

話がある

どんな活動があるか分からな

い

興味・関心がない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 

仕事が忙し

く時間がと

れない 

参加したい

活動がない 

活動する時

間帯が合わ

ない 

活動する仲

間がいない 
体調が悪い 

  全体 (n=174) 41.4% 11.5% 33.9% 18.4% 16.1% 

性
別 

男性 (n=70) 44.3% 8.6% 35.7% 24.3% 18.6% 

女性 (n=104) 39.4% 13.5% 32.7% 14.4% 14.4% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=29) 44.8% 24.1% 37.9% 31.0% 3.4% 

30 歳代 (n=37) 45.9% 18.9% 43.2% 35.1% 8.1% 

40 歳代 (n=37) 59.5% 8.1% 35.1% 8.1% 10.8% 

50 歳代 (n=35) 40.0% 0.0% 40.0% 11.4% 14.3% 

60 歳代 (n=17) 17.6% 11.8% 17.6% 17.6% 35.3% 

70 歳以上 (n=18) 16.7% 5.6% 11.1% 0.0% 50.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=89) 43.8% 11.2% 34.8% 21.3% 14.6% 

合川地区 (n=30) 43.3% 10.0% 33.3% 13.3% 10.0% 

森吉地区 (n=37) 35.1% 8.1% 32.4% 16.2% 24.3% 

阿仁地区 (n=18) 38.9% 22.2% 33.3% 16.7% 16.7% 
        
        

        

    回答数 

幼児や高齢

者など家族

の世話があ

る 

どんな活動

があるか分

からない 

興味・関心

がない 
その他 無回答 

  全体 (n=174) 13.8% 10.3% 28.2% 4.0% 0.6% 

性
別 

男性 (n=70) 8.6% 5.7% 28.6% 4.3% 1.4% 

女性 (n=104) 17.3% 13.5% 27.9% 3.8% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=29) 10.3% 6.9% 31.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代 (n=37) 21.6% 16.2% 35.1% 8.1% 0.0% 

40 歳代 (n=37) 13.5% 13.5% 24.3% 2.7% 0.0% 

50 歳代 (n=35) 11.4% 5.7% 31.4% 2.9% 0.0% 

60 歳代 (n=17) 5.9% 5.9% 23.5% 0.0% 5.9% 

70 歳以上 (n=18) 11.1% 11.1% 16.7% 11.1% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=89) 14.6% 10.1% 24.7% 4.5% 1.1% 

合川地区 (n=30) 16.7% 10.0% 33.3% 0.0% 0.0% 

森吉地区 (n=37) 13.5% 16.2% 29.7% 5.4% 0.0% 

阿仁地区 (n=18) 5.6% 0.0% 33.3% 5.6% 0.0% 
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４．災害への備えについて 

 

問１８ あなたは、災害に備えて何らかの準備をしていますか。あてはまる番号全て

に〇を付けてください。 

 

 「特に準備はしていない」と答えた割合が４０．６％と最も高く、次いで「水や食料の備蓄」が

３３．７％、「避難経路や避難場所の確認」が２４．９％、「非常持ち出し用品」が２３．８％とな

っている。 

 

過去の調査と比べると、「特に準備はしていない」と答えた割合は、今回調査が過去６回の調査

のうちで最も低くなった。また、「水や食料の備蓄」、「非常持ち出し用品」、「避難経路や避難場所

の確認」の割合は、今回調査が過去６回の調査のうちで最も高い。 

 

 男女別では、「特に準備はしていない」の割合は、女性が４２．３％で男性の３８．５％より高

い。「避難経路や避難場所の確認」の割合は、男性が３０．２％に対し女性が２０．７％で、男性

が女性より１０ポイント近く高い。 

 

 年代別では、「特に準備はしていない」と答えた割合は、３０歳代が４７．４％と５割近く最も

高い。「水や食料の備蓄」の割合は、４０歳代が４２．３％で他の年代よりも高い。また、「非常持

ち出し用品」の割合は、６０歳台が３１．６％で他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、「特に準備はしていない」と答えた割合は、合川地区が４６．７％で最も高く、鷹

巣地区は３７．１％で最も低い。阿仁地区は、「水や食料の備蓄」の割合が４２．２％、「避難経路

や避難場所の確認」の割合が３５．６％で、それぞれ地区別で最も高い。 

 

 

  

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

水や食料の備蓄

非常持ち出し用品

家具などの転倒防止

避難経路や避難場所の確認

身内との連絡方法の確認

防災訓練などへの参加

特に準備はしていない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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水
や
食
料
の
備
蓄 

非
常
持
ち
出
し
用
品 

家
具
な
ど
の
転
倒
防

止 避
難
経
路
や
避
難
場

所
の
確
認 

身
内
と
の
連
絡
方
法

の
確
認 

防
災
訓
練
な
ど
へ
の

参
加 

特
に
準
備
は
し
て
い

な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

令和 3年度(n=433) 33.7% 23.8% 15.5% 24.9% 20.3% 11.3% 40.6% 0.2% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 31.7% 20.1% 14.2% 20.1% 18.9% 8.1% 44.3% 0.8% 0.6% 

令和元年度(n=458) 30.3% 19.0% 13.8% 23.1% 18.6% 9.2% 42.8% 1.5% 7.2% 

平成 30年度(n=486) 28.6% 18.3% 15.6% 22.0% 18.9% 10.1% 42.0% 0.8% 2.3% 

平成 29年度(n=562) 22.4% 17.1% 13.0% 21.7% 18.3% 9.6% 49.1% 0.7% 1.4% 

平成 28年度(n=533) 23.8% 17.8% 14.6% 21.0% 20.8% 9.2% 43.3% 0.9% 1.9% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 
  

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

水や食料の備蓄

非常持ち出し用品

家具などの転倒防止

避難経路や避難場所の

確認

身内との連絡方法の確

認

防災訓練などへの参加

特に準備はしていない

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

水や食料の備蓄

非常持ち出し用品

家具などの転倒防止

避難経路や避難場所

の確認

身内との連絡方法の確

認

防災訓練などへの参加

特に準備はしていない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

水や食料の備蓄

非常持ち出し用品

家具などの転倒防止

避難経路や避難場所の確認

身内との連絡方法の確認

防災訓練などへの参加

特に準備はしていない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
水や食料の

備蓄 

非常持ち出

し用品 

家具などの

転倒防止 

避難経路や

避難場所の

確認 

身内との連

絡方法の確

認 

  全体 (n=433) 33.7% 23.8% 15.5% 24.9% 20.3% 

性
別 

男性 (n=192) 31.3% 25.5% 17.2% 30.2% 25.0% 

女性 (n=241) 35.7% 22.4% 14.1% 20.7% 16.6% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 28.0% 16.0% 12.0% 20.0% 12.0% 

30 歳代 (n=76) 36.8% 21.1% 13.2% 21.1% 15.8% 

40 歳代 (n=71) 42.3% 26.8% 8.5% 19.7% 25.4% 

50 歳代 (n=91) 34.1% 25.3% 15.4% 30.8% 17.6% 

60 歳代 (n=76) 32.9% 31.6% 21.1% 22.4% 18.4% 

70 歳以上 (n=68) 25.0% 19.1% 22.1% 33.8% 32.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 33.8% 26.2% 16.2% 28.1% 18.6% 

合川地区 (n=92) 30.4% 18.5% 9.8% 19.6% 20.7% 

森吉地区 (n=86) 32.6% 23.3% 15.1% 17.4% 18.6% 

阿仁地区 (n=45) 42.2% 24.4% 24.4% 35.6% 31.1% 
        
        

        

    回答数 
防災訓練な

どへの参加 

特に準備は

していない 
その他 無回答  

  全体 (n=433) 11.3% 40.6% 0.2% 1.2%  

性
別 

男性 (n=192) 14.6% 38.5% 0.5% 0.5%  

女性 (n=241) 8.7% 42.3% 0.0% 1.7%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 12.0% 40.0% 0.0% 2.0%  

30 歳代 (n=76) 5.3% 47.4% 0.0% 0.0%  

40 歳代 (n=71) 8.5% 38.0% 1.4% 0.0%  

50 歳代 (n=91) 11.0% 39.6% 0.0% 1.1%  

60 歳代 (n=76) 11.8% 40.8% 0.0% 1.3%  

70 歳以上 (n=68) 20.6% 38.2% 0.0% 2.9%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 12.9% 37.1% 0.5% 1.4%  

合川地区 (n=92) 6.5% 46.7% 0.0% 0.0%  

森吉地区 (n=86) 12.8% 41.9% 0.0% 2.3%  

阿仁地区 (n=45) 11.1% 42.2% 0.0% 0.0%  
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問１９ あなたは、災害発生したときの避難場所に関する情報を知っていますか。（○

は１つ） 

 

 「知っている」と答えた割合が４９．４％と最も高く、次いで「正しい避難場所かは知らない

が、自分なりの知識はある」３０．７％、「避難場所も避難経路も知らない」１８．２％となって

いる。 

 

 過去の調査と比べると、「はい、知っている」の割合は過去５回の調査で今回調査が最も高く、

「正しい避難場所かは知らないが、自分なりの知識はある」の割合は今回調査が最も低い。 

 

 男女別では、「はい、知っている」と答えた割合は、男性５４．２％に対して女性４５．６％と、

男性が女性より高い。 

 

 年代別では、「はい、知っている」と答えた割合は、５０歳代と６０歳代が５０％台、７０歳以

上が６０．３％で、４０歳代以下の年代より高い。 

 

 地区別では、「はい、知っている」と答えた割合は、阿仁地区が６０．０％と唯一半分を超え、

他の地区は４０％となっている。 

 

 
 

  知っている 

正しい避難場所

かは知らない

が、自分なりの

知識はある 

避難場所も避難

経路も知らない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 49.4% 30.7% 18.2% 1.6% 

令和 2年度(n=492) 42.3% 37.8% 19.1% 0.8% 

令和元年度(n=458) 48.7% 34.5% 15.9% 0.9% 

平成 30年度(n=486) 43.0% 36.2% 18.1% 2.7% 

平成 29年度(n=562) 45.0% 34.3% 18.5% 2.1% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

知っている 正しい避難場所かは

知らないが、自分なり

の知識はある

避難場所も避難経路も知らない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

   回答数 知っている 

正しい避難場所
かは知らない
が、自分なりの

知識はある 

避難場所も避

難経路も知ら

ない 

無回答 

  全体 (n=433) 49.4% 30.7% 18.2% 1.6% 

性
別 

男性 (n=192) 54.2% 30.7% 14.1% 1.0% 

女性 (n=241) 45.6% 30.7% 21.6% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 46.0% 38.0% 14.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 30.3% 32.9% 36.8% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 46.5% 32.4% 21.1% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 56.0% 25.3% 16.5% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 55.3% 34.2% 9.2% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 60.3% 25.0% 10.3% 4.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 48.1% 28.6% 21.4% 1.9% 

合川地区 (n=92) 48.9% 34.8% 15.2% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 47.7% 30.2% 19.8% 2.3% 

阿仁地区 (n=45) 60.0% 33.3% 6.7% 0.0% 

 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

知っている 正しい避難場所かは

知らないが、自分なり

の知識はある

避難場所も避難経路も知らない 無回答
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問２０ あなたは、救命講習会を受講したことがありますか。（○は１つ） 

 

 「受講したことがある」と答えた割合が５３．６％で最も高い。続いて「講習を開催している

ことを知らず、受講したことはない」が２４．２％、「講習を開催していることは知っているが、

受講したことはない」が２１．０％となっている。 

 

過去の調査と比べると、年度による明確な傾向はみられない。 

 

 男女別では、「講習を開催していることは知っているが、受講したことはない」の割合は、女性

が２４．１％で男性の１７．２％を上回り、「講習を開催していることを知らず、受講したことは

ない」の割合は、男性が２７．６％で女性の２１．６％を上回っている。 

 

 年代別では、「受講したことがある」と答えた割合は、１０～２０歳代が７０．０％で最も高く、

次に６０歳代が６０．５％である。 

 

 地区別では、「受講したことがある」と答えた割合は、合川地区が５９．８％で最も高く、阿仁

地区が４０．０％で最も低い。 

 

 
 

  
受講したことが 

ある 

講習を開催して

いることは知っ

ているが、受講

したことはない 

講習を開催して

いることを知ら

ず、受講したこ

とはない 

無回答 

令和 3年度(n=433) 53.6% 21.0% 24.2% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 56.1% 15.9% 27.0% 1.0% 

令和元年度(n=458) 56.6% 18.3% 24.0% 1.1% 

平成 30年度(n=486) 56.4% 18.9% 22.8% 1.9% 

平成 29年度(n=562) 44.5% 25.8% 27.6% 2.1% 

平成 28年度(n=533) 52.9% 21.0% 23.8% 2.3% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

受講したことがある 講習を開催していることは

知っているが、受講したことはない

講習を開催していること

を知らず、受講したことはない

無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 
受講したこと

がある 

講習を開催し

ていることは

知っている

が、受講した

ことはない 

講習を開催し

ていることを

知らず、受講

したことはな

い 

無回答 

  全体 (n=433) 53.6% 21.0% 24.2% 1.2% 

性
別 

男性 (n=192) 54.7% 17.2% 27.6% 0.5% 

女性 (n=241) 52.7% 24.1% 21.6% 1.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 70.0% 8.0% 20.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 46.1% 23.7% 28.9% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 57.7% 16.9% 25.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 47.3% 24.2% 27.5% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 60.5% 21.1% 18.4% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 47.1% 27.9% 22.1% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 52.9% 16.2% 29.5% 1.4% 

合川地区 (n=92) 59.8% 21.7% 18.5% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 55.8% 27.9% 15.1% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 40.0% 28.9% 28.9% 2.2% 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

受講した

ことがある

講習を開催している

ことは知っているが、

受講したことはない

講習を開催している

ことを知らず、

受講したことはない

無回答
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５．日常の交通手段について 

 

問２１ あなたは、外出時に公共交通機関（普通タクシーを除く）をどのくらい利用

していますか。（○は１つ） 

 

「ほとんど利用しない」と答えた割合が９１．７％と９割を超え、次に「月１～２回程度」が

３．７％である。 

 

過去の調査と比べると、「ほとんど利用しない」と答えた割合は、平成２９年度の７８．５％か

ら次第に上昇し、今回調査が過去５回の調査で最も高くなっている。 

 

 男女別では、明確な性別による違いはみられない。 

 

 年代別では、「ほとんど利用しない」と答えた割合は、３０歳代が１００％で最も高く、７０歳

以上が７７．９％で最も低くなっている。 

 

 地区別では、明確な地区による違いはみられない。 

 

 

 

  週 3回以上 
週 1～2回 

程度 

月 1～2回 

程度 

ほとんど 

利用しない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 2.3% 1.2% 3.7% 91.7% 1.2% 

令和 2年度(n=492) 2.8% 1.6% 4.1% 90.9% 0.6% 

令和元年度(n=458) 2.6% 1.3% 5.5% 89.5% 1.1% 

平成 30年度(n=486) 2.7% 1.4% 6.4% 88.3% 1.2% 

平成 29年度(n=562) 4.1% 2.8% 12.6% 78.5% 2.0% 

 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

週3回以上 週1～2回程度 月1～2回程度 ほとんど利用しない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

  回答数 
週 3回 

以上 

週 1～2回 

程度 

月 1～2回 

程度 

ほとんど利

用しない 
無回答 

  全体 (n=433) 2.3% 1.2% 3.7% 91.7% 1.2% 

性
別 

男性 (n=192) 2.6% 0.0% 2.6% 93.8% 1.0% 

女性 (n=241) 2.1% 2.1% 4.6% 90.0% 1.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 8.0% 0.0% 4.0% 86.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 4.2% 0.0% 1.4% 94.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 2.2% 0.0% 1.1% 95.6% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 0.0% 5.3% 1.3% 92.1% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 1.5% 1.5% 16.2% 77.9% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 1.4% 1.9% 4.8% 90.5% 1.4% 

合川地区 (n=92) 3.3% 1.1% 1.1% 94.6% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 3.5% 0.0% 3.5% 90.7% 2.3% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 0.0% 4.4% 93.3% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

週3回以上 週1～2回程度 月1～2回程度 ほとんど利用しない 無回答
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問２１－２ 問２１で「４．ほとんど利用しない」とお答えの方にお伺いします。公

共交通機関を利用しない理由は何ですか。あてはまる番号全てに〇を付けてく

ださい。 

 

「車を利用している（家族等の送迎含む）」の割合が９３．５％と最も高い。続いて「利用した

い時間帯に運行していない」が１６．９％、「近くに駅またはバス停が無い・遠い」が１４．６％

と、公共交通機関の利便性の低さを理由とする回答が多い。 

 

過去の調査と比べると、「車を利用している（家族等の送迎含む）」の選択肢を追加した令和元

年度以降の調査において、その回答の割合が 90％を超えている。 

 

 男女別では、明確な性別による違いは見られない。 

 

 年代別では、「近くに駅またはバス停が無い・遠い」と答えた割合は、３０歳代および４０歳代

が２０％を超え、１５％以下の他の年代より高い。また、「利用したい時間帯に運行していない」

の割合は、１０～２０歳代が２３．３％で１０％台の他の年代より高い。 

 

 地区別では、「近くに駅またはバス停が無い・遠い」の割合は、合川地区と森吉地区が２０％台

で１０％以下の他の地区より高い。鷹巣地区は、「鉄道・バスを使うと時間がかかる」、「運賃・料

金が高い」、「鉄道・バスの乗り換え・接続が悪い」の割合がそれぞれ１０％を下回り、地区別で

最も低い。 

 

 

 

  

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

近くに駅またはバス停が無い・遠い

鉄道・バスを使うと時間がかかる

運賃・料金が高い

案内・情報提供がわかりにくい

利用したい時間帯に運行していない

鉄道・バスの乗り換え・接続が悪い

運行時間・路線がわからない

車を利用している（家族等の送迎含む）

その他

無回答

令和3年度(n=397)

令和2年度(n=447)

令和元年度(n=410)

平成30年度(n=429)

平成29年度(n=441)
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近
く
に
駅
ま
た
は
バ
ス
停

が
無
い
・
遠
い 

鉄
道
・
バ
ス
を
使
う
と
時

間
が
か
か
る 

運
賃
・
料
金
が
高
い 

案
内
・
情
報
提
供
が
わ
か

り
に
く
い 

利
用
し
た
い
時
間
帯
に
運

行
し
て
い
な
い 

鉄
道
・
バ
ス
の
乗
り
換

え
・
接
続
が
悪
い 

運
行
時
間
・
路
線
が
わ
か

ら
な
い 

車
を
利
用
し
て
い
る
（
家

族
等
の
送
迎
含
む
） 

そ
の
他 

無
回
答 

令和 3年度

(n=397) 
14.6% 11.8% 13.9% 3.5% 16.9% 11.1% 4.0% 93.5% 2.0% 2.0% 

令和 2年度

(n=447) 
10.3% 13.6% 12.3% 2.2% 16.8% 11.2% 2.7% 93.7% 3.8% 0.9% 

令和元年度

(n=410) 
14.9% 18.0% 15.1% 2.0% 19.3% 11.7% 2.4% 96.6% 1.7% 0.5% 

平成 30年度

(n=429) 
19.3% 28.4% 22.4% 4.7% 30.8% 12.8% 6.3% ― 47.8% 3.3% 

平成 29年度

(n=441) 
14.3% 25.6% 16.8% 3.4% 22.4% 12.0% 3.9% ― 50.6% 3.6% 

※令和元年度の調査より「車を利用している」の選択肢を追加。 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

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

近くに駅またはバス停が無

い・遠い

鉄道・バスを使うと時間が

かかる

運賃・料金が高い

案内・情報提供がわかりに

くい

利用したい時間帯に運行し

ていない

鉄道・バスの乗り換え・接続

が悪い

運行時間・路線がわからな

い

車を利用している（家族等

の送迎含む）

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

近くに駅またはバス停が無い・

遠い

鉄道・バスを使うと時間がかかる

運賃・料金が高い

案内・情報提供がわかりにくい

利用したい時間帯に運行してい

ない

鉄道・バスの乗り換え・接続が悪

い

運行時間・路線がわからない

車を利用している（家族等の送

迎含む）

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

近くに駅またはバス停が無い・遠い

鉄道・バスを使うと時間がかかる

運賃・料金が高い

案内・情報提供がわかりにくい

利用したい時間帯に運行していない

鉄道・バスの乗り換え・接続が悪い

運行時間・路線がわからない

車を利用している（家族等の送迎含む）

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 

近くに駅ま

たはバス停

が無い・遠

い 

鉄道・バス

を使うと時

間がかかる 

運賃・料金

が高い 

案内・情報

提供がわか

りにくい 

利用したい

時間帯に運

行していな

い 
 全体 (n=397) 14.6% 11.8% 13.9% 3.5% 16.9% 

性
別 

男性 (n=180) 14.4% 15.0% 12.2% 3.9% 15.6% 

女性 (n=217) 14.7% 9.2% 15.2% 3.2% 18.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=43) 14.0% 16.3% 16.3% 7.0% 23.3% 

30 歳代 (n=76) 22.4% 17.1% 15.8% 3.9% 17.1% 

40 歳代 (n=67) 20.9% 10.4% 13.4% 4.5% 19.4% 

50 歳代 (n=87) 11.5% 5.7% 11.5% 2.3% 12.6% 

60 歳代 (n=70) 7.1% 15.7% 18.6% 2.9% 15.7% 

70 歳以上 (n=53) 11.3% 7.5% 7.5% 1.9% 17.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=190) 6.3% 8.9% 9.5% 4.7% 11.1% 

合川地区 (n=87) 28.7% 14.9% 18.4% 2.3% 18.4% 

森吉地区 (n=78) 23.1% 12.8% 16.7% 3.8% 23.1% 

阿仁地区 (n=42) 7.1% 16.7% 19.0% 0.0% 28.6% 

 

 

 

    回答数 

鉄道・バス

の乗り換

え・接続が

悪い 

運行時間・

路線がわか

らない 

車を利用し

ている（家

族等の送迎

含む） 

その他 無回答 

 全体 (n=397) 11.1% 4.0% 93.5% 2.0% 2.0% 

性
別 

男性 (n=180) 10.6% 3.9% 94.4% 0.6% 1.7% 

女性 (n=217) 11.5% 4.1% 92.6% 3.2% 2.3% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=43) 11.6% 9.3% 97.7% 2.3% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 11.8% 3.9% 94.7% 1.3% 1.3% 

40 歳代 (n=67) 14.9% 4.5% 89.6% 1.5% 1.5% 

50 歳代 (n=87) 10.3% 2.3% 96.6% 2.3% 1.1% 

60 歳代 (n=70) 10.0% 5.7% 91.4% 0.0% 2.9% 

70 歳以上 (n=53) 7.5% 0.0% 90.6% 5.7% 5.7% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=190) 5.3% 5.3% 94.7% 2.6% 2.1% 

合川地区 (n=87) 19.5% 3.4% 92.0% 1.1% 1.1% 

森吉地区 (n=78) 15.4% 3.8% 92.3% 1.3% 2.6% 

阿仁地区 (n=42) 11.9% 0.0% 92.9% 2.4% 2.4% 
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６．自然環境に対する意識について 

 

問２２ あなたは、この１年間で自然環境の保全のため、以下のような活動に参加し

ましたか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「特に何も参加していない」と答えた割合が４９．７％と最も高く、続いて「クリーンアップ

活動」が４２．５％、「住宅周辺の清掃活動」が２０．１％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「特に何も参加していない」と答えた割合は、平成２８年度、２９年

度は３０％台であったが、平成３０年度以降は４０～５０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「河川水路の美化活動」と答えた割合は、男性が６．３％と女性の１．７％に比べ

て高くなっている。 

 

 年代別では、「特に何も参加していない」と答えた割合は、１０～２０歳代が８６．０％、６０

歳台と７０歳以上が２０％台と年代が高いほど割合が低くなる傾向がある。反対に、「クリーンア

ップ活動」と「住宅周辺の清掃活動」は、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。 

 

 地区別では、「特に何も参加していない」と答えた割合は、鷹巣地区が５４．８％で最も高く、

阿仁地区が３７．８％で最も低い。「クリーンアップ活動」の割合は、合川地区が５３．３％で最

も高く、「住宅周辺の清掃活動」の割合は、阿仁地区が３３．３％最も高くなっている。 

 

 
 

  

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

不法投棄パトロール

クリーンアップ活動

河川水路の美化活動

住宅周辺の清掃活動

希少な動植物の保護活動

生態系の保全・再生活動

里山・森林の保護活動

特に何も参加していない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30 

年度 

(n=486) 

平成 29 

年度 

(n=562) 

平成 28 

年度 

(n=533) 

不法投棄パトロール 0.5% 0.2％ 0.9% 1.0% 1.4% 1.1% 

クリーンアップ活動 42.5% 35.4％ 39.7% 41.4% 53.4% 49.7% 

河川水路の美化活動 3.7% 4.9％ 6.6% 5.1% 7.7% 6.8% 

住宅周辺の清掃活動 20.1% 14.6％ 19.2% 18.3% 27.0% 27.2% 

希少な動植物の保護活動 0.0% 0.2％ 0.4% 0.8% 1.1% 0.2% 

生態系の保全・再生活動 0.5% 1.4％ 0.7% 0.4% 1.6% 1.1% 

里山・森林の保護活動 1.4% 1.8％ 2.4% 1.9% 2.3% 1.9% 

特に何も参加していない 49.7% 58.3％ 50.2% 49.2% 35.4% 38.1% 

その他 1.4% 1.2％ 1.1% 0.2% 1.1% 0.9% 

無回答 1.8% 1.6％ 1.5% 3.5% 2.7% 1.7% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60%

不法投棄パトロール

クリーンアップ活動

河川水路の美化活動

住宅周辺の清掃活動

希少な動植物の保護活動

生態系の保全・再生活動

里山・森林の保護活動

特に何も参加していない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

不法投棄パトロール

クリーンアップ活動

河川水路の美化活動

住宅周辺の清掃活動

希少な動植物の保護活動

生態系の保全・再生活動

里山・森林の保護活動

特に何も参加していない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

不法投棄パトロール

クリーンアップ活動

河川水路の美化活動

住宅周辺の清掃活動

希少な動植物の保護活動

生態系の保全・再生活動

里山・森林の保護活動

特に何も参加していない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 

不法投棄

パトロー

ル 

クリーンア

ップ活動 

河川水路の 

美化活動 

住宅周辺の

清掃活動 

希少な動植物

の保護活動 

  全体 (n=433) 0.5% 42.5% 3.7% 20.1% 0.0% 

性
別 

男性 (n=192) 0.5% 44.3% 6.3% 20.8% 0.0% 

女性 (n=241) 0.4% 41.1% 1.7% 19.5% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 0.0% 10.0% 2.0% 4.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 2.6% 26.3% 2.6% 7.9% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 0.0% 36.6% 1.4% 11.3% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 0.0% 42.9% 2.2% 27.5% 0.0% 

60 歳代 (n=76) 0.0% 67.1% 7.9% 28.9% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 0.0% 63.2% 5.9% 33.8% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 0.5% 38.1% 2.4% 15.2% 0.0% 

合川地区 (n=92) 0.0% 53.3% 6.5% 27.2% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 0.0% 39.5% 3.5% 17.4% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 46.7% 4.4% 33.3% 0.0% 
        

        

        

    回答数 

生態系の

保全・再

生活動 

里山・森林

の保護活動 

特に何も参

加していな

い 

その他 無回答 

  全体 (n=433) 0.5% 1.4% 49.7% 1.4% 1.8% 

性
別 

男性 (n=192) 0.5% 2.6% 50.5% 0.0% 1.6% 

女性 (n=241) 0.4% 0.4% 49.0% 2.5% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 0.0% 2.0% 86.0% 0.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 0.0% 0.0% 68.4% 1.3% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 1.4% 2.8% 54.9% 0.0% 2.8% 

50 歳代 (n=91) 1.1% 1.1% 44.0% 1.1% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 0.0% 1.3% 27.6% 2.6% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 0.0% 1.5% 29.4% 2.9% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 0.5% 0.5% 54.8% 1.4% 1.4% 

合川地区 (n=92) 1.1% 1.1% 41.3% 1.1% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 0.0% 2.3% 52.3% 0.0% 3.5% 

阿仁地区 (n=45) 0.0% 4.4% 37.8% 4.4% 4.4% 
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問２３ あなたは、日頃の暮らしの中で、環境問題を意識してごみを捨てるようにし

ていますか。（○は１つ） 

 
「環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」と答えた割合が４６．０％で

最も高く、次に「環境問題は意識しているが、ごみを少なくする工夫までは実践できていない」

が４３．９％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」の割

合は、平成２８年度、２９年度が約６０％だったのに対して平成３０年度以降は３０～４０％に

低下している。 

 

 男女別では、「環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」と答えた割合は、

女性が４８．５％と男性の４２．７％を上回っている。 

 

 年代別では、「環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」の割合は、６０歳

代と７０歳以上が５０％を超え、３０～４０％台の５０歳代以下の年代より高い。 

 

 地区別では、明確による地区による違いはみられない。 

 

 

 

  

環境問題を
意識して、
ごみを少な
くする工夫
を実践して

いる 

環境問題は意
識している

が、ごみを少
なくする工夫
までは実践で
きていない 

環境問題を意
識せずに、多
くのものをご
みとして捨て

ている 

わからない 無回答 

令和 3年度(n=433) 46.0% 43.9% 4.6% 3.9% 1.6% 

令和 2年度(n=492) 38.6% 46.1% 5.3% 8.3% 1.6% 

令和元年度(n=458) 49.3% 39.3% 4.1% 6.6% 0.7% 

平成 30年度(n=486) 46.3% 42.6% 3.1% 7.2% 0.8% 

平成 29年度(n=562) 60.0% 31.1% 3.9% 3.9% 1.1% 

平成 28年度(n=533) 59.5% 32.3% 3.4% 4.3% 0.6% 

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

環境問題を意識して、

ごみを少なくする

工夫を実践している

環境問題は意識しているが、

ごみを少なくする工夫

までは実践できていない

環境問題を意識せずに、

多くのものを

ごみとして捨てている

わからない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

    回答数 

環境問題を
意識して、
ごみを少な
くする工夫
を実践して

いる 

環境問題は
意識してい
るが、ごみ
を少なくす
る工夫まで
は実践でき
ていない 

環境問題を
意識せず

に、多くの
ものをごみ
として捨て

ている 

わからない 無回答 

  全体 (n=433) 46.0% 43.9% 4.6% 3.9% 1.6% 

性
別 

男性 (n=192) 42.7% 44.8% 6.3% 5.2% 1.0% 

女性 (n=241) 48.5% 43.2% 3.3% 2.9% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 44.0% 42.0% 6.0% 6.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 31.6% 55.3% 10.5% 2.6% 0.0% 

40 歳代 (n=71) 36.6% 52.1% 4.2% 7.0% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 41.8% 47.3% 4.4% 4.4% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 56.6% 39.5% 2.6% 0.0% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 67.6% 23.5% 0.0% 4.4% 4.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 46.7% 42.9% 3.8% 5.2% 1.4% 

合川地区 (n=92) 45.7% 46.7% 5.4% 2.2% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 44.2% 45.3% 3.5% 4.7% 2.3% 

阿仁地区 (n=45) 46.7% 40.0% 8.9% 0.0% 4.4% 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

環境問題を意識して、

ごみを少なくする

工夫を実践している

環境問題は意識しているが、

ごみを少なくする工夫

までは実践できていない

環境問題を意識せずに、

多くのものをごみ

として捨てている

わからない 無回答
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問２３－２ 問２３で「１．環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践して

いる」とお答えの方に伺います。あなたは、ごみを減らすために日頃の暮らし

の中で、どのような取組をしていますか。あてはまる番号全てに〇を付けてく

ださい。 

 

「マイバックなどを持参しレジ袋を使わない」と答えた割合が９３．０％と最も高く、続いて

「古紙（新聞紙・雑誌・ダンボール等）やビン、缶、白色トレイなど資源ごみの分別に協力する」

が８６．９％、「詰替商品を購入する」が７０．９％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「マイバックなどを持参しレジ袋を使わない」と答えた割合は、平成

２８年度から令和元年度まで６０～７０％台で推移していたが、令和２年度、３年度はレジ袋有

料化の動きを受けて９０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「詰替商品を購入する」、「不要になった服や学用品など人に譲る」、「余った食材等

は保存するなど、出来るだけ生ごみを出さない」の割合は、女性が男性を１０ポイント以上上回

っている。一方、「壊れたものは修理し出来るだけ長く使う」の割合は、男性が女性を１０ポイン

ト以上上回っている。 

 

 年代別では、「生ごみは水分をよく切って出す」、「古紙（新聞紙・雑誌・ダンボール等）やビン、

缶、白色トレイなど資源ごみの分別に協力する」の割合は、１０～２０歳代と３０歳代が４０歳

代以上の年代より低くなっている。 

 

 地区別では、「詰替商品を購入する」、「生ごみは水分をよく切って出す」、「壊れたものは修理し

出来るだけ長く使う」、「余った食材等は保存するなど、出来るだけ生ごみを出さない」等の割合

は、阿仁地区が他の地区より高くなっている。 

 

 
  

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

マイバックなどを持参しレジ袋を使わない

詰替商品を購入する

使い捨て商品はできるだけ購入しない

生ごみは水分をよく切って出す

生ごみを堆肥として利用する

古紙やビン、缶、白色トレイなど資源ごみの分別に協力する

不要になった服や学用品など人に譲る

リサイクルショップやフリーマーケットを利用する

壊れたものは修理し出来るだけ長く使う

余った食材等は保存するなど、出来るだけ生ごみを出さない

その他

令和3年度(n=199)

令和2年度(n=190 )

令和元年度(n=226)

平成30年度(n=225)

平成29年度(n=337)

平成28年度(n=270)
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令和 3 

年度

(n=199) 

令和 2 

年度

(n=190) 

令和元 

年度

(n=226) 

平成 30

年度

(n=225) 

平成 29

年度

(n=337) 

平成 28

年度

(n=270) 

マイバックなどを持参し

レジ袋を使わない 
93.0% 96.8％ 76.5% 73.3% 67.1% 69.7% 

詰替商品を購入する 70.9% 75.3％ 69.0% 67.6% 57.0% 65.3% 

使い捨て商品はできるだ

け購入しない 
16.1% 14.2％ 12.8% 12.4% 14.2% 12.9% 

生ごみは水分をよく切っ

て出す 
57.8% 54.2％ 61.5% 58.2% 63.5% 61.2% 

生ごみを堆肥として利用

する  
12.6% 5.8％ 10.6% 13.8% 16.6% 18.3% 

古紙（新聞紙・雑誌・ダン

ボール等）やビン、缶、白

色トレイなど資源ごみの

分別に協力する 

86.9% 87.9％ 80.5% 84.4% 85.2% 86.4% 

不要になった服や学用品

など人に譲る 
19.1% 23.2％ 22.1% 20.4% 13.4% 16.4% 

リサイクルショップやフ

リーマーケットを利用す

る 

20.6% 25.8％ 25.2% 20.0% 15.1% 17.0% 

壊れたものは修理し出来

るだけ長く使う 
35.2% 32.1％ 28.8% 34.7% 30.6% 30.6% 

余った食材等は保存する

など、出来るだけ生ごみ

を出さない 

43.2% 45.3％ 38.1% 44.4% 43.6% 41.3% 

その他 0.0% 1.6％ 1.3% 0.9% 1.2% 0.6% 

無回答 0.5% 0.0％ 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 

 

  



 

- 72 - 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 
 

 

 

 

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

マイバックなどを持参しレジ袋

を使わない

詰替商品を購入する

使い捨て商品はできるだけ購

入しない

生ごみは水分をよく切って出す

生ごみを堆肥として利用する

古紙やビン、缶、白色トレイな

ど資源ごみの分別に協力する

不要になった服や学用品など

人に譲る

リサイクルショップやフリーマー

ケットを利用する

壊れたものは修理し出来るだ

け長く使う

余った食材等は保存するな

ど、出来るだけ生ごみを出さな

い

その他

男女別

男性

女性

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

マイバックなどを持参しレジ

袋を使わない

詰替商品を購入する

使い捨て商品はできるだけ

購入しない

生ごみは水分をよく切って

出す

生ごみを堆肥として利用す

る

古紙やビン、缶、白色トレイ

など資源ごみの分別に協力

する

不要になった服や学用品な

ど人に譲る

リサイクルショップやフリー

マーケットを利用する

壊れたものは修理し出来る

だけ長く使う

余った食材等は保存するな

ど、出来るだけ生ごみを出さ

ない

その他

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

マイバックなどを持参しレジ袋を

使わない

詰替商品を購入する

使い捨て商品はできるだけ購入

しない

生ごみは水分をよく切って出す

生ごみを堆肥として利用する

古紙やビン、缶、白色トレイなど

資源ごみの分別に協力する

不要になった服や学用品など人

に譲る

リサイクルショップやフリーマー

ケットを利用する

壊れたものは修理し出来るだけ

長く使う

余った食材等は保存するなど、

出来るだけ生ごみを出さない

その他

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
マイバックなど
を持参しレジ袋
を使わない 

詰替商品を購入
する 

使い捨て商品は
できるだけ購入

しない 

生ごみは水分を
よく切って出す 

  全体 (n=199) 93.0% 70.9% 16.1% 57.8% 

性
別 

男性 (n=82) 89.0% 61.0% 19.5% 56.1% 
女性 (n=117) 95.7% 77.8% 13.7% 59.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=22) 90.9% 59.1% 9.1% 27.3% 
30歳代 (n=24) 79.2% 75.0% 4.2% 41.7% 
40歳代 (n=26) 96.2% 84.6% 19.2% 50.0% 
50歳代 (n=38) 100.0% 86.8% 15.8% 65.8% 
60歳代 (n=43) 95.3% 65.1% 16.3% 69.8% 

70歳以上 (n=46) 91.3% 58.7% 23.9% 67.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=98) 94.9% 65.3% 19.4% 56.1% 
合川地区 (n=42) 92.9% 73.8% 16.7% 52.4% 
森吉地区 (n=38) 89.5% 76.3% 7.9% 63.2% 
阿仁地区 (n=21) 90.5% 81.0% 14.3% 66.7% 

       

    回答数 
生ごみを堆肥と
して利用する 

古紙やビン、
缶、白色トレイ
など資源ごみの
分別に協力する 

不要になった服
や学用品など人

に譲る 

リサイクルショ
ップやフリーマ
ーケットを利用

する 

  全体 (n=199) 12.6% 86.9% 19.1% 20.6% 

性
別 

男性 (n=82) 11.0% 85.4% 11.0% 15.9% 
女性 (n=117) 13.7% 88.0% 24.8% 23.9% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=22) 4.5% 59.1% 18.2% 36.4% 
30歳代 (n=24) 12.5% 79.2% 37.5% 16.7% 
40歳代 (n=26) 3.8% 88.5% 26.9% 23.1% 
50歳代 (n=38) 5.3% 89.5% 23.7% 26.3% 
60歳代 (n=43) 16.3% 100.0% 9.3% 11.6% 

70歳以上 (n=46) 23.9% 89.1% 10.9% 17.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=98) 12.2% 79.6% 17.3% 20.4% 
合川地区 (n=42) 9.5% 95.2% 19.0% 19.0% 
森吉地区 (n=38) 10.5% 92.1% 23.7% 15.8% 
阿仁地区 (n=21) 23.8% 95.2% 19.0% 33.3% 

       

    回答数 
壊れたものは修
理し出来るだけ

長く使う 

余った食材等は
保存するなど、
出来るだけ生ご
みを出さない 

その他  

  全体 (n=199) 35.2% 43.2% 0.0%  

性
別 

男性 (n=82) 43.9% 31.7% 0.0%  

女性 (n=117) 29.1% 51.3% 0.0%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=22) 18.2% 36.4% 0.0%  

30歳代 (n=24) 41.7% 41.7% 0.0%  

40歳代 (n=26) 38.5% 42.3% 0.0%  

50歳代 (n=38) 42.1% 50.0% 0.0%  

60歳代 (n=43) 34.9% 32.6% 0.0%  

70歳以上 (n=46) 32.6% 52.2% 0.0%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=98) 36.7% 44.9% 0.0%  

合川地区 (n=42) 31.0% 42.9% 0.0%  

森吉地区 (n=38) 28.9% 31.6% 0.0%  

阿仁地区 (n=21) 47.6% 57.1% 0.0%  
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問２４ あなたは、地球温暖化防止に関してどのような取組（予定含む）をしていま

すか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「節電・節水」と答えた割合が７０．２％で最も高く、続いて、「冷暖房の温度設定の調整」が

５２．２％、「エコドライブ」が３０．９％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「節電・節水」、「冷暖房の温度設定の調整」の割合は、平成２８年度

から令和２年度にかけて低下傾向にあったが、令和３年度は前年度より上昇している。「エコドラ

イブ」は平成２８年度から令和元年度まで１０～２０％台で推移していたが、令和２年度、３年

度は３０％台に上昇している。 

 

 男女別では、「節電・節水」と「冷暖房の温度設定の調整」の割合は、女性が男性を５ポイント

以上上回っている。一方、「エコドライブ」と「家電や白熱灯を省エネ型に買い換える」の割合は、

男性が女性を 7 ポイント以上上回っている。 

 

 年代別では、「冷暖房の温度設定の調整」、「家電や白熱灯を省エネ型に買い換える」と答えた割

合は、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。「エコドライブ」の割合は、４０歳代と５０歳

代が４０％近く他の年代より高い。 

 

 地区別では、明確な地区による違いはみられない。 

 

 
 

  

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

節電・節水

冷暖房の温度設定の調整

冷蔵庫の温度を季節に合わせて変更

エコドライブ

環境家計簿の作成

地域における環境活動への参加

自転車や公共交通機関の利用

家電や白熱灯を省エネ型に買い換える

エコカーの購入

給湯器を高効率型に買い換える

住宅用太陽光発電の導入

住宅の断熱改修や断熱リフォーム

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30

年度

(n=486) 

平成 29

年度

(n=562) 

平成 28

年度

(n=533) 

節電・節水 70.2% 62.2％ 60.9% 65.2% 65.1% 73.4% 

冷暖房の温度設定の調整 52.2% 43.9％ 46.7% 47.7% 49.5% 52.5% 

冷蔵庫の温度を季節に合わ

せて変更 
16.2% 12.8％ 12.9% 15.0% 17.6% 22.5% 

エコドライブ 30.9% 30.3％ 27.5% 23.7% 19.9% 23.6% 

環境家計簿の作成 0.2% 0.8％ 0.7% 0.6% 0.7% 0.9% 

地域における環境活動への

参加 
4.2% 4.5％ 3.9% 4.1% 6.4% 4.5% 

自転車や公共交通機関の利

用 
6.5% 4.9％ 5.5% 5.1% 9.4% 7.1% 

家電や白熱灯を省エネ型に

買い換える 
28.4% 31.5％ 31.4% 36.4% 32.7% 32.6% 

エコカーの購入 18.0% 18.5％ 18.3% 17.5% 14.9% 18.9% 

給湯器を高効率型に買い換

える 
3.2% 3.7％ 3.5% 3.7% 3.7% 3.8% 

住宅用太陽光発電の導入 3.0% 3.9％ 3.3% 3.9% 2.3% 3.2% 

住宅の断熱改修や断熱リフ

ォーム 
5.8% 5.3％ 6.6% 7.8% 9.3% 9.9% 

その他 1.2% 3.5％ 2.2% 3.1% 1.4% 2.3% 

無回答 4.6% 5.5％ 5.5% 5.8% 7.5% 3.2% 

 

 

 

 

  



 

- 77 - 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

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

節電・節水

冷暖房の温度設定の調整

冷蔵庫の温度を季節に合

わせて変更

エコドライブ

環境家計簿の作成

地域における環境活動へ

の参加

自転車や公共交通機関の

利用

家電や白熱灯を省エネ型

に買い換える

エコカーの購入

給湯器を高効率型に買い

換える

住宅用太陽光発電の導入

住宅の断熱改修や断熱リ

フォーム

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

節電・節水

冷暖房の温度設定の調整

冷蔵庫の温度を季節に合

わせて変更

エコドライブ

環境家計簿の作成

地域における環境活動へ

の参加

自転車や公共交通機関の

利用

家電や白熱灯を省エネ型に

買い換える

エコカーの購入

給湯器を高効率型に買い

換える

住宅用太陽光発電の導入

住宅の断熱改修や断熱リ

フォーム

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

節電・節水

冷暖房の温度設定の調整

冷蔵庫の温度を季節に合わせて変

更

エコドライブ

環境家計簿の作成

地域における環境活動への参加

自転車や公共交通機関の利用

家電や白熱灯を省エネ型に買い換

える

エコカーの購入

給湯器を高効率型に買い換える

住宅用太陽光発電の導入

住宅の断熱改修や断熱リフォーム

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 節電・節水 
冷暖房の温度

設定の調整 

冷蔵庫の温度

を季節に合わ

せて変更 

エコドライブ 
環境家計簿の

作成 

  全体 (n=433) 70.2% 52.2% 16.2% 30.9% 0.2% 

性
別 

男性 (n=192) 67.2% 48.4% 16.7% 35.9% 0.5% 
女性 (n=241) 72.6% 55.2% 15.8% 27.0% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 74.0% 32.0% 12.0% 22.0% 0.0% 
30歳代 (n=76) 67.1% 46.1% 10.5% 25.0% 0.0% 
40歳代 (n=71) 70.4% 59.2% 18.3% 39.4% 0.0% 
50歳代 (n=91) 68.1% 52.7% 19.8% 39.6% 0.0% 
60歳代 (n=76) 64.5% 56.6% 15.8% 32.9% 0.0% 
70歳以上 (n=68) 80.9% 60.3% 19.1% 22.1% 1.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 69.5% 51.0% 18.1% 31.4% 0.0% 
合川地区 (n=92) 71.7% 56.5% 13.0% 27.2% 0.0% 
森吉地区 (n=86) 72.1% 48.8% 12.8% 33.7% 0.0% 
阿仁地区 (n=45) 66.7% 55.6% 20.0% 31.1% 2.2% 

        

    回答数 

地域における

環境活動への

参加 

自転車や公共

交通機関の利

用 

家電や白熱灯

を省エネ型に

買い換える 

エコカーの購

入 

給湯器を高効

率型に買い換

える 

  全体 (n=433) 4.2% 6.5% 28.4% 18.0% 3.2% 

性
別 

男性 (n=192) 7.8% 8.9% 32.8% 18.8% 4.7% 
女性 (n=241) 1.2% 4.6% 24.9% 17.4% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 0.0% 2.0% 14.0% 12.0% 0.0% 
30歳代 (n=76) 5.3% 3.9% 17.1% 17.1% 2.6% 
40歳代 (n=71) 2.8% 7.0% 29.6% 19.7% 5.6% 
50歳代 (n=91) 3.3% 4.4% 25.3% 24.2% 5.5% 
60歳代 (n=76) 5.3% 11.8% 43.4% 18.4% 1.3% 
70歳以上 (n=68) 7.4% 8.8% 36.8% 13.2% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 3.3% 9.5% 28.6% 20.5% 3.8% 
合川地区 (n=92) 2.2% 2.2% 23.9% 10.9% 1.1% 
森吉地区 (n=86) 5.8% 4.7% 34.9% 18.6% 4.7% 
阿仁地区 (n=45) 8.9% 4.4% 24.4% 20.0% 2.2% 

        

    回答数 
住宅用太陽光

発電の導入 

住宅の断熱改

修や断熱リフ

ォーム 

その他 無回答  

  全体 (n=433) 3.0% 5.8% 1.2% 4.6%  

性
別 

男性 (n=192) 4.2% 6.8% 1.6% 3.1%  

女性 (n=241) 2.1% 5.0% 0.8% 5.8%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 2.0% 0.0% 4.0% 4.0%  

30歳代 (n=76) 5.3% 5.3% 1.3% 2.6%  

40歳代 (n=71) 1.4% 7.0% 0.0% 4.2%  

50歳代 (n=91) 3.3% 8.8% 0.0% 4.4%  

60歳代 (n=76) 1.3% 2.6% 1.3% 5.3%  

70歳以上 (n=68) 4.4% 8.8% 1.5% 7.4%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 2.9% 6.2% 1.4% 5.7%  

合川地区 (n=92) 3.3% 6.5% 0.0% 2.2%  

森吉地区 (n=86) 4.7% 4.7% 1.2% 4.7%  

阿仁地区 (n=45) 0.0% 4.4% 2.2% 4.4%  
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７．市の行財政改革や職員の接遇、行政情報について 

 

問２５ あなたは、市役所職員の窓口や電話での対応（服装、挨拶、応対など）は、

どのように感じていますか。（○は１つ） 

 

「良い」、「どちらかといえば良い」と答えた割合の合計が５６．６％、「どちらかといえば悪い」、

「悪い」と答えた割合の合計が１１．５％、「最近利用していないため分からない」と答えた割合

が３０．３％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「良い」「どちらかといえば良い」と答えた割合の合計は、平成２８、

２９年度が６０％台であったが、平成３０年度以降は５０％台で推移している。 

 

 男女別では、「良い」、「どちらかといえば良い」と答えた割合の合計は、男性が５８．９％で女

性の５４．８％を上回っている。 

 

 年代別では、「良い」、「どちらかといえば良い」と答えた割合の合計は、６０歳代と７０歳以上

が６０％台で他の年代の５０％台を上回っている。 

 

 地区別では、「良い」、「どちらかと言えば良い」の割合の合計は、阿仁地区が６４．４％で最も

高く、他の地区は５０％台である。 

 

  良い 
どちらか
といえば

良い 

どちらか
といえば
悪い 

悪い 

最近利用
していな
いため分
からない 

無回答 

令和 3年度(n=433) 19.2% 37.4% 8.5% 3.0% 30.3% 1.6% 

令和 2年度(n=492) 19.5% 38.4% 5.9% 2.6% 33.1% 0.4% 

令和元年度(n=458) 18.8% 41.0% 9.6% 1.5% 28.4% 0.7% 

平成 30年度(n=486) 21.0% 37.9% 9.3% 3.9% 26.3% 1.6% 

平成 29年度(n=562) 21.0% 39.7% 9.1% 2.1% 25.6% 2.5% 

平成 28年度(n=533) 16.9% 43.9% 7.9% 2.6% 27.6% 1.1% 

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

良い どちらかといえば良い どちらかといえば悪い 悪い 最近利用していないため分からない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

   回答数 良い 

どちらか

といえば

良い 

どちらか

といえば

悪い 

悪い 

最近利用

していな

いため分

からない 

無回答 

  全体 (n=433) 19.2% 37.4% 8.5% 3.0% 30.3% 1.6% 

性
別 

男性 (n=192) 20.3% 38.5% 7.3% 3.6% 28.6% 1.6% 

女性 (n=241) 18.3% 36.5% 9.5% 2.5% 31.5% 1.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 14.0% 36.0% 6.0% 2.0% 42.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 10.5% 40.8% 9.2% 6.6% 28.9% 3.9% 

40 歳代 (n=71) 16.9% 33.8% 14.1% 2.8% 32.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 18.7% 36.3% 5.5% 3.3% 35.2% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 19.7% 43.4% 13.2% 2.6% 19.7% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 33.8% 33.8% 2.9% 0.0% 26.5% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 21.9% 36.7% 7.6% 2.4% 29.0% 2.4% 

合川地区 (n=92) 13.0% 37.0% 12.0% 3.3% 34.8% 0.0% 

森吉地区 (n=86) 14.0% 40.7% 8.1% 3.5% 33.7% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 28.9% 35.6% 6.7% 4.4% 20.0% 4.4% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

良い どちらかと

いえば良い

どちらかと

いえば悪い

悪い 最近利用して

いないため

分からない

無回答
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問２５－２ 問２５で「３．どちらかといえば悪い」又は「４．悪い」とお答えの方

に伺います。どのような場面で悪い印象を感じたかお知らせください。 

 

 「３．どちらかといえば悪い」又は「４．悪い」と答えたうち４１件に記入があった。 

 記載内容を大まかに分類すると、「接遇面」（服装・挨拶・言い方・親密さなど）での指摘・感

想が１９件と最も多く、次いで「職場風景、来庁時の受付対応」が７件、「職員間の引継ぎ・能

力」が７件、「その他」８件となっている。 

 

＜接遇面：19 件＞ 

・窓口であいさつがない。こちらからあいさつしても反応なし。 

・声のトーンや表情に温かみを感じない。なるべくなら支所に行きたくない。（地元の人がいない） 

・個人的な相談で行って話していて内容が聞こえると、顔をジロジロ見てくる。見ないで下さい。

バカにしないで下さい。 

・思い出すのも嫌なほど、女性職員の態度が悪かった。 

・質問した時の返答のお声が小さくわからなかった。マイナンバーカード申請した時、マイナポ

イントの説明がなく、できませんでした。 

・無愛想な人が多くいるように感じる。そのため、あまり行きたくないと感じる。 

・忙しいのは分かるが、笑顔もなく「ムスッ」っと怒っている感じがする。 

・上から目線の気がする 

・戸籍謄本などの住民票の種類が沢山あって分からなかったが、知ってて当たり前の態度や言動

だった。こっちも分かりません。 

・以前、朝一番に伺ったときに誰一人、あいさつをしてくれなかったため。 

・窓口の若い女性の対応が、全てにおいてとても不快。 

・補助事業等の対応は上から目線での対応になっている。あたかも自分が補助金を出してやって

いる感が出ている。 

・窓口対応。一般企業に比べて愛想が足りない。人にもよるが。 

・無表情 

・言葉使い 態度が常に上から目線です 

・来庁者への積極的な挨拶が無い 

・窓口に行ったとき、口調や表情が冷たく残念に思う。特に年配の方。 

・窓口対応の際に少し気になるところがあった 

・接客という意識がなく、気持ちよくサービスを使ってもらおうと言う意識も微塵も感じられな

い。20 代～30 代であろう若手の職員は一生懸命に勤めている印象があるが、年配の 40 代～50

代の態度を見ていると、今の若手も将来こうなるのかな、と不安になってしまう。こういう風

なことは何年も何十年もアンケートで確認してみても、いざ中で検討しても「ま、仕方ないよ

ね」で終わっているような雰囲気さえ感じられる。 

北秋田市民は住んでいるだけで不幸だと思う。家庭の事情で市外に移り住むことは叶わず、ど

うしても北秋田市に住むことしかできず、ほかの素晴らしい自治体の行政サービスも知らない

まま北秋田市ですごしてしまうのかと思うとゾッとする。 

個人個人の職員で見れば、皆さまいわゆる「いい人」だとは思う。しかし、いざ北秋田市とい

う組織や団体で見ると、途端に「顔の見えない怪物」に見えてしまう。 

その顔の見えない怪物が窓口対応をしているとなると、いつ窓口に行ったって対応が悪く見え

てしまう。 
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＜職場風景、来庁時の受付対応：7 件＞ 

・専門の職員が窓口にいない為、時間がかかる。 

・窓口に行っても、声かけても出てこないこともある。いろいろまわされる。詳しい人がいない。 

・窓口に行ってもすぐに対応してもらえない。適切な対応をできない職員が、上司に確認しない

と対応できず、時間がかかる。 

・分からないことがあって聞いても、説明が分かりにくい。対応が不親切である。問いかけに対

して、返事や笑顔がない。 

・窓口に行くと視線を感じ、一斉に見られる。 

・一部、そのときだけだったかもしれないが、通路でのおしゃべりが気になった。暇そうな感じ

を受ける人もいた。もちろん、頑張っている職員のみなさんも多い。市のまちづくりは、他市

町に比べて進んでいないと思う。職員ひとりひとりもビジョンをもってはりきってがんばって

ほしい。 

・市役所支所に入ったときの印象が悪くあまり行きたくない 

 

＜職員の能力、不適切対応：7 件＞ 

・自分の仕事はもちろん、スムーズに対応して欲しい。待ち時間がある。 

・職員の対応は良い方だと思うが、事務手続きを分かる人が支所にはいないように思える。マニ

ュアルを見ての対応が多い。詳しく分かる人がいると助かります。 

・欲しい書類をもらいに行った時、スムーズな説明がない。あまり、把握してなく時間がかかる。 

・個人情報を聞かれたとき、「何に使うのか？」という質問に、明確な答えが返ってこなかった。 

・コロナの日程を把握してない 

・時間がかかり過ぎる 

・市民係の対応が不親切で不快な思いをした。また、様々の手続きにおいて専門分野の知識を拡

げ、市民が何回も足を運ばなくても済むように適切なアドバイスをしてほしい。 

 

＜その他：8 件＞ 

・市役所に入ればえらい。目つきが悪い。普通の人はゴミに見えるらしい。 

・質問事態がくだらない 

・場面にかかわらず、職員の質に差がありすぎる。（良い人はとても良いが、ダメな職員はことご

とくダメな感じ） 

・質問には的確な答えをする。批判や否定をしているわけではないのですよ。他人の顔を見て態

度を変えてはいけない。市民の為に仕事をするのだから、平等に取り扱うことです。見下した

態度をとる人はベテランに多い。何かを設置する時は、まずは説明をする。良い事ばかりでは

なく、リスクも必ず言う事です。少数者に不合理が発生してはならない。決めたから従えなど

とんでもない。許されない、なぜなら当事者は知らないのだから。職員も見知らぬ人も平等で

す。 

・今年 4 月・5 月に本庁舎に用があって行ったが、正面玄関付近の案内板（吊るし看板）に、しば

らくの間、蜘蛛の巣が張ってあったことや、1 階の待合スペースの書架や陳列のリーフレット

が綿ごみをかぶっていた。勤務している職員は、こうしたことに気がつかないのかな？あるい

は、庁内清掃の委託業者との作業すみ分けがうまくいっていないのか、すごく気になる。 

・市役所の一部の人 

・年 2 程度、中央公園のアメシロ殺虫剤の散布を電話でお願いしたが、すぐ来てくれず大発生、

駆除の為毎日のように市販の薬を散布、代金 3 万円以上費やす。 

・住民への説明、協議などが、まったく無い。(除雪や崖崩れなど)市役所側の決定事項だけ突きつ

けられる。大変に困惑しました。 
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問２６ あなたは、市政情報をどのような方法で得ていますか。あてはまる番号全て

に〇を付けてください。 

 

「広報きたあきた」と答えた割合が８６．４％と最も高く、続いて「一般新聞」が３０．９％、

「自治会（町内会）の回覧板」が２９．３％、「市議会だより」が２７．３％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「市議会だより」の割合は、平成２８年度から平成３０年度まで３０

～４０％台で推移していたが、令和元年度以降は２０％台に低下している。 

 

 男女別では、「広報きたあきた」と答えた割合は、女性が８９．６％で男性の８２．３％を上回

っている。 

 

 年代別では、「広報きたあきた」、「一般新聞」、「自治会（町内会）の回覧板」、「市議会だより」

の割合は、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。一方、「ＳＮＳ（twitter、facebook、youtube

等）」の割合は、１０～２０歳代と３０歳代が１５％前後で６％以下の４０歳代以上の年代より高

い。また、「特に市政情報を得ていない」の割合は、３０歳代以上の年代が１～５％台であるのに

対し１０～２０歳代は２６．０％と高い。 

 

 地区別では、明確な地区による傾向はみられない。 

 

 
 

  

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

広報きたあきた

市のホームページ

市議会だより

一般新聞

市が発行するパンフレットやチラシ

自治会(町内会)の回覧板

家族や知人との会話

ＳＮＳ（twitter,facebook,youtube等）

特に市政情報を得ていない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度 

(n=458) 

平成 30 

年度 

(n=486) 

平成 29 

年度 

(n=562) 

平成 28 

年度 

(n=533) 

広報きたあきた 86.4% 82.5％ 87.1% 88.1% 87.4% 88.6% 

市のホームページ 18.7% 18.1％ 14.2% 14.6% 9.6% 11.8% 

市議会だより 27.3% 23.4％ 28.8% 35.2% 40.9% 40.2% 

一般新聞 30.9% 26.4％ 25.1% 32.3% 37.4% 38.6% 

市が発行するパンフ

レットやチラシ 
15.9% 14.2％ 15.3% 18.1% 21.0% 22.0% 

自治会(町内会)の回

覧板 
29.3% 28.3％ 27.9% 30.5% 36.3% 35.3% 

家族や知人との会話 18.5% 16.3％ 15.1% 18.1% 16.4% 17.1% 

ＳＮＳ

（twitter,facebook, 

youtube 等） 

5.8% 4.9％ 2.0% 2.9% 1.8% 1.7% 

特に市政情報を得て

いない 
6.5% 8.1％ 5.7% 6.8% 3.9% 4.3% 

その他  0.9% 1.2％ 0.4% 0.4% 0.7% 0.4% 

無回答 0.9% 0.4％ 0.9% 1.6% 2.1% 1.3% 

※平成 29年度調査から「ＳＮＳ（twitter,facebook,youtube 等）」という選択肢を追加 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

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

広報きたあきた

市のホームページ

市議会だより

一般新聞

市が発行するパンフレットや

チラシ

自治会(町内会)の回覧板

家族や知人との会話

ＳＮＳ

（twitter,facebook,youtube

等）

特に市政情報を得ていない

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

広報きたあきた

市のホームページ

市議会だより

一般新聞

市が発行するパンフレットやチ

ラシ

自治会(町内会)の回覧板

家族や知人との会話

ＳＮＳ（twitter,facebook,youtube

等）

特に市政情報を得ていない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

広報きたあきた

市のホームページ

市議会だより

一般新聞

市が発行するパンフレットやチラシ

自治会(町内会)の回覧板

家族や知人との会話

ＳＮＳ（twitter,facebook,youtube等）

特に市政情報を得ていない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
広報きた

あきた 

市のホーム

ページ 

市議会だ

より 
一般新聞 

市が発行

するパン

フレット

やチラシ 

自治会(町
内会)の回

覧板 

  全体 (n=433) 86.4% 18.7% 27.3% 30.9% 15.9% 29.3% 

性
別 

男性 (n=192) 82.3% 21.4% 28.1% 32.3% 18.2% 27.6% 

女性 (n=241) 89.6% 16.6% 26.6% 29.9% 14.1% 30.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 60.0% 26.0% 10.0% 14.0% 10.0% 14.0% 

30歳代 (n=76) 85.5% 28.9% 19.7% 18.4% 7.9% 13.2% 

40歳代 (n=71) 90.1% 23.9% 12.7% 26.8% 5.6% 16.9% 

50歳代 (n=91) 87.9% 15.4% 28.6% 33.0% 16.5% 24.2% 

60歳代 (n=76) 92.1% 9.2% 39.5% 39.5% 26.3% 46.1% 

70歳以上 (n=68) 94.1% 10.3% 48.5% 50.0% 27.9% 60.3% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 82.4% 19.5% 25.2% 31.9% 13.8% 29.0% 

合川地区 (n=92) 91.3% 16.3% 35.9% 33.7% 16.3% 26.1% 

森吉地区 (n=86) 90.7% 19.8% 20.9% 27.9% 14.0% 30.2% 

阿仁地区 (n=45) 86.7% 17.8% 31.1% 26.7% 28.9% 35.6% 
         

         

    回答数 

家族や知

人との会

話 

ＳＮＳ

（twitter, 

facebook, 

youtube

等） 

特に市政

情報を得

ていない 

その他 無回答 

 

  全体 (n=433) 18.5% 5.8% 6.5% 0.9% 0.9%  

性
別 

男性 (n=192) 18.8% 3.6% 7.3% 1.6% 1.0%  

女性 (n=241) 18.3% 7.5% 5.8% 0.4% 0.8%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 22.0% 14.0% 26.0% 0.0% 0.0%  

30歳代 (n=76) 21.1% 15.8% 5.3% 0.0% 2.6%  

40歳代 (n=71) 11.3% 5.6% 5.6% 2.8% 0.0%  

50歳代 (n=91) 16.5% 1.1% 5.5% 1.1% 0.0%  

60歳代 (n=76) 15.8% 1.3% 1.3% 1.3% 0.0%  

70歳以上 (n=68) 26.5% 0.0% 1.5% 0.0% 2.9%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 15.7% 5.2% 7.6% 1.4% 1.4%  

合川地区 (n=92) 21.7% 5.4% 5.4% 0.0% 0.0%  

森吉地区 (n=86) 17.4% 5.8% 3.5% 1.2% 0.0%  

阿仁地区 (n=45) 26.7% 8.9% 8.9% 0.0% 2.2%  
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８．市内の産業について 

 

問２７ あなたのご家庭では、市内で生産された農産物を購入していますか。（○は

１つ） 

 

「たまに買う」と答えた割合が５３．１％と最も高く、続いて「よく買う」が３１．２％、「ほ

とんど買わない」が１２．７％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「よく買う」の割合は、女性が３３．６％で男性の２８．１％を上回っている。 

 

 年代別では、「よく買う」の割合は、５０歳代～７０歳以上が３０～４０％で、２０％台の４０

歳代以下の年代に比べて高い。 

 

 地区別では、「よく買う」の割合は、鷹巣地区が３３．３％で最も高く、合川地区が２８．３％

で最も低い。「たまに買う」の割合は、森吉地区が６１．６％で最も高く、鷹巣地区が４８．６％

で最も低い。 

 

 

  よく買う たまに買う 
ほとんど 

買わない 

全く 

買わない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 31.2% 53.1% 12.7% 2.1% 0.9% 

令和 2年度(n=492) 22.8% 63.0% 12.2% 2.0% 0.0% 

令和元年度(n=458) 26.4% 57.4% 12.2% 3.1% 0.9% 

平成 30年度(n=486) 24.5% 59.3% 9.9% 4.3% 2.1% 

平成 29年度(n=562) 29.9% 52.7% 13.5% 2.1% 1.8% 

平成 28年度(n=533) 29.3% 58.0% 9.6% 2.3% 0.9% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

よく買う たまに買う ほとんど買わない 全く買わない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 よく買う たまに買う 
ほとんど 

買わない 

全く 

買わない 
無回答 

  全体 (n=433) 31.2% 53.1% 12.7% 2.1% 0.9% 

性
別 

男性 (n=192) 28.1% 53.6% 14.6% 3.1% 0.5% 

女性 (n=241) 33.6% 52.7% 11.2% 1.2% 1.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 26.0% 54.0% 14.0% 6.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 22.4% 57.9% 15.8% 2.6% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 26.8% 53.5% 15.5% 4.2% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 31.9% 56.0% 12.1% 0.0% 0.0% 

60 歳代 (n=76) 38.2% 47.4% 11.8% 1.3% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 41.2% 48.5% 7.4% 0.0% 2.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 33.3% 48.6% 14.3% 2.9% 1.0% 

合川地区 (n=92) 28.3% 55.4% 14.1% 1.1% 1.1% 

森吉地区 (n=86) 29.1% 61.6% 9.3% 0.0% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 31.1% 53.3% 8.9% 4.4% 2.2% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

よく買う たまに買う ほとんど買わない 全く買わない 無回答
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問２７－２ 問２７で「３．ほとんど買わない」又は「４．全く買わない」とお答え

の方に伺います。購入しない理由がある場合はお知らせください。（○は１つ） 

 

「特に産地は気にならない」と答えた割合が３１．３％と最も高く、続いて「自分（親族）が栽

培している」が２１．９％、「普段買い物する店で売っていない」が１８．８％である。 

 

 過去の調査と比べると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「値段が高い」の割合は、男性が１４．７％であるのに対し、女性は０．０％とな

っている。 

 

年代別、地区別では、サンプル数が少ないため誤差が大きいと考えられ、差や傾向を判断する

ことが困難である。 

 

 
 

  
値段が 

高い 

普段買い

物する店

で売って

いない 

販売して

いる場所

がわから

ない 

特に産地

は気にな

らない 

自分（親

族）が栽

培してい

る 

その他 無回答 

令和 3年度(n=64) 7.8% 18.8% 6.3% 31.3% 21.9% 0.0% 14.1% 

令和 2年度(n=70) 7.1% 21.4% 11.4% 40.0% 8.6% 2.9% 8.6% 

令和元年度(n=70) 8.6% 28.6% 5.7% 32.9% 14.3% 10.0% 0.0% 

平成 30年度(n=69) 10.1% 14.5% 8.7% 34.8% 27.5% 2.9% 1.4% 

平成 29年度(n=88) 8.0% 15.9% 2.3% 27.3% 36.4% 8.0% 2.3% 

平成 28年度(n=63) 9.5% 17.5% 15.9% 30.2% 19.0% 4.8% 3.2% 

 

  

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

令和3年度(n=64)

令和2年度(n=70)

令和元年度(n=70)

平成30年度(n=69)

平成29年度(n=88)

平成28年度(n=63)

値段が高い 普段買い物する

店で売っていない

販売している

場所がわからない

特に産地は

気にならない

自分（親族）が

栽培している

その他 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

    回答数 
値段が 

高い 

普段買い

物する店

で売って

いない 

販売して

いる場所

がわから

ない 

特に産地

は気にな

らない 

自分（親

族）が栽

培してい

る 

その他 

  全体 (n=64) 7.8% 18.8% 6.3% 31.3% 21.9% 0.0% 

性
別 

男性 (n=34) 14.7% 14.7% 5.9% 32.4% 23.5% 0.0% 

女性 (n=30) 0.0% 23.3% 6.7% 30.0% 20.0% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=10) 10.0% 20.0% 0.0% 50.0% 20.0% 0.0% 

30 歳代 (n=14) 0.0% 14.3% 7.1% 42.9% 14.3% 0.0% 

40 歳代 (n=14) 14.3% 14.3% 7.1% 35.7% 21.4% 0.0% 

50 歳代 (n=11) 0.0% 27.3% 18.2% 18.2% 9.1% 0.0% 

60 歳代 (n=10) 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=5) 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=36) 8.3% 16.7% 2.8% 41.7% 16.7% 0.0% 

合川地区 (n=14) 7.1% 28.6% 14.3% 7.1% 42.9% 0.0% 

森吉地区 (n=8) 12.5% 0.0% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 

阿仁地区 (n=6) 0.0% 33.3% 0.0% 33.3% 16.7% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

値段が高い 普段買い物する

店で売っていない

販売している場所

がわからない

特に産地は

気にならない

自分（親族）が

栽培している

その他
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問２８ あなたは、普段の買い物で地元商店をどのくらい利用していますか。（「地元

商店」とは、市内にある中小小売店舗のことで、いわゆる大型店を除きます。）

（○は１つ） 

 
「週に１～２回利用する」と答えた割合が２７．５％と最も高く、続いて「ほとんど利用しな

い」が２７．３％、「月に１～２回利用する」２６．１％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「全く利用しない」の割合は、男性が１２．５％で女性の８．７％を上回っている。
一方、「ほぼ毎日利用する」の割合は、女性が７．５％で男性の４．７％より高い。 

 

 年代別では、「週に１～２回利用する」の割合は、５０歳代以上の年代が３０～４０％台で４０
歳代以下の年代より高い。一方、「全く利用しない」の割合は、４０歳代以下の年代が１０～２０％
で、５０歳代以上の年代より高い。 

 

 地区別では、「ほぼ毎日利用する」の割合は、阿仁地区が８．９％で最も高い。一方、「全く利用

しない」の割合は、鷹巣地区、合川地区画１０％台で４％台の森吉地区、阿仁地区より高い。 

 

 

 

  
ほぼ毎日 

利用する 

週に 1～2

回利用する 

月に 1～2

回利用する 

ほとんど利

用しない 

全く利用し

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 6.2% 27.5% 26.1% 27.3% 10.4% 2.5% 

令和 2年度(n=492) 4.9% 27.8% 24.4% 30.3% 10.0% 2.6% 

令和元年度(n=458) 6.1% 25.5% 20.7% 34.3% 12.7% 0.7% 

平成 30年度(n=486) 6.2% 27.0% 24.1% 30.2% 10.9% 1.6% 

平成 29年度(n=562) 7.1% 30.6% 22.8% 26.7% 9.3% 3.6% 

平成 28年度(n=533) 14.4% 48.4% 18.2% 14.8% 2.8% 1.3% 

※平成２９年度調査より設問の文言に『「地元商店」とは、市内にある中小小売店舗のことで、いわゆる大型店を除きます。』

を追加。 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

ほぼ毎日利用する 週に1～2回利用する 月に1～2回利用する ほとんど利用しない 全く利用しない 無回答



 

- 94 - 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 
ほぼ毎日

利用する 

週に 1～

2 回利用

する 

月に 1～

2 回利用

する 

ほとんど

利用しな

い 

全く利用

しない 
無回答 

  全体 (n=433) 6.2% 27.5% 26.1% 27.3% 10.4% 2.5% 

性
別 

男性 (n=192) 4.7% 26.6% 26.6% 27.6% 12.5% 2.1% 

女性 (n=241) 7.5% 28.2% 25.7% 27.0% 8.7% 2.9% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 6.0% 14.0% 30.0% 26.0% 24.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 3.9% 18.4% 28.9% 34.2% 13.2% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 7.0% 18.3% 22.5% 35.2% 15.5% 1.4% 

50 歳代 (n=91) 6.6% 34.1% 24.2% 26.4% 6.6% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 5.3% 40.8% 25.0% 23.7% 2.6% 2.6% 

70 歳以上 (n=68) 8.8% 33.8% 27.9% 16.2% 5.9% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 8.1% 20.0% 25.2% 31.4% 13.3% 1.9% 

合川地区 (n=92) 2.2% 35.9% 26.1% 21.7% 12.0% 2.2% 

森吉地区 (n=86) 4.7% 33.7% 24.4% 27.9% 4.7% 4.7% 

阿仁地区 (n=45) 8.9% 33.3% 33.3% 17.8% 4.4% 2.2% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

ほぼ毎日

利用する

週に1～2回

利用する

月に1～2回

利用する

ほとんど

利用しない

全く

利用しない

無回答
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問２９ あなたは、買い物する時にどのような基準で店を決めますか。特に重視する

基準について、あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「商品の品揃え」と答えた割合が６８．６％で最も高く、次いで「商品の価格」が５６．６％、

「近さ」が３９．７％、「駐車場などの設備」が３８．３％、「商品の安心や安全」が３６．５％と

なっている。 

 

 過去の調査と比較すると、「駐車場などの設備」と「商品の安心や安全」の割合は、平成２８年

度から令和元年度まで４０％台で推移していたが、令和２年度、３年度は３０％台に低下してい

る。 

 

 男女別では、「商品の安心や安全」の割合は、女性が４１．１％で男性の３０．７％を１０ポイ

ント以上上回っている。 

 

 年代別では、「商品の品揃え」と「商品の価格」の割合は、４０歳代以下の年代が５０歳代以上

の年代より高い。一方、「商品の安心や安全」の割合は、年代が高いほど割合が高い傾向がある。 

 

 地区別では、「駐車場などの設備」の割合は、合川地区と鷹巣地区が４０％台で、２０～３０％

台の森吉地区、阿仁地区より高い。 

 

 
 

  

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

近さ

商品の価格

商品の品揃え

商品の安心や安全

店主や店員のサービス

駐車場などの設備

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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  近さ 
商品の
価格 

商品の
品揃え 

商品の
安心や
安全 

店主や
店員の
サービ

ス 

駐車場
などの
設備 

その他 無回答 

令和 3年度
(n=433) 

39.7% 56.6% 68.6% 36.5% 16.9% 38.3% 2.5% 1.8% 

令和 2年度
(n=492) 

40.7% 58.7% 67.9% 35.8% 17.1% 39.0% 2.6% 2.0% 

令和元年度
(n=458) 

40.4% 66.2% 67.9% 40.4% 14.6% 41.0% 0.7% 6.3% 

平成 30年度
(n=486) 

39.5% 59.3% 64.2% 45.5% 14.6% 46.9% 1.6% 2.3% 

平成 29年度
(n=562) 

36.7% 55.9% 60.3% 42.3% 16.7% 41.8% 1.6% 3.0% 

平成 28年度
(n=533) 

41.1% 61.4% 66.6% 46.7% 17.3% 41.1% 2.1% 1.3% 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

近さ

商品の価格

商品の品揃え

商品の安心や安全

店主や店員のサービス

駐車場などの設備

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60% 80%

近さ

商品の価格

商品の品揃え

商品の安心や安全

店主や店員のサービス

駐車場などの設備

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80%

近さ

商品の価格

商品の品揃え

商品の安心や安全

店主や店員のサービス

駐車場などの設備

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 近さ 
商品の

価格 

商品の

品揃え 

商品の

安心や

安全 

店主や

店員の

サービ

ス 

駐車場

などの

設備 

その他 無回答 

  全体 (n=433) 39.7% 56.6% 68.6% 36.5% 16.9% 38.3% 2.5% 1.8% 

性
別 

男性 (n=192) 41.1% 54.7% 69.8% 30.7% 18.2% 37.5% 2.6% 1.6% 

女性 (n=241) 38.6% 58.1% 67.6% 41.1% 15.8% 39.0% 2.5% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 54.0% 74.0% 72.0% 30.0% 16.0% 30.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 44.7% 67.1% 73.7% 32.9% 23.7% 44.7% 0.0% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 28.2% 62.0% 71.8% 33.8% 7.0% 36.6% 5.6% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 37.4% 50.5% 65.9% 36.3% 15.4% 40.7% 1.1% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 34.2% 51.3% 68.4% 35.5% 21.1% 40.8% 5.3% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 45.6% 39.7% 60.3% 50.0% 17.6% 33.8% 2.9% 5.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 40.5% 58.1% 66.2% 37.1% 18.6% 41.9% 2.9% 1.9% 

合川地区 (n=92) 40.2% 52.2% 70.7% 39.1% 17.4% 43.5% 2.2% 2.2% 

森吉地区 (n=86) 39.5% 60.5% 69.8% 29.1% 12.8% 30.2% 3.5% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 35.6% 51.1% 73.3% 42.2% 15.6% 26.7% 0.0% 2.2% 
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問３０ 地元商店及び商店街の活性化のために、必要なことは何だと思いますか。（自

由記述） 

 

全４３３件のうち１１８件の回答が寄せられた。 

 このうち、多いキーワードとしては、「駐車場」、「若者、若い人」、「品揃え」、「人口」、「大型」、

「魅力」等が挙げられている。 

 最も多いキーワードである「駐車場」については、鷹巣地区において多く記述がなされている。

また、次に多いキーワードである「若者、若い人」については、鷹巣地区、森吉地区からの記述が

多くなっている。 

 

＜属性別各キーワード出現件数＞ 

 

キーワード（出現件数） 性別 年齢別 地区別 

駐車場（３０件） 
男性１２件 

女性１８件 

１０～２０歳代２件 

３０歳代８件 

４０歳代６件 

５０歳代７件 

６０歳代５件 

７０歳以上２件 

鷹巣地区１９件 

合川地区４件 

森吉地区７件 

若者、若い人（１２件） 
男性５件 

女性７件 

１０～２０歳代５件 

３０歳代３件 

４０歳代２件 

７０歳以上２件 

鷹巣地区６件 

合川地区１件 

森吉地区４件 

阿仁地区１件 

品揃え（８件） 女性８件 

３０歳代１件 

４０歳代１件 

６０歳代３件 

７０歳以上３件 

鷹巣地区５件 

合川地区１件 

森吉地区２件 

人口（８件） 
男性３件 

女性５件 

１０～２０歳代２件 

３０歳代３件 

４０歳代１件 

７０歳以上２件 

鷹巣地区３件 

森吉地区３件 

阿仁地区２件 

大型（７件） 
男性２件 

女性５件 

１０～２０歳代２件 

５０歳代２件 

６０歳代２件 

７０歳以上１件 

鷹巣地区３件 

合川地区１件 

森吉地区１件 

阿仁地区２件 

魅力（７件） 
男性２件 

女性５件 

１０～２０歳代１件 

３０歳代１件 

５０歳代１件 

６０歳代３件 

７０歳代以上１件 

鷹巣地区５件 

合川地区１件 

阿仁地区１件 

イベント（６件） 
男性１件 

女性５件 

１０～２０歳代１件 

３０歳代２件 

５０歳代３件 

鷹巣地区４件 

森吉地区２件 

＜詳細＞ 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

1 女性 70 歳以上 鷹巣地区 品物が高いうえポイントサービスがない 

2 男性 50 歳代 合川地区 価格 

3 男性 70 歳以上 阿仁地区 

若い男女が結婚しやすい環境をつくり、人口増にしない

と活性化にならない。日本の人口を増やさないと日本の

経済はよくならない。 

4 女性 50 歳代 鷹巣地区 

これから高齢化がどんどん進んでゆくので、車を利用で

きない人達も増えてくると思います。銀座商店街を極

力、活用して（シャッター通りをどうにか生かす）もら

えば助かります。 

5 女性 10～20歳代 阿仁地区 付加価値 

6 女性 50 歳代 鷹巣地区 
地元食材で作った惣菜（高齢者向け）を食べさせるお店

や八百屋があるといい 

7 女性 40 歳代 鷹巣地区 

商店街として統一感、明るさ、活気など。個人店では費

用の負担も大変だと思うので、市の予算を組んで、統一

感のある雰囲気に変えたほうが良い。 

8 女性 30 歳代 鷹巣地区 各世代での連携、若手とのコミュニケーション、育成 

9 男性 60 歳代 森吉地区 駐車場、移動販売 

10 女性 70 歳以上 鷹巣地区 人口を増やすこと、特に子供が多くなれば良い。 

11 男性 50 歳代 合川地区 駐車場の整備 

12 女性 60 歳代 鷹巣地区 品揃えの多さがある事で、客が足を運びます。 

13 男性 10～20歳代 鷹巣地区 住民を増やす、子供を育てやすくする 

14 女性 70 歳以上 森吉地区 
近くに店がない為、出かけて買いに行く。価格か品揃え

よい為 

15 女性 30 歳代 鷹巣地区 そもそも店が開いていない。駐車場もない。 

16 男性 30 歳代 鷹巣地区 バリエーション 

17 女性 60 歳代 合川地区 広報、ＰＲ 

18 男性 40 歳代 鷹巣地区 
工夫して進化していかないとこの時代には生き残れない

と思う。 

19 男性 60 歳代 鷹巣地区 

商店が魅力を発信することも大事だが、買う側が地元で

購入し、応援する気持ちを持つことが必要。そうでなけ

れば地元商店が生き残るのは難しいと思う。 

20 男性 50 歳代 鷹巣地区 市民による意識改革と内需拡大の大切さを訴える。 

21 女性 60 歳代 阿仁地区 価格が高い、コスト低価、店や商品開発アピール 

22 男性 70 歳以上 阿仁地区 後継者育成 

23 女性 30 歳代 森吉地区 クーポン券の活用。地域に密着したイベントの開催。 

24 女性 40 歳代 森吉地区 
車を停められる場所の確保。共通ポイントカード、市か

ら地元商店への助成や協力 

25 女性 10～20歳代 森吉地区 

バス等公共の交通の便の強化（高齢の方が多い市だか

ら） 若い人、車のある人は物の安い方（大型店）に行

ってしまうが、人口比で言えば高齢者が多いからターゲ

ットを高齢者にした方がいいのでは 

26 女性 40 歳代 鷹巣地区 
駐車場。セール情報の発信方法。 店への入りやすさ

（入り口のＰＯＰなどの工夫） 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

27 女性 50 歳代 鷹巣地区 
空き家減らすか活用する。月単位で貸し出す。学生、年

配の方でも使えるよう。 

28 女性 10～20歳代 森吉地区 カフェを多くする。若者向けの店を増やす。 

29 女性 70 歳以上 合川地区 
品物が揃っていない、特に近くのお店は品不足が多い。

毎日買い物ができるような事が良いかと・・・？ 

30 男性 40 歳代 合川地区 独自の店の広告チラシを発行して宣伝したらどうか 

31 女性 70 歳以上 鷹巣地区 
地元商店は大切。どのようにしたら魅力につながるか商

店自ら工夫が必要。利用者にわかるように。 

32 女性 70 歳以上 鷹巣地区 駐車場の不便！！ 

33 女性 70 歳以上 鷹巣地区 

地元商店の場合、単品買い物になり、又別のお店へと回

らなければいけない不便さがあります。それを改善され

たら考え方も変わると思います。 

34 男性 40 歳代 鷹巣地区 
商店及び商店街の連携した取組（商店街の企画した、連

携した売出しなど） 

35 男性 70 歳以上 鷹巣地区 駐車場所が少ない 

36 女性 70 歳以上 鷹巣地区 
一つでも、その店の特徴を出すと良い（食べ物等） 年

齢が行くと歩くのが大変だから、同じ所で買うと便利。 

37 女性 40 歳代 合川地区 

高齢者が多いのでどうしようもない。若い人は車でどこ

にでも行ってしまうし、どうしても何しても活性化でき

ない。 

38 女性 70 歳以上 鷹巣地区 

店側の態度がおかしい（売ってやる、お前はダレだとい

う顔をしない）。消費者が今必要な品物を把握していな

い。安いものだけ売れると思っている。良品を宣伝した

ら良い（手作りのチラシで良い）。商品のセンスの悪さが

目立つ（田舎くさい）。商店が協力してやっているでしょ

うか。とてもそう見えない。 

39 女性 60 歳代 鷹巣地区 駐車場がない 

40 女性 30 歳代 鷹巣地区 
商店街にどんな店があるかわからない人も多いので、周

知する必要がある。 

41 男性 30 歳代 鷹巣地区 

移動手段として車が多いので駐車場がほしいと思う。線

引きが難しいと思うが、地元商店のみで使えるクーポン

を買えるようにする。 

42 男性 60 歳代 合川地区 良い物を安く 

43 男性 60 歳代 森吉地区 

自治区内に商店がない。今は近隣の商店に自家用車で買

い物にいけるが、いつまで運転できるか不安に思う。過

疎化の進んでいる自治区内での活性化は無理である。 

44 男性 30 歳代 鷹巣地区 駐車場がない 

45 女性 30 歳代 合川地区 販売ルートの安定とコミュニティー充実化 

46 男性 40 歳代 合川地区 商店街独自の通貨など、一丸となった取組 

47 男性 60 歳代 鷹巣地区 商店主が考えてください 

48 女性 10～20歳代 鷹巣地区 イベントを増やす。 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

49 女性 70 歳以上 鷹巣地区 
交通手段…バス等、格安の料金や定期券がほしい。年齢

に関係なく、みんなが利用できるとうれしい。 

50 男性 60 歳代 阿仁地区 大型店の排除 

51 女性 30 歳代 阿仁地区 

地域の魅力を発信し、移住者を増やすこと。発信する前

の中身の部分、プロダクトとしてのデザインが特に重要

と思う。 

52 男性 10～20歳代 鷹巣地区 

北秋田市で何ができるか（魅力）をＳＮＳで発信し、ま

ずは若者を北秋田市に移住させるようにする。ＧＵ、ユ

ニクロ、パシオス…の様に都会にあるチェーン店を小規

模でも、アウトレットとしてでも開店する。たかのすの

商店街がシャッター街になってしまったのがもったいな

いと思う。 

53 男性 10～20歳代 鷹巣地区 

大型店で販売しているような商品を地元商店で販売して

いるようでは、大型店へ客が流れるに決まっている。駐

車場もないし…正直言って、何の面白味もありません。

活性化には市外からも客に来てもらうしかないが、当市

には“武器”がないのが問題。学生が立ち止まり、寄り

たくなる様な店があればＳＮＳ投稿し、市外からも集客

が見込まれるかと思う。まず、店の誘致が先決では？登

山用品専門店とかスポーツ用品店とか… 

54 女性 50 歳代 鷹巣地区 

北秋田市民が、地元の商店があり続けられるよう積極的

に利用するべきだと思う。市民の意識の問題もあるので

は？ 

55 男性 70 歳以上 鷹巣地区 地元野菜売場がない 

56 女性 60 歳代 合川地区 
合川地区は大型店舗が少なく店舗が偏在しています。Ｓ

Ｃを支所近くに設置を望みます。 

57 男性 40 歳代 森吉地区 利便性、営業 

58 女性 50 歳代 鷹巣地区 

駅前が乏しく観光客が来てもさびれて魅力を感じない。

例えば、ファルコンの駐車場に大型バスが停まれるの

で、駅の自転車の場所とか市が都市開発をしてファルコ

ンまでの所を○○横丁とかにし、商店をまとめてラーメ

ン屋や雑貨店、コーヒーショップなどを集めて、テナン

トを募集するとか。イベント会場を豊かにしてはどうで

しょうか。（他にはないレトロな町づくりで観光客を増や

せれば…） 

59 女性 30 歳代 合川地区 ニーズに合った店、人を集める。 

60 女性 30 歳代 森吉地区 

要件を果たすために何度も車を移動したりするのは基本

的に大変です。なのでそれをやってもいいと感じさせる

ため、１度利用してとても良いと思わせるサービスや商

品が必要。各店、コレは、と思わせるアピールポイン

ト、強みがほしいと思う。あとは最初の１回を訪れても

らうキッカケ。 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

61 男性 40 歳代 鷹巣地区 

もし、それが銀座通り商店街のことを言っているのであ

れば、早くから「人をとどめておける商店街であったこ

と」であるかを考えるべき。それができない状況にあり

ながら、その活性化を公約にあげても商店街の活性化に

はつながらない。そんなことは絵に書いたモチでしかな

いのは解かっていた！！今、若い人達が新たな商店街を

作ろうとしていることを支援してほしい。 

62 女性 40 歳代 鷹巣地区 店の雰囲気を良くして、品揃えを充実させる 

63 男性 10～20歳代 鷹巣地区 他にないものを。市民が必要としているお店や企画。 

64 男性 40 歳代 森吉地区 人を呼び込む為の活動 

65 女性 30 歳代 鷹巣地区 

駐車場が無い為、ゆっくり買い物できないので、そもそ

も、そこを何とかしない限り、活性化なんて無理でしょ

う。そして買いたいと思う物もないし。 

66 男性 50 歳代 鷹巣地区 駐車場の設備 

67 女性 50 歳代 鷹巣地区 
商店街の紹介のパンフレット、ＳＮＳにあげる（商店街

全体の）それぞれのお店のお買い得情報。 

68 女性 60 歳代 合川地区 

高齢者が商店街に公共機関を利用して出向くことは難し

い。商店街の店が協力し合って、例えば“買い物バス”

のような方法での集客が出来ればいいのではないか。 

69 男性 70 歳以上 鷹巣地区 商店街全体で集客に必要な企画、立案 

70 女性 50 歳代 阿仁地区 

大型店みたいにとまでは言いませんが、店内を明るくす

るだけでもかなりちがうと思います。店内が暗いと、古

い物を売っているような、賞味期限が切れているような

イメージになって、買いに行こうという気が失せてしま

う。電気をＬＥＤに変える店への補助金とかあったら変

わるかも？ 

71 女性 40 歳代 森吉地区 車を停めるスペース。 

72 女性 10～20歳代 鷹巣地区 

若い人も利用したと思う場所、遊ぶ場所が必要だと思

う。地元にお金を使ってもらえるような施設、お店が必

要。 

73 男性 50 歳代 鷹巣地区 

個々の商店が事業を継続していくのが難しい時代（高齢

化などなので、複数の商店が合併（店舗）するなどして

小さなスーパーを作っていったらいいのでは？立地や駐

車場も課題。地産地消の専門店を作るなど… 

74 女性 30 歳代 森吉地区 

若い人の参加。いろいろな年令に応じた商品、品揃え、

学校用品（文具）などを置き、購入ついでに他の商品も

買ったりできたら。 

75 女性 30 歳代 鷹巣地区 
ＰＲがぼんやりしている。どんな風に個性的でおもしろ

い店があるのかわからない。 

76 男性 40 歳代 鷹巣地区 人口増加 

77 女性 60 歳代 鷹巣地区 
良い商品を揃え、店員やそれに携わる人々が親切である

事。 

78 男性 60 歳代 森吉地区 価格が高いのが利用しない一番の理由。 

79 男性 30 歳代 鷹巣地区 店を開きたい若い人達を応援する。財政面とかで。 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

80 女性 10～20歳代 鷹巣地区 

どこの店も似たり寄ったりで、差異を感じない。変わっ

た商品、変わった食べ物などがほとんどない＝ネットで

も買える＝地元で買う必要がない。 

81 女性 60 歳代 鷹巣地区 魅力的な商品の品揃え 

82 女性 60 歳代 合川地区 魅力的な店、駐車場が必要。 

83 女性 60 歳代 鷹巣地区 
駅にマック、コメダ珈琲、コンビニがあれば通学の学生

や市民が多く利用すると思います。 

84 男性 60 歳代 鷹巣地区 
特に野菜、果物類の型（定形？）よりも、無駄にしな

い、物を大切にする販売をお願いします。 

85 女性 50 歳代 合川地区 駐車スペース 

86 女性 70 歳以上 鷹巣地区 大型店のみが強調されてる商業意識があると思います。 

87 女性 50 歳代 鷹巣地区 定期的なイベントの開催とその周知 

88 女性 40 歳代 合川地区 何か特別なもの、オリジナリティー。 

89 女性 50 歳代 鷹巣地区 

商店街（駅前－銀座通り）に駐車場。シャッターをあけ

る（店をやめた所は新たな店に貸す）－にぎわいへ。駅

周辺のにぎわいのため整備（有効な）駅の中に観光案内

所を入れたらどうか。市のまちづくり政策、より具体的

に補助金等の活用。 

90 男性 10～20歳代 阿仁地区 

鷹巣駅前商店街については、そもそも商店街を元気にし

ようとする動きや取り組みすら見えません。行政も家賃

補助の制度をしているとはいえ、そこまでの本気度が見

えません。真綿で首を絞められていく、もしくは茹でガ

エル理論のようにこのまま、ぼーっとしたまま廃れてい

く未来しかありえません。 

そして、商店街を活性化するという曖昧なビジョンでは

誰もついてこない、やる気にならないと思います。 

まず明確なビジョンをひとつ掲げるとするなら、「鷹巣駅

前の商店街の全てのシャッターが開かれ営業している状

態」をビジョンとした方が明確でわかりやすいと思いま

す。 

そのための解決策は 2 点あると考えます。まず、一つ目

は「手札を全とっかえする」ことです。手札とは今の商

店街のそれぞれの店主と、行政の担当者のことです。商

店街の店主については、高齢になりそもそも、1日 1日

を生きるのに精一杯で、地域を元気にする余力もないシ

ニア店主に地域を元気にしましょう！というのも酷な話

だと思います。何度も何度も足を運び、その人の要望や

生き方に耳を傾け、お店を誰かに貸してもいいように一

件ずつ交渉して、空き店舗として広く公募する。そし

て、今シャッターの閉まっている店舗を全ていつでも貸

せる状態にすることが第一です。 

行政の担当者については情熱も知識も何もない、ただ

日々魁新聞や秋北新聞を見て、PCを開いていかにも仕事

している風な行政職員は一刻も早く退陣すべきです。失
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

敗も成功も何も残さないような事業や職員の取り組みは

明日にでもやめるべきだと僕は思います。大金を払って

でも、有能でやる気のある人材に担当してもらうべきだ

と思います。 

こうして全とっかえする事で、商店街については活性化

するんじゃないでしょうか。 

91 女性 30 歳代 鷹巣地区 行きたくなるような店舗 

92 男性 30 歳代 森吉地区 
人口の増加。移住や定住にメリットを感じる何かが必

要。100年先は市全体限界集落化している恐れがある。 

93 女性 60 歳代 鷹巣地区 お店の隣に駐車場が有れば良い 

94 男性 50 歳代 鷹巣地区 店の方のやる気ある態度 

95 男性 30 歳代 鷹巣地区 駐車スペース、クーポン券 

96 女性 10～20歳代 鷹巣地区 安さ 

97 女性 30 歳代 森吉地区 無料の駐車場が近くにあること。 

98 女性 30 歳代 鷹巣地区 

子供が集まる町は大人も集まると思うので、児童公園の

遊具の充実と、子どもたちだけでも買いに行きやすいお

店がもっとあってほしいです。 

99 女性 10～20歳代 鷹巣地区 PR 

100 女性 30 歳代 森吉地区 

他とは違うことをする。目立つ広告や、地域の方々と一

緒に出来るイベントを実施。地元ならではのことをす

る。 

101 男性 30 歳代 鷹巣地区 商店同士の連携・活性化・行政の支援 

102 男性 30 歳代 鷹巣地区 空き店舗をなくすこと 

103 男性 40 歳代 鷹巣地区 安全な商品アピールと肝心要の挨拶 

104 男性 50 歳代 鷹巣地区 
イベント(特に子供や高齢者に配慮)、コロナ対策に配慮

したテレワーク施設整備など 

105 男性 40 歳代 鷹巣地区 駐車場 

106 男性 30 歳代 鷹巣地区 

近くに駐車スペースが無いことが駅前の衰退にも繋がっ

ていると感じる。 

高齢者で車を利用する人は特に近いところに停めたいと

思う。 

107 女性 10～20歳代 鷹巣地区 

人口増加。若い人が住みたいと思う街づくり。ネット環

境整備。ネットに情報が無ければ若い人は来ない。有川

浩の『県庁おもてなし課』を読んでほしいです。 

周辺観光地をネットで調べた時に大館市の情報しか目に

入らなかった。市外に出ないと何もない印象。 

108 男性 70 歳以上 鷹巣地区 
若い男女が住みやすい環境を作る事。飛行機の補助金を

もっと増やして東京方面に行きやすくする。 

109 男性 40 歳代 鷹巣地区 

都内でも商店街の衰退は問題になっている。大規模店の

追従ではなく、オンリーワンの商店であれば人は集まる

と思う。（市外からでも集まるはず） 

110 女性 60 歳代 鷹巣地区 商店街全体の明るく入り易い雰囲気作り 
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No 性別 年齢 地区 記述内容 

111 女性 30 歳代 森吉地区 

働くところがないので、若者が県外に行きます。人口が

増えると商店街も活性化になりますし、そこをどうにか

しないと、ますます町は廃れていきます。 

112 男性 50 歳代 森吉地区 住民の確保 

113 女性 30 歳代 阿仁地区 人口を増やす 

114 男性 30 歳代 合川地区 鷹巣地区のみ発展させないこと 

115 女性 50 歳代 鷹巣地区 協力する事 

116 男性 40 歳代 鷹巣地区 
価格と品質 

商店主の努力とお客様目線 

117 男性 40 歳代 森吉地区 利便性 

118 女性 40 歳代 鷹巣地区 利用しやすい環境づくり(駐車場の整備など) 
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９．市内のイベントや観光施設について 

 

問３１ あなたは、過去１年間で、以下に掲げる市内で開催されるイベントやお祭り

に行ったことがありますか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

※ 選択肢には、コロナウイルスの影響で中止されたものもあります。その場合は、

「開催していたら行きたかった」ものに○を付けてください。 

 

「どのイベントや祭りも行っていない」と答えた割合が３７．０％と最も高い。続いて「米代

川花火大会」が３０．５％、「阿仁の花火と灯篭流し」が１９．２％、「もちっこ市」が１７．３％

となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「阿仁の花火と灯籠流し」の割合は、平成２８年度、２９年度が１２％

前後だったのに対し平成３０年度以降は１０％台後半に上昇している。 

 

 男女別では、「どのイベントや祭りも行っていない」と答えた割合は、男性が４０．１％で女性

の３４．４％を上回っている。 

 

 年代別では、「どのイベントや祭りにも行っていない」の割合は、１０～２０歳代が４４．０％

で他の年代より高い。「ふるさと踊りともちっこまつり」の割合は、６０歳代と７０歳以上が１９％

台であり、年代が高いほど割合が高い傾向がある。 

 

 地区別では、「どのイベントや祭りも行っていない」の割合は、森吉地区が４１．９％で最も高

く、阿仁地区が２８．９％で最も低い。イベント、お祭りに関しては、鷹巣地区は「米代川花火大

会」、合川地区は「合川ふるさと祭りと合川まとび」、森吉地区は「森吉山麓たなばた火まつり」、

阿仁地区は「阿仁の花火と灯篭流し」の割合がそれぞれ最も高い。 

 

 

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

もちっこ市

ふるさと踊りともちっこまつり

米代川花火大会

綴子神社例大祭

鷹巣神社祭典

合川ふるさと祭りと合川まとび

太平湖湖水開き

森吉山麓たなばた火まつり

森吉四季美湖まつり

太平湖・小又峡紅葉祭り

森吉山の樹氷鑑賞

阿仁の花火と灯籠流し

森吉山紅葉観賞

のりものまつり

どのイベントや祭りも行っていない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度 

(n=433) 

令和 2 

年度 

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30 

年度 

(n=486) 

平成 29 

年度 

(n=562) 

平成 28 

年度 

(n=533) 

もちっこ市 17.3% 22.0％ 17.5% 20.4% 20.6% 22.9% 

ふるさと踊りともちっ

こまつり 
13.2% 14.0％ 11.4% 16.5% 19.2% 23.6% 

米代川花火大会 30.5% 31.5％ 26.6% 25.5% 25.4% 30.2% 

綴子神社例大祭 6.5% 4.1％ 5.2% 4.3% 4.3% 6.4% 

鷹巣神社祭典 5.8% 8.9％ 8.7% ― ― ― 

合川ふるさと祭りと合

川まとび 
10.9% 9.1％ 10.0% 10.1% 10.3% 9.4% 

太平湖湖水開き 0.7% 1.6％ 0.7% 0.8% 1.1% 0.9% 

森吉山麓たなばた火ま

つり 
12.2% 12.6％ 12.2% 17.1% 10.9% 10.7% 

森吉四季美湖まつり 2.3% 4.1％ 2.4% 5.6% 3.2% 2.8% 

太平湖・小又峡紅葉祭

り 
2.8% 4.9％ 1.7% 2.3% 3.6% 2.3% 

森吉山の樹氷鑑賞 3.0% 6.3％ 3.9% 4.3% 5.7% 5.4% 

阿仁の花火と灯籠流し 19.2% 18.5％ 16.8% 17.1% 11.9% 12.6% 

森吉山紅葉観賞 7.9% 8.9％ 5.5% 5.6% 6.0% 7.5% 

のりものまつり 8.5% 9.1％ 10.5% 7.8% 4.8% 5.1% 

どのイベントや祭りも

行っていない 
37.0% 36.6％ 33.8% 34.4% 35.6% 29.6% 

その他 1.8% 1.4％ 3.1% 3.1% 2.0% 2.6% 

無回答 7.6% 5.1％ 2.8% 2.3% 4.6% 5.6% 

※令和元年より「鷹巣神社祭典」の項目を追加 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

0% 20% 40% 60%

もちっこ市

ふるさと踊りともちっこまつ

り

米代川花火大会

綴子神社例大祭

鷹巣神社祭典

合川ふるさと祭りと合川ま

とび

太平湖湖水開き

森吉山麓たなばた火まつ

り

森吉四季美湖まつり

太平湖・小又峡紅葉祭り

森吉山の樹氷鑑賞

阿仁の花火と灯籠流し

森吉山紅葉観賞

のりものまつり

どのイベントや祭りも行っ

ていない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

もちっこ市

ふるさと踊りともちっこまつ

り

米代川花火大会

綴子神社例大祭

鷹巣神社祭典

合川ふるさと祭りと合川ま

とび

太平湖湖水開き

森吉山麓たなばた火まつ

り

森吉四季美湖まつり

太平湖・小又峡紅葉祭り

森吉山の樹氷鑑賞

阿仁の花火と灯籠流し

森吉山紅葉観賞

のりものまつり

どのイベントや祭りも行っ

ていない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

もちっこ市

ふるさと踊りともちっこまつり

米代川花火大会

綴子神社例大祭

鷹巣神社祭典

合川ふるさと祭りと合川まと

び

太平湖湖水開き

森吉山麓たなばた火まつり

森吉四季美湖まつり

太平湖・小又峡紅葉祭り

森吉山の樹氷鑑賞

阿仁の花火と灯籠流し

森吉山紅葉観賞

のりものまつり

どのイベントや祭りも行って

いない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
もちっこ

市 

ふるさと
踊りとも
ちっこま
つり 

米代川花

火大会 

綴子神社

例大祭 

鷹巣神社

祭典 

合川ふる
さと祭り
と合川ま
とび 

  全体 (n=433) 17.3% 13.2% 30.5% 6.5% 5.8% 10.9% 

性
別 

男性 (n=192) 16.1% 10.9% 28.6% 7.3% 3.6% 10.9% 

女性 (n=241) 18.3% 14.9% 32.0% 5.8% 7.5% 10.8% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 12.0% 2.0% 26.0% 4.0% 4.0% 12.0% 

30歳代 (n=76) 21.1% 13.2% 38.2% 3.9% 5.3% 5.3% 

40歳代 (n=71) 9.9% 11.3% 35.2% 4.2% 8.5% 21.1% 

50歳代 (n=91) 19.8% 11.0% 22.0% 8.8% 7.7% 7.7% 

60歳代 (n=76) 23.7% 19.7% 35.5% 7.9% 5.3% 10.5% 

70歳以上 (n=68) 14.7% 19.1% 26.5% 8.8% 2.9% 10.3% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 23.8% 20.0% 38.1% 11.0% 10.5% 1.4% 

合川地区 (n=92) 12.0% 7.6% 23.9% 1.1% 1.1% 42.4% 

森吉地区 (n=86) 12.8% 5.8% 24.4% 3.5% 2.3% 5.8% 

阿仁地区 (n=45) 6.7% 6.7% 20.0% 2.2% 0.0% 0.0% 
         

    回答数 
太平湖湖

水開き 

森吉山麓

たなばた

火まつり 

森吉四季

美湖まつ

り 

太平湖・

小又峡紅

葉祭り 

森吉山の

樹氷鑑賞 

阿仁の花

火と灯籠

流し 

  全体 (n=433) 0.7% 12.2% 2.3% 2.8% 3.0% 19.2% 

性
別 

男性 (n=192) 0.0% 10.9% 2.1% 1.6% 1.6% 16.7% 

女性 (n=241) 1.2% 13.3% 2.5% 3.7% 4.1% 21.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 0.0% 10.0% 0.0% 2.0% 4.0% 16.0% 

30歳代 (n=76) 0.0% 21.1% 3.9% 2.6% 2.6% 23.7% 

40歳代 (n=71) 0.0% 12.7% 1.4% 1.4% 2.8% 25.4% 

50歳代 (n=91) 2.2% 14.3% 2.2% 4.4% 4.4% 16.5% 

60歳代 (n=76) 0.0% 10.5% 2.6% 2.6% 1.3% 23.7% 

70歳以上 (n=68) 1.5% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 8.8% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 0.5% 2.4% 1.4% 3.3% 2.9% 8.1% 

合川地区 (n=92) 1.1% 12.0% 1.1% 2.2% 1.1% 25.0% 

森吉地区 (n=86) 0.0% 32.6% 3.5% 2.3% 2.3% 22.1% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 20.0% 6.7% 2.2% 8.9% 53.3% 
         

    回答数 
森吉山紅

葉観賞 

のりもの

まつり 

どのイベ

ントや祭

りも行っ

ていない 

その他 無回答 

 

  全体 (n=433) 7.9% 8.5% 37.0% 1.8% 7.6%  

性
別 

男性 (n=192) 5.7% 5.2% 40.1% 0.5% 7.3%  
女性 (n=241) 9.5% 11.2% 34.4% 2.9% 7.9%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 4.0% 8.0% 44.0% 2.0% 0.0%  
30歳代 (n=76) 1.3% 19.7% 36.8% 3.9% 3.9%  
40歳代 (n=71) 5.6% 9.9% 38.0% 0.0% 4.2%  
50歳代 (n=91) 12.1% 7.7% 39.6% 2.2% 9.9%  
60歳代 (n=76) 10.5% 5.3% 31.6% 1.3% 9.2%  
70歳以上 (n=68) 11.8% 0.0% 32.4% 1.5% 16.2%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 7.1% 7.1% 39.0% 1.0% 5.7%  
合川地区 (n=92) 9.8% 6.5% 31.5% 1.1% 9.8%  
森吉地区 (n=86) 5.8% 8.1% 41.9% 1.2% 7.0%  
阿仁地区 (n=45) 11.1% 20.0% 28.9% 8.9% 13.3%  
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問３２ あなたは、過去１年間で、以下に掲げる市内の観光施設等を利用したことが

ありますか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「北欧の杜公園」と答えた割合が５４．３％と最も高い。続いて「四季美館」が２６．８％、

「大太鼓の館」が２５．２％、「利用した施設等はない」２４．２％となっている。 

 

 過去の調査と比較すると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「北欧の杜公園」と「四季美館」の割合は、女性が男性より１０ポイント以上高い。 

 

 年代別では、「四季美館」と答えた割合は、１０～２０歳代が１４．０％、６０歳代と７０歳以

上が３０％台と年代が高いほど割合が高い傾向がある。 

 

 地区別では、鷹巣地区、合川地区、森吉地区では、「北欧の杜公園」の割合が４０～５０％台で

観光施設等の中で最も高い。一方、阿仁地区では「四季美館」の割合が６０．０％で観光施設等

の中で最も高い。 

 

 

 

  

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

大太鼓の館

北欧の杜公園

浜辺の歌音楽館

クウィンス森吉

四季美館

森吉山ダム広報館

森吉山荘

桃洞の滝、赤水渓谷

妖精の森

太平湖・小又峡

伝承館・異人館

マタギの湯

阿仁熊牧場（くまくま園）

森吉山阿仁スキー場

安の滝、一ノ滝、二ノ滝、幸兵衛滝

伊勢堂岱遺跡・縄文館

利用した施設等はない

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30

年度

(n=486) 

平成 29

年度

(n=562) 

平成 28

年度

(n=533) 

大太鼓の館 25.2% 29.3％ 25.5% 25.9% 27.8% 29.5% 

北欧の杜公園 54.3% 47.4％ 50.0% 48.8% 46.1% 50.5% 

浜辺の歌音楽館 3.2% 6.1％ 5.5% 5.8% 3.7% 2.1% 

クウィンス森吉 11.1% 11.0％ 19.2% 20.8% 18.5% 16.1% 

四季美館 26.8% 25.6％ 30.6% 30.7% 24.7% 28.5% 

森吉山ダム広報館 10.2% 8.9％ 10.7% 13.0% 11.9% 12.8% 

森吉山荘 3.5% 5.1％ 5.9% 5.1% 7.3% 6.6% 

桃洞の滝、赤水渓谷 1.8% 3.5％ 3.1% 1.6% 4.3% 4.9% 

妖精の森 2.3% 1.6％ 3.1% 2.3% 1.2% 1.3% 

太平湖・小又峡 5.5% 6.9％ 5.7% 4.7% 6.9% 5.8% 

伝承館・異人館 3.5% 4.1％ 4.1% 4.3% 4.1% 3.8% 

マタギの湯 10.6% 14.0％ 14.4% 15.4% 16.2% 16.7% 

阿仁熊牧場（くまくま園） 11.1% 15.4％ 12.0% 11.9% 10.1% 12.6% 

森吉山阿仁スキー場 14.1% 14.8％ 12.0% 11.3% 8.5% 9.8% 

安の滝 、一ノ滝、二ノ

滝、幸兵衛滝 
3.2% 3.5％ 2.8% 2.1% 3.7% 3.8% 

伊勢堂岱遺跡・縄文館 13.4% 7.7％ 8.5% 10.7% 9.8% 11.1% 

利用した施設等はない 24.2%  24.6％ 26.2% 24.5% 24.4% 22.9% 

無回答 2.3% 2.2％ 0.4% 2.3% 3.9% 3.2% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

 

0% 20% 40% 60% 80%

大太鼓の館

北欧の杜公園

浜辺の歌音楽館

クウィンス森吉

四季美館

森吉山ダム広報館

森吉山荘

桃洞の滝、赤水渓谷

妖精の森

太平湖・小又峡

伝承館・異人館

マタギの湯

阿仁熊牧場（くまくま園）

森吉山阿仁スキー場

安の滝、一ノ滝、二ノ滝、

幸兵衛滝

伊勢堂岱遺跡・縄文館

利用した施設等はない

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60% 80%

大太鼓の館

北欧の杜公園

浜辺の歌音楽館

クウィンス森吉

四季美館

森吉山ダム広報館

森吉山荘

桃洞の滝、赤水渓谷

妖精の森

太平湖・小又峡

伝承館・異人館

マタギの湯

阿仁熊牧場（くまくま園）

森吉山阿仁スキー場

安の滝、一ノ滝、二ノ滝、

幸兵衛滝

伊勢堂岱遺跡・縄文館

利用した施設等はない

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80%

大太鼓の館

北欧の杜公園

浜辺の歌音楽館

クウィンス森吉

四季美館

森吉山ダム広報館

森吉山荘

桃洞の滝、赤水渓谷

妖精の森

太平湖・小又峡

伝承館・異人館

マタギの湯

阿仁熊牧場（くまくま園）

森吉山阿仁スキー場

安の滝、一ノ滝、二ノ滝、幸兵衛滝

伊勢堂岱遺跡・縄文館

利用した施設等はない

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 
大太鼓の

館 

北欧の杜

公園 

浜辺の歌

音楽館 

クウィン

ス森吉 
四季美館 

森吉山ダ

ム広報館 

  全体 (n=433) 25.2% 54.3% 3.2% 11.1% 26.8% 10.2% 

性
別 

男性 (n=192) 26.6% 47.4% 2.6% 12.0% 20.3% 8.3% 
女性 (n=241) 24.1% 59.8% 3.7% 10.4% 32.0% 11.6% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 30.0% 56.0% 2.0% 10.0% 14.0% 6.0% 
30歳代 (n=76) 34.2% 64.5% 3.9% 15.8% 28.9% 9.2% 
40歳代 (n=71) 15.5% 49.3% 2.8% 8.5% 21.1% 2.8% 
50歳代 (n=91) 24.2% 51.6% 4.4% 9.9% 29.7% 12.1% 
60歳代 (n=76) 21.1% 55.3% 3.9% 13.2% 31.6% 17.1% 

70歳以上 (n=68) 27.9% 50.0% 1.5% 8.8% 30.9% 11.8% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 29.0% 55.7% 1.9% 5.7% 16.2% 11.0% 
合川地区 (n=92) 23.9% 58.7% 3.3% 8.7% 18.5% 10.9% 
森吉地区 (n=86) 22.1% 48.8% 7.0% 20.9% 44.2% 4.7% 
阿仁地区 (n=45) 15.6% 48.9% 2.2% 22.2% 60.0% 15.6% 

         

    回答数 森吉山荘 

桃洞の

滝、赤水

渓谷 

妖精の森 
太平湖・

小又峡 

伝承館・

異人館 

マタギの

湯 

  全体 (n=433) 3.5% 1.8% 2.3% 5.5% 3.5% 10.6% 

性
別 

男性 (n=192) 3.1% 2.1% 1.6% 5.7% 3.1% 10.9% 
女性 (n=241) 3.7% 1.7% 2.9% 5.4% 3.7% 10.4% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 0.0% 10.0% 
30歳代 (n=76) 2.6% 0.0% 2.6% 13.2% 2.6% 14.5% 
40歳代 (n=71) 0.0% 1.4% 2.8% 1.4% 4.2% 4.2% 
50歳代 (n=91) 3.3% 2.2% 2.2% 3.3% 6.6% 14.3% 
60歳代 (n=76) 6.6% 2.6% 1.3% 7.9% 3.9% 7.9% 

70歳以上 (n=68) 4.4% 0.0% 2.9% 4.4% 1.5% 11.8% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 3.3% 1.4% 1.0% 5.2% 2.4% 8.6% 
合川地区 (n=92) 1.1% 2.2% 2.2% 5.4% 0.0% 6.5% 
森吉地区 (n=86) 3.5% 2.3% 3.5% 3.5% 4.7% 9.3% 
阿仁地区 (n=45) 8.9% 2.2% 6.7% 11.1% 13.3% 31.1% 

         

    回答数 

阿仁熊牧

場（くま

くま園） 

森吉山阿

仁スキー

場 

安の滝 、

一ノ滝、

二ノ滝、

幸兵衛滝 

伊勢堂岱

遺跡・縄

文館 

利用した

施設等は

ない 

無回答 

  全体 (n=433) 11.1% 14.1% 3.2% 13.4% 24.2% 2.3% 

性
別 

男性 (n=192) 8.3% 14.1% 3.6% 12.5% 27.6% 1.6% 
女性 (n=241) 13.3% 14.1% 2.9% 14.1% 21.6% 2.9% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 12.0% 14.0% 4.0% 8.0% 28.0% 0.0% 
30歳代 (n=76) 22.4% 23.7% 5.3% 18.4% 19.7% 1.3% 
40歳代 (n=71) 7.0% 15.5% 1.4% 11.3% 28.2% 4.2% 
50歳代 (n=91) 12.1% 14.3% 3.3% 12.1% 26.4% 2.2% 
60歳代 (n=76) 6.6% 10.5% 2.6% 10.5% 25.0% 0.0% 

70歳以上 (n=68) 4.4% 5.9% 2.9% 19.1% 19.1% 5.9% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 11.4% 11.4% 1.9% 14.8% 27.1% 1.9% 
合川地区 (n=92) 6.5% 15.2% 2.2% 14.1% 25.0% 3.3% 
森吉地区 (n=86) 10.5% 16.3% 3.5% 12.8% 18.6% 2.3% 
阿仁地区 (n=45) 20.0% 20.0% 11.1% 6.7% 20.0% 2.2% 
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問３２－２ 問３２で「１７．利用した施設等はない」とお答えの方に伺います。利

用しなかった理由がある場合は、お知らせください。 

 

 「１７．利用した施設等はない」と答えた１０５件のうち４９件の記入があり、内容としては

「行く魅力・機会・理由がない」１４件、「コロナ関連」１１件、「再訪しようと思わない」９件、

「病気、体調不良」３件、「その他」１２件となっている。 

 

＜行く魅力・機会・理由がない：14 件＞ 

 特に興味なし 

 興味が無い 

 利用する必要がない 

 利用する機会がない為。 

 特に行きたいと思わないから 

 ぐらっとこない。 

 行きたくない 

 行く理由がないから 

 絶対的なＰＲ不足である。どのような施設か不明であり、行くキッカケがない。 

 行く機会がない 

 特にないが利用したいと思わない。 

 施設へ行く用事が無かった。 

 楽しくないから 

 行く機会がなかった  

 

＜コロナ関連：11 件＞・・・同内容は省略 

 コロナ 

 コロナもあり外出を控えていた。1 歳未満の子供を連れて行くには少し遠かった。 

 新型コロナと自家用車が無いため 

 外出を控えていた為 

 コロナの為 

 コロナのため外出したくない 

 コロナ禍で自宅で過ごすことが多かった。 

 過去 1 年間はない。コロナで出歩かないのもある。 

 コロナ禍で自粛傾向の為 

 コロナが怖い 

 

＜再訪しようと思わない：9 件＞ 

 子供が大きくなり、外出をしなくなったから 

 コロナの関係もあるが、過去に行った所に何度も足を運ぶ気にならない。 

 1 回訪れたところだと目新しい物がないと行こうと思わない 

 年齢的に一度は入ったことがあるのですが、今はほとんど行ってません。都会の方から誰か

来た時は行き、見せたいですか？？ 

 過去に行ったことがあるので、何度も行かなくても…と思っている。 

 毎年定期的に行くような（行きたくなるような）施設ではないため。 

 イベントがまんねり化していて興味がうすれた。 

 数年前に行った事がある 
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 以前に利用した事があるので…何回も利用する必要はないと思っている。 

 

＜病気、体調不良：3 件＞ 

 主人の介護、入院のためほとんど出かけることはなかったです。 

 体調不良の為 

 歩行障害があるため 

 

＜その他：12 件＞ 

 歩くのが大変 

 仕事で利用はできなかった。 

 交通。不便。 

 トイレは、いつもきれいでしょうか。利用に関する情報は、ホームページを利用しない人に

もわかるようにして下さい。何かと近ごろは、ホームページを見ろとか…お金がかかること

はやらないので。 

 交通手段をあまり知らない。 

 特になし。仕事が忙しくて！！休めない 

 帰省しても大抵家にいるから。 

 昨年は東京在住のため 

 仕事が忙しい為 

 人混みが好きじゃない。 

 車が無いし、お金が無いので、公共交通機関にも乗れない。歩いて行ける範囲しか行けない。

以前は自転車に乗っていたが、今は。 

 勉強する場所がないから。 
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１０．心や体の健康について 

 

問３３ あなたは、ご自身やご家族のことで、困っていることや心配ごとがあります

か。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

 

「家族の老後のこと」の割合が４４．６％と最も高い。続いて「自分の病気や老後のこと」が

４４．１％、「景気や生活費のこと」が３３．５％、「家族の健康や生活上の問題」が２９．１％と

なっている。 

 

過去の調査と比べると、「住宅のこと」の割合は、平成２８年度から令和２年度にかけて１０％

台で推移してきたが、令和３年度は２０．６％に上昇している。 

 

 男女別では、明確な性別による傾向はみられない。 

 

 年代別では、「自分の病気や老後のこと」は、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。「家

族の健康や生活上の問題」、「仕事や職場のこと」、「教育や子育てのこと」、「住宅のこと」の割合

は、４０歳代以下の年代が５０歳代以上の年代より高い。 

 

 地区別では、「特にない」の割合は、阿仁地区が２２．２％で最も高く、森吉地区が５．８％で

最も低い。また、阿仁地区は、「自分の病気や老後のこと」、「家族の老後のこと」、「景気や生活費

のこと」、「住宅のこと」などの割合が地区別で最も低くなっている。 

 

 
 

 

  

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

自分の病気や老後のこと

家族の老後のこと

家族の健康や生活上の問題

仕事や職場のこと

景気や生活費のこと

教育や子育てのこと

近所づきあいのこと

住宅のこと

特にない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度 

(n=433) 

令和 2 

年度 

(n=492) 

令和元 

年度 

(n=458) 

平成 30 

年度 

(n=486) 

平成 29 

年度 

(n=562) 

平成 28 

年度 

(n=533) 

自分の病気や老後のこと 44.1% 41.7％ 43.0% 45.9% 51.1% 50.5% 

家族の老後のこと 44.6% 41.1％ 43.4% 45.5% 37.9% 37.3% 

家族の健康や生活上の問題 29.1% 28.3％ 33.0% 31.3% 29.2% 28.3% 

仕事や職場のこと 21.9% 23.4％ 20.3% 21.2% 13.3% 16.5% 

景気や生活費のこと 33.5% 31.3％ 32.3% 36.6% 28.8% 31.9% 

教育や子育てのこと 12.5% 12.0％ 11.8% 13.2% 7.5% 8.3% 

近所づきあいのこと 10.4% 7.7％ 6.8% 8.6% 7.3% 8.4% 

住宅のこと 20.6% 17.1％ 17.0% 17.1% 12.8% 16.1% 

特にない 13.9% 17.7％ 14.4% 13.0% 11.2% 12.6% 

その他 1.4% 1.6％ 2.0% 1.4% 2.0% 1.5% 

無回答 2.8% 2.4％ 2.4% 2.9% 4.3% 3.9% 

 

 

  



 

- 121 - 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60%

自分の病気や老後のこと

家族の老後のこと

家族の健康や生活上の問

題

仕事や職場のこと

景気や生活費のこと

教育や子育てのこと

近所づきあいのこと

住宅のこと

特にない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

自分の病気や老後のこと

家族の老後のこと

家族の健康や生活上の問

題

仕事や職場のこと

景気や生活費のこと

教育や子育てのこと

近所づきあいのこと

住宅のこと

特にない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60%

自分の病気や老後のこと

家族の老後のこと

家族の健康や生活上の問題

仕事や職場のこと

景気や生活費のこと

教育や子育てのこと

近所づきあいのこと

住宅のこと

特にない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 

自分の病

気や老後

のこと 

家族の老

後のこと 

家族の健

康や生活

上の問題 

仕事や職

場のこと 

景気や生

活費のこ

と 

教育や子

育てのこ

と 

  全体 (n=433) 44.1% 44.6% 29.1% 21.9% 33.5% 12.5% 

性
別 

男性 (n=192) 44.3% 45.3% 27.6% 24.0% 35.9% 10.4% 

女性 (n=241) 44.0% 44.0% 30.3% 20.3% 31.5% 14.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 18.0% 34.0% 32.0% 36.0% 40.0% 16.0% 

30 歳代 (n=76) 36.8% 55.3% 35.5% 32.9% 42.1% 31.6% 

40 歳代 (n=71) 42.3% 52.1% 32.4% 38.0% 26.8% 21.1% 

50 歳代 (n=91) 54.9% 45.1% 28.6% 18.7% 37.4% 6.6% 

60 歳代 (n=76) 46.1% 42.1% 22.4% 5.3% 26.3% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 57.4% 35.3% 25.0% 5.9% 29.4% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 44.3% 47.1% 28.1% 21.4% 32.9% 14.8% 

合川地区 (n=92) 42.4% 41.3% 26.1% 15.2% 30.4% 6.5% 

森吉地区 (n=86) 50.0% 48.8% 37.2% 27.9% 45.3% 12.8% 

阿仁地区 (n=45) 35.6% 31.1% 24.4% 26.7% 20.0% 13.3% 
         

         
         

   回答数 

近所づき

あいのこ

と 

住宅のこ

と 
特にない その他 無回答 

 

  全体 (n=433) 10.4% 20.6% 13.9% 1.4% 2.8%  

性
別 

男性 (n=192) 9.9% 19.3% 13.5% 0.5% 1.6%  

女性 (n=241) 10.8% 21.6% 14.1% 2.1% 3.7%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 18.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0%  

30 歳代 (n=76) 17.1% 28.9% 10.5% 2.6% 2.6%  

40 歳代 (n=71) 4.2% 25.4% 8.5% 0.0% 2.8%  

50 歳代 (n=91) 13.2% 18.7% 15.4% 0.0% 1.1%  

60 歳代 (n=76) 2.6% 19.7% 11.8% 2.6% 1.3%  

70 歳以上 (n=68) 8.8% 10.3% 17.6% 2.9% 8.8%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 12.4% 26.2% 14.8% 1.4% 2.4%  

合川地区 (n=92) 7.6% 14.1% 15.2% 1.1% 5.4%  

森吉地区 (n=86) 10.5% 22.1% 5.8% 0.0% 0.0%  

阿仁地区 (n=45) 6.7% 4.4% 22.2% 4.4% 4.4%  
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問３４ あなたは、悩みや不安を相談できる人はいますか。あてはまる番号全てに〇

を付けてください。 

 

「家族・親族」と答えた割合が７７．８％と最も高く、続いて「友人」が４２．０％、「職場の

人」が１５．９％、「相談できる人はいない」が１１．８％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「友人」と答えた割合は、女性が４６．５％で男性の３６．５％を１０ポイント上

回っている。 

 

 年代別では、「地域や近隣の人」の割合は、１０～２０歳代が０．０％、６０歳代と７０歳以上

が１０％台後半で、年代が高いほど割合が高い傾向がある。「職場の人」と答えた割合は、３０歳

代～５０歳代が２０％台で他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、「相談できる人はいない」の割合は、阿仁地区が８．９％で他の地区よりも低い。

また、「地域や近隣の人」の割合は、阿仁地区が２０．０％で他の地区が１０％以下であるのと比

べて高い。 

 

 
 

  
家族・

親族 
友人 

地域や

近隣の

人 

職場の

人 

相談で

きる人

はいな

い 

その他 無回答 

令和 3年度(n=433) 77.8% 42.0% 9.7% 15.9% 11.8% 0.7% 2.1% 

令和 2年度(n=492) 75.0% 41.9% 5.5% 18.9% 8.7% 2.4% 3.0% 

令和元年度(n=458) 77.7% 43.4% 6.1% 19.2% 10.0% 1.7% 2.0% 

平成 30年度(n=486) 74.5% 45.9% 9.3% 19.3% 8.0% 2.1% 1.9% 

平成 29年度(n=562) 73.0% 41.1% 11.7% 10.0% 8.4% 3.2% 3.0% 

平成 28年度(n=533) 74.7% 42.4% 8.3% 12.2% 10.1% 2.4% 1.5% 

  

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

家族・親族

友人

地域や近隣の人

職場の人

相談できる人はいない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

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

家族・親族

友人

地域や近隣の人

職場の人

相談できる人はいな

い

その他

無回答

男女別

男性

女性

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

家族・親族

友人

地域や近隣の人

職場の人

相談できる人はいない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

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

家族・親族

友人

地域や近隣の人

職場の人

相談できる人はいない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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  回答数 
家族・

親族 
友人 

地域や

近隣の

人 

職場の

人 

相談で

きる人

はいな

い 

その他 無回答 

  全体 (n=433) 77.8% 42.0% 9.7% 15.9% 11.8% 0.7% 2.1% 

性
別 

男性 (n=192) 76.6% 36.5% 10.9% 18.2% 13.0% 0.5% 2.1% 

女性 (n=241) 78.8% 46.5% 8.7% 14.1% 10.8% 0.8% 2.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 70.0% 48.0% 0.0% 12.0% 18.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 78.9% 52.6% 2.6% 25.0% 13.2% 1.3% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 80.3% 40.8% 7.0% 25.4% 9.9% 0.0% 1.4% 

50 歳代 (n=91) 81.3% 41.8% 8.8% 22.0% 11.0% 0.0% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 73.7% 31.6% 19.7% 7.9% 13.2% 2.6% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 79.4% 39.7% 17.6% 0.0% 7.4% 0.0% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 75.2% 39.5% 8.6% 14.3% 12.4% 0.0% 1.9% 

合川地区 (n=92) 76.1% 48.9% 9.8% 13.0% 10.9% 1.1% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 82.6% 40.7% 7.0% 23.3% 12.8% 1.2% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 84.4% 42.2% 20.0% 15.6% 8.9% 2.2% 2.2% 
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問３５ あなたは、自分のことを健康だと思いますか。（○は１つ） 

 

「とても健康である」、「どちらかといえば健康である」と答えた割合の合計が６８．４％、「あ

まり健康ではない」、「健康ではない」と答えた割合の合計が３０．３％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「とても健康である」、「どちらかといえば健康である」の割合の合計

は、平成２８年度、２９年度が６０～６１％台であったのに対して、平成３０年度以降は６０％

台後半～７０％台に上昇している。 

 

 男女別では、明確な性別による傾向はみられない。 

 

 年代別では、「とても健康である」と答えた割合は、１０～２０歳代が２８．０％であるのに対

して、５０歳代以上の年代では１０％を下回り、年代が高くなるほど割合が低くなる傾向がある。 

 

 地区別では、明確な地区による傾向はみられない。 

 

 
 

 とても 

健康である 

どちらかと

いえば 

健康である 

あまり健康 

ではない 

健康では 

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 9.9% 58.4% 23.3% 6.9% 1.4% 

令和 2年度(n=492) 11.4% 56.1% 24.0% 6.9% 1.6% 

令和元年度(n=458) 12.2% 56.1% 21.4% 9.2% 1.1% 

平成 30年度(n=486) 11.9% 58.6% 21.8% 6.4% 1.2% 

平成 29年度(n=562) 8.4% 51.6% 29.4% 8.9% 1.8% 

平成 28年度(n=533) 10.1% 51.6% 27.8% 8.8% 1.7% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

とても健康である どちらかといえば健康である あまり健康ではない 健康ではない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 
とても健康

である 

どちらかと

いえば健康

である 

あまり健康

ではない 

健康では 

ない 
無回答 

  全体 (n=433) 9.9% 58.4% 23.3% 6.9% 1.4% 

性
別 

男性 (n=192) 10.4% 56.8% 25.0% 6.8% 1.0% 

女性 (n=241) 9.5% 59.8% 22.0% 7.1% 1.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 28.0% 54.0% 16.0% 2.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 13.2% 57.9% 19.7% 7.9% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 11.3% 57.7% 22.5% 7.0% 1.4% 

50 歳代 (n=91) 7.7% 64.8% 19.8% 6.6% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 1.3% 57.9% 32.9% 7.9% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 4.4% 54.4% 27.9% 8.8% 4.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 10.5% 59.0% 22.4% 6.7% 1.4% 

合川地区 (n=92) 8.7% 58.7% 25.0% 5.4% 2.2% 

森吉地区 (n=86) 9.3% 58.1% 20.9% 11.6% 0.0% 

阿仁地区 (n=45) 11.1% 55.6% 28.9% 2.2% 2.2% 

 

   

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

とても

健康である

どちらかといえば

健康である

あまり

健康ではない

健康ではない 無回答
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問３６ あなたは、現状の市内の医療体制について、どのように感じていますか。（○

は１つ） 

 

「医療機関数・診療科ともにある程度備わっており、特に不便は感じていない」と答えた割合

が５３．８％と最も高い。続いて「医療機関数は備わっているが、特定の診療科が少なくて困っ

ている」の割合が１７．６％、「医療機関数・診療科ともに不足しており、不便を感じている」が

１５．２％、「医療機関数・診療科ともに充実しており、十分満足している」が３．０％である。 

 

「少ないと感じている診療科名」として多く挙げられているのは、皮膚科５１件、眼科３０件、

婦人科２１件、小児科１４件、産婦人科１２件、耳鼻科１０件等である。（複数回答あり） 

 

過去の調査と比較すると、明確な年度による傾向はみられない。 

 

 男女別では、「医療機関数・診療科ともにある程度備わっており、特に不便は感じていない」と

答えた割合は、男性が６１．５％で、女性の４７．７％を１０ポイント以上上回っている。 

 

 年代別では、「医療機関数・診療科ともにある程度備わっており、特に不便は感じていない」と

答えた割合は、３０歳代が３９．５％で他の年代が５０％以上であるのと比べて低い。「医療機関

数・診療科ともに不足しており、不便を感じている」の割合は、３０歳代と４０歳代が２０％台

で他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、「医療機関数は備わっているが、特定の診療科が少なくて困っている」の割合は、

鷹巣地区が２０．５％で他の地区よりも高い。また、「医療機関数・診療科ともに不足しており、

不便を感じている」の割合は、森吉地区が２２．１％で他の地区より高くなっている。 

 

 
 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

医療機関数・診療科

ともに充実しており、

十分満足している

医療機関数・診療科

ともにある程度備わっており、

特に不便は感じていない

医療機関数は備わって

いるが、特定の診療科が

少なくて困っている

医療機関数・診療科

ともに不足しており、

不便を感じている

無回答
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医療機関数・
診療科ともに
充実してお
り、十分満足
している 

医療機関数・
診療科ともに
ある程度備わ
っており、 

特に不便は感
じていない 

医療機関数は
備わっている
が、特定の診
療科が少なく
て困っている 

医療機関数・
診療科ともに
不足してお

り、不便を感
じている 

無回答 

令和 3年度(n=433) 3.0% 53.8% 17.6% 15.2% 10.4% 

令和 2年度(n=492) 4.3% 60.8% 15.0% 12.2% 7.7% 

令和元年度(n=458) 3.5% 57.9% 14.4% 15.1% 9.2% 

平成 30年度(n=486) 3.1% 54.3% 17.1% 15.4% 10.1% 

平成 29年度(n=562) 6.2% 54.3% 13.2% 11.0% 15.3% 

平成 28年度(n=533) 3.6% 58.5% 15.0% 12.6% 10.3% 

 

＜少ないと感じている診療科名＞ 

皮膚科 51件  歯科 2件 

眼科 30件  心療内科 2件 

婦人科 21件  精神科 2件 

小児科 14件  循環器 2件 

産婦人科 12件  血液内科 2件 

耳鼻科 10件  呼吸器内科 2件 

整形外科 8件  形成外科 1件 

脳神経外科 6件  美容皮膚科 1件 

脳外科 5件  肛門科 1件 

内科 2件  スポーツ外来 1件 

外科 2件  リウマチ等の専門科 1件 

泌尿器科 2件  

 
 全ての科 
 全部 
 病院に行く時は、市外に行くのでよくわからない 
 健診とかで異常の場合等は他市に出向く 
 ３次（2.5次）医療 
 市民病院は遠すぎる。助からない命の心配が大きい。 
 診療科がどうではなく、医療機関の質と医者の数。 
 高齢化社会から内科が多くあると良いと思うが、県北に２次医療機関しかないため、３次医

療機関（多くの疾病を治療できる）が必要だと思う。 
 市民病院には行きたくない。個人病院を増やしてほしい、皮膚科など 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

    回答数 

医療機関
数・診療科
ともに充実
しており、
十分満足し

ている 

医療機関
数・診療科
ともにある
程度備わっ
ており、特
に不便は感
じていない 

医療機関数
は備わって
いるが、特
定の診療科
が少なくて
困っている 

医療機関
数・診療科
ともに不足
しており、
不便を感じ

ている 

無回答 

  全体 (n=433) 3.0% 53.8% 17.6% 15.2% 10.4% 

性
別 

男性 (n=192) 5.2% 61.5% 14.1% 12.0% 7.3% 

女性 (n=241) 1.2% 47.7% 20.3% 17.8% 12.9% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 6.0% 54.0% 24.0% 14.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 2.6% 39.5% 26.3% 25.0% 6.6% 

40 歳代 (n=71) 2.8% 52.1% 15.5% 23.9% 5.6% 

50 歳代 (n=91) 1.1% 60.4% 16.5% 14.3% 7.7% 

60 歳代 (n=76) 0.0% 61.8% 17.1% 7.9% 13.2% 

70 歳以上 (n=68) 7.4% 52.9% 7.4% 5.9% 26.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 2.4% 52.4% 20.5% 13.8% 11.0% 

合川地区 (n=92) 3.3% 58.7% 13.0% 12.0% 13.0% 

森吉地区 (n=86) 4.7% 50.0% 16.3% 22.1% 7.0% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 57.8% 15.6% 15.6% 8.9% 

 

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

医療機関数・

診療科ともに

充実しており、

十分満足している

医療機関数・診療科

ともにある程度

備わっており、特に

不便は感じていない

医療機関数は

備わっているが、

特定の診療科が

少なくて困っている

医療機関数・

診療科ともに

不足しており、

不便を感じている

無回答
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問３７ あなたは、過去１年間に運動やスポーツを平均してどのくらい行いましたか。

（○は１つ） 

 

「していない」の割合が３９．０％と最も高い。続いて「週に１～２日程度」が１８．７％、

「約１か月に１回程度」が９．０％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、選択肢を大きく変更した平成３０年度以降において、明確な年度に

よる傾向はみられない。 

 

 男女別では、「していない」と答えた割合は、女性が４８．１％で男性の２７．６％を２０ポイ

ント以上上回っている。 

 

 年代別では、「していない」と答えた割合は、５０歳代が５３．８％と半数を超えて最も高く、

１０～２０歳代と７０歳以上は２０％台で他の年代よりも低い。 

 

 地区別では、「していない」の割合は、森吉地区が５８．１％で最も高く、鷹巣地区が３１．４％

で最も低くなっている。 

 

 

 ほぼ 

毎日 

週に 3

～5日

程度 

週に 1

～2日

程度 

2週間

に 1回

程度 

約 1ヶ

月に 1

回程度 

約半年

に 1回

程度 

1年に

1回程

度 

してい

ない 
無回答 

令和 3年度(n=433) 6.5% 7.2% 18.7% 7.2% 9.0% 6.0% 3.2% 39.0% 3.2% 

令和 2年度(n=492) 3.9% 7.9% 14.4% 6.9% 10.2% 5.9% 3.5% 44.7% 2.6% 

令和元年度(n=458) 6.3% 9.8% 16.6% 6.3% 9.0% 6.1% 3.3% 40.2% 2.4% 

平成 30年度(n=486) 3.3% 7.2% 15.8% 7.6% 9.1% 7.0% 5.1% 42.6% 2.3% 

平成 29年度(n=562) 5.5% ― 20.6% 14.4% 6.2% 11.4% ― 39.3% 2.5% 

平成 28年度(n=533) 6.2% ― 19.3% 12.8% 8.4% 10.9% ― 39.6% 2.8% 

※平成 30年度調査より、選択肢を変更 

（それ以前の選択肢は以下：ほぼ毎日、週に数回、月に数回、季節に数回、年に数回、ほとんど運動していない） 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

ほぼ毎日 週に3～5日程度 週に1～2日程度 2週間に1回程度 約1ヶ月に1回程度

約半年に1回程度 1年に1回程度 していない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

    回答数 
ほぼ

毎日 

週に 3

～5日

程度 

週に 1

～2日

程度 

2週間

に 1

回程

度 

約 1

ヶ月

に 1

回程

度 

約半

年に 1

回程

度 

1年に

1回程

度 

して

いな

い 

無回

答 

  全体 (n=433) 6.5% 7.2% 18.7% 7.2% 9.0% 6.0% 3.2% 39.0% 3.2% 

性
別 

男性 (n=192) 5.7% 9.4% 21.4% 9.4% 11.5% 8.9% 3.1% 27.6% 3.1% 

女性 (n=241) 7.1% 5.4% 16.6% 5.4% 7.1% 3.7% 3.3% 48.1% 3.3% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 8.0% 8.0% 28.0% 4.0% 10.0% 8.0% 6.0% 28.0% 0.0% 

30歳代 (n=76) 5.3% 5.3% 18.4% 9.2% 13.2% 6.6% 5.3% 34.2% 2.6% 

40歳代 (n=71) 2.8% 8.5% 18.3% 4.2% 8.5% 9.9% 4.2% 42.3% 1.4% 

50歳代 (n=91) 3.3% 4.4% 16.5% 9.9% 9.9% 0.0% 1.1% 53.8% 1.1% 

60歳代 (n=76) 6.6% 9.2% 19.7% 9.2% 6.6% 7.9% 1.3% 38.2% 1.3% 

70歳以上 (n=68) 14.7% 8.8% 14.7% 4.4% 5.9% 5.9% 2.9% 29.4% 13.2% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 8.1% 7.6% 22.4% 8.1% 9.0% 5.2% 3.8% 31.4% 4.3% 

合川地区 (n=92) 6.5% 6.5% 17.4% 6.5% 13.0% 7.6% 0.0% 39.1% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 4.7% 3.5% 9.3% 4.7% 7.0% 5.8% 5.8% 58.1% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 13.3% 22.2% 8.9% 4.4% 6.7% 2.2% 37.8% 2.2% 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

ほぼ毎日 週に3～5日程度 週に1～2日程度

2週間に1回程度 約1ヶ月に1回程度 約半年に1回程度

1年に1回程度 していない 無回答
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１１．子育てについて 

 

問３８ 小学生以下のお子さんがいらっしゃる方のみお答えください。あなたは、北

秋田市が子育てしやすいまちだと思いますか。（○は１つ） 

 

「子育てしやすい」、「どちらかといえば子育てしやすい」と答えた割合の合計が６６．７％で

あり、「どちらかといえば子育てしにくい」、「子育てしにくい」と答えた割合の合計１９．２％を

上回っている。 

 

過去の調査と比較すると、「子育てしやすい」、「どちらかといえば子育てしやすい」と答えた割

合の合計は、過去５回の調査の中で最も高い。また、「どちらかといえば子育てしにくい」、「子育

てしにくい」と答えた割合の合計は、平成２９年度～令和２年度の調査において２０～３０％台

で推移していたが、今回調査では２０％を下回った。 

 

 男女別、年代別、地区別では、ほとんどの項目でサンプル数が４０以下となっていることから

誤差が大きいと考えられ、差や傾向を判断することが困難である。 

 

 
 

 子育て 

しやすい 

どちらかと

いえば子育

てしやすい 

どちらかと

いえば子育

てしにくい 

子育て 

しにくい 

分から 

ない 

令和 3年度(n=78) 15.4% 51.3% 14.1% 5.1% 14.1% 

令和 2年度(n=81) 14.8% 39.5% 12.3% 8.6% 24.7% 

令和元年度(n=76) 9.2% 47.4% 19.7% 11.8% 11.8% 

平成 30年度(n=88) 14.8% 51.1% 11.4% 13.6% 9.1% 

平成 29年度(n=72) 8.3% 51.4% 15.3% 8.3% 16.7% 

 

  

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

令和3年度(n=78)

令和2年度(n=81)

令和元年度(n=76)

平成30年度(n=88)

平成29年度(n=72)

子育てしやすい どちらかといえば

子育てしやすい

どちらかといえば

子育てしにくい

子育てしにくい 分からない
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  回答数 
子育てしや

すい 

どちらかと

いえば子育

てしやすい 

どちらかと

いえば子育

てしにくい 

子育てしに

くい 
分からない 

  全体 (n=78) 15.4% 51.3% 14.1% 5.1% 14.1% 

性
別 

男性 (n=28) 14.3% 46.4% 14.3% 3.6% 21.4% 

女性 (n=50) 16.0% 54.0% 14.0% 6.0% 10.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=8) 25.0% 37.5% 25.0% 0.0% 12.5% 

30 歳代 (n=35) 11.4% 57.1% 14.3% 8.6% 8.6% 

40 歳代 (n=21) 14.3% 52.4% 9.5% 4.8% 19.0% 

50 歳代 (n=3) 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 

60 歳代 (n=7) 14.3% 57.1% 0.0% 0.0% 28.6% 

70 歳以上 (n=3) 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=41) 14.6% 51.2% 14.6% 0.0% 19.5% 

合川地区 (n=15) 13.3% 40.0% 13.3% 13.3% 20.0% 

森吉地区 (n=16) 18.8% 56.3% 18.8% 6.3% 0.0% 

阿仁地区 (n=6) 16.7% 66.7% 0.0% 16.7% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

子育てしやすい どちらかといえば

子育てしやすい

どちらかといえば

子育てしにくい

子育てしにくい 分からない
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問３９ 小学生以下のお子さんがいらっしゃる方のみお答えください。あなたは、子

育てに関して気軽に相談できる人はいますか。（○は１つ） 

 

「相談できる人がいる」と答えた割合が６４．２％と最も高い。続いて「相談したいができる

人がいない」と「特に相談したいと思うことがない」が１６．４％、「わからない」が３．０％と

なっている。 

 

過去の調査と比較すると、「特に相談したいと思うことがない」、「わからない」と答えた割合が、

令和３年度は最も低くなっている。 

 

具体的な相談相手として記載されている内容としては、家族（妻、夫、姉妹、母、両親）、友人

（友達、職場の友人）、先生などがあげられている。 

 

 男女別、年代別、地区別では、多くの項目でサンプル数が４０を下回っていることから誤差が

大きいと考えられ、差や傾向を判断することが困難である。 

 

 
 

 相談できる人が

いる 

相談したいがで

きる人がいない 

特に相談したい

と思うことが 

ない 

わからない 

令和 3年度(n=67) 64.2% 16.4% 16.4% 3.0% 

令和 2年度(n=81) 59.3% 6.2% 17.3% 6.2% 

令和元年度(n=70) 57.1% 11.4% 22.9% 8.6% 

平成 30年度(n=82) 61.0% 12.2% 17.1% 9.8% 

平成 29年度(n=59) 54.2% 15.3% 22.0% 8.5% 

 

  

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

令和3年度(n=67)

令和2年度(n=81)

令和元年度(n=70)

平成30年度(n=82)

平成29年度(n=59)

相談できる人がいる 相談したいができる人がいない 特に相談したいと思うことがない わからない
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  回答数 
相談できる人

がいる 

相談したいが

できる人がい

ない 

特に相談した

いと思うこと

がない 

わからない 

  全体 (n=67) 64.2% 16.4% 16.4% 3.0% 

性
別 

男性 (n=24) 54.2% 12.5% 29.2% 4.2% 

女性 (n=43) 69.8% 18.6% 9.3% 2.3% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=8) 62.5% 37.5% 0.0% 0.0% 

30 歳代 (n=31) 67.7% 16.1% 16.1% 0.0% 

40 歳代 (n=21) 71.4% 4.8% 14.3% 9.5% 

50 歳代 (n=3) 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 

60 歳代 (n=1) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=3) 0.0% 33.3% 66.7% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=38) 63.2% 15.8% 21.1% 0.0% 

合川地区 (n=10) 30.0% 30.0% 20.0% 20.0% 

森吉地区 (n=14) 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 

阿仁地区 (n=5) 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

相談できる人がいる 相談したいができる人がいない 特に相談したいと思うことがない わからない
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１２．老後の生活について 

 

問４０ あなたは、老後の過ごし方についてどのように思いますか。あてはまる番号

全てに〇を付けてください。 

 

「趣味を持ち、のんびり暮らしたい」と答えた割合が７３．７％と最も高い。続いて「健康の

維持増進に努めたい」が３６．３％、「できるだけ働きたい」が２４．５％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「趣味を持ち、のんびり暮らしたい」と答えた割合は、平成２８年度

から平成３０年度まで６０％台で推移していたが、令和元年度以降７０％台に上昇している。ま

た、「健康の維持増進に努めたい」の割合は、令和元年度まで４０％台であったが、令和２年度、

３年度は３０％台に低下している。 

 

 男女別では、「趣味を持ち、のんびり暮らしたい」と答えた割合は、男性が７６．６％で女性の

７１．４％を上回っている。また、「健康の維持増進に努めたい」の割合は、女性が３９．８％で

男性の３１．８％を上回っている。 

 

 年代別では、「趣味を持ち、のんびり暮らしたい」と答えた割合は、１０～２０歳代が９０．０％、

７０歳以上が５７．４％で、年齢が低いほど割合が高い傾向がある。また、「健康の維持増進に努

めたい」の割合は、３０～６０歳代が３０％台であるのに対し、１０～２０歳代は２２．０％で

最も低く、７０歳代は４８．５％で最も高い。 

 

 地区別では、「趣味を持ち、のんびり暮らしたい」と答えた割合は、鷹巣地区が７８．１％で最

も高い。また、「できるだけ働きたい」と「健康の維持増進に努めたい」の割合は、阿仁地区が最

も高くなっている。 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

趣味を持ち、のんびり暮らしたい

できるだけ働きたい

学習や勉強に取り組みたい

経験や学習の成果を活かし地域に貢献したい

自治会活動など地域活動に参加したい

健康の維持増進に努めたい

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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趣
味
を
持
ち
、
の

ん
び
り
暮
ら
し
た

い で
き
る
だ
け
働
き

た
い 

学
習
や
勉
強
に
取

り
組
み
た
い 

経
験
や
学
習
の
成

果
を
活
か
し
地
域

に
貢
献
し
た
い 

自
治
会
活
動
な
ど

地
域
活
動
に
参
加

し
た
い 

健
康
の
維
持
増
進

に
努
め
た
い 

そ
の
他 

無
回
答 

令和 3年度(n=433) 73.7% 24.5% 7.4% 7.4% 10.4% 36.3% 1.4% 4.2% 

令和 2年度(n=492) 73.0% 28.5% 5.9% 6.7% 8.5% 35.8% 3.0% 3.7% 

令和元年度(n=458) 74.7% 21.8% 6.8% 9.2% 11.8% 40.8% 1.5% 2.4% 

平成 30年度(n=486) 68.1% 26.3% 6.8% 11.3% 13.6% 41.2% 1.9% 3.9% 

平成 29年度(n=562) 61.2% 26.3% 5.7% 9.6% 11.7% 43.2% 2.5% 5.3% 

平成 28年度(n=533) 64.5% 23.1% 6.4% 6.2% 14.3% 47.5% 2.4% 4.3% 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

趣味を持ち、のんびり暮

らしたい

できるだけ働きたい

学習や勉強に取り組み

たい

経験や学習の成果を活

かし地域に貢献したい

自治会活動など地域活

動に参加したい

健康の維持増進に努め

たい

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60% 80%

趣味を持ち、のんびり暮らし

たい

できるだけ働きたい

学習や勉強に取り組みたい

経験や学習の成果を活かし

地域に貢献したい

自治会活動など地域活動に

参加したい

健康の維持増進に努めたい

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

趣味を持ち、のんびり暮らし

たい

できるだけ働きたい

学習や勉強に取り組みたい

経験や学習の成果を活かし

地域に貢献したい

自治会活動など地域活動に

参加したい

健康の維持増進に努めたい

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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  回答数 

趣味を持ち、

のんびり暮ら

したい 

できるだけ働

きたい 

学習や勉強に

取り組みたい 

経験や学習の

成果を活かし

地域に貢献し

たい 

  全体 (n=433) 73.7% 24.5% 7.4% 7.4% 

性
別 

男性 (n=192) 76.6% 26.0% 6.8% 8.3% 

女性 (n=241) 71.4% 23.2% 7.9% 6.6% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 90.0% 10.0% 8.0% 10.0% 

30 歳代 (n=76) 80.3% 28.9% 17.1% 11.8% 

40 歳代 (n=71) 81.7% 26.8% 5.6% 8.5% 

50 歳代 (n=91) 70.3% 29.7% 1.1% 5.5% 

60 歳代 (n=76) 67.1% 30.3% 7.9% 2.6% 

70 歳以上 (n=68) 57.4% 14.7% 5.9% 7.4% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 78.1% 21.0% 7.1% 7.1% 

合川地区 (n=92) 75.0% 22.8% 7.6% 8.7% 

森吉地区 (n=86) 66.3% 30.2% 8.1% 7.0% 

阿仁地区 (n=45) 64.4% 33.3% 6.7% 6.7% 
       

       

       

   回答数 

自治会活動な

ど地域活動に

参加したい 

健康の維持増

進に努めたい 
その他 無回答 

  全体 (n=433) 10.4% 36.3% 1.4% 4.2% 

性
別 

男性 (n=192) 10.9% 31.8% 1.6% 3.1% 

女性 (n=241) 10.0% 39.8% 1.2% 5.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 6.0% 22.0% 0.0% 4.0% 

30 歳代 (n=76) 14.5% 36.8% 0.0% 2.6% 

40 歳代 (n=71) 5.6% 35.2% 1.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 7.7% 35.2% 1.1% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 7.9% 36.8% 5.3% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 20.6% 48.5% 0.0% 17.6% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 9.5% 36.7% 1.0% 5.2% 

合川地区 (n=92) 8.7% 39.1% 1.1% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 11.6% 26.7% 3.5% 2.3% 

阿仁地区 (n=45) 15.6% 46.7% 0.0% 4.4% 
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問４１ あなたは、老後の生活に不安を感じますか。あてはまる番号全てに〇を付け

てください。 

 

「健康のことで不安を感じる」と答えた割合が５０．６％と最も高い。続いて「収入やローン

など経済面で不安を感じる」が４３．２％、「家族の世話や介護に不安を感じる」が３９．３％、

「住まいのことで不安を感じる」が３２．８％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「知人や近所とのつきあいに不安を感じる」の割合は、過去６回の調

査の中で今回が１１．５％と最も高い。 

 

 男女別では、「健康のことで不安を感じる」のは、男性が５５．２％で女性の４６．９％より高

くなっている。 

 

 年代別では、「健康のことで不安を感じる」の割合は、１０～２０歳代と３０歳代が３０％台で

あるのに対し４０歳代以上の年代は５０％を超えている。また、「収入やローンなど経済面で不安

を感じる」と答えた割合は、１０～２０歳代から４０歳代までの年代が５０％以上で、５０歳代

以上の年代を上回っている。 

 

 地区別では、「住まいのことで不安を感じる」、「健康のことで不安を感じる」、「収入やローンな

ど経済面で不安を感じる」の割合は、阿仁地区が最も低くなっている。一方、「不安を感じない」、

「老後のことはまだ考えたことがない」の割合は、阿仁地区が最も高い。 

 

 

 

  

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

住まいのことで不安を感じる

健康のことで不安を感じる

収入やローンなど経済面で不安を感じる

知人や近所とのつきあいに不安を感じる

家族の世話や介護に不安を感じる

不安を感じない

老後のことはまだ考えたことがない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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安
を
感
じ
る 

収
入
や
ロ
ー
ン

な
ど
経
済
面
で

不
安
を
感
じ
る 

知
人
や
近
所
と

の
つ
き
あ
い
に

不
安
を
感
じ
る 

家
族
の
世
話
や

介
護
に
不
安
を

感
じ
る 

不
安
を
感
じ
な

い 老
後
の
こ
と
は

ま
だ
考
え
た
こ

と
が
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

令和 3年度(n=433) 32.8% 50.6% 43.2% 11.5% 39.3% 3.2% 11.3% 1.8% 4.6% 

令和 2年度(n=492) 31.7% 42.9% 41.7% 6.5% 41.3% 4.7% 11.8% 1.8% 2.8% 

令和元年度(n=458) 26.2% 46.5% 43.2% 8.3% 40.2% 3.9% 12.9% 2.2% 2.8% 

平成 30年度(n=486) 29.2% 46.5% 43.2% 9.5% 43.0% 4.5% 11.1% 2.3% 3.1% 

平成 29年度(n=562) 22.2% 52.8% 32.7% 7.7% 34.2% 4.3% 8.9% 2.0% 6.0% 

平成 28年度(n=533) 24.0% 54.8% 37.1% 8.4% 37.1% 3.6% 11.3% 1.9% 3.6% 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60%

住まいのことで不安を感じる

健康のことで不安を感じる

収入やローンなど経済面で

不安を感じる

知人や近所とのつきあいに

不安を感じる

家族の世話や介護に不安を

感じる

不安を感じない

老後のことはまだ考えたこと

がない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

住まいのことで不安を感じる

健康のことで不安を感じる

収入やローンなど経済面で

不安を感じる

知人や近所とのつきあいに

不安を感じる

家族の世話や介護に不安を

感じる

不安を感じない

老後のことはまだ考えたこと

がない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80%

住まいのことで不安を感じる

健康のことで不安を感じる

収入やローンなど経済面で不安を感じ

る

知人や近所とのつきあいに不安を感じ

る

家族の世話や介護に不安を感じる

不安を感じない

老後のことはまだ考えたことがない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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    回答数 

住まいのこ

とで不安を

感じる 

健康のこと

で不安を感

じる 

収入やロー

ンなど経済

面で不安を

感じる 

知人や近所

とのつきあ

いに不安を

感じる 

家族の世話

や介護に不

安を感じる 

  全体 (n=433) 32.8% 50.6% 43.2% 11.5% 39.3% 

性
別 

男性 (n=192) 32.8% 55.2% 43.2% 10.9% 38.0% 

女性 (n=241) 32.8% 46.9% 43.2% 12.0% 40.2% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 26.0% 38.0% 50.0% 10.0% 32.0% 

30 歳代 (n=76) 40.8% 39.5% 61.8% 18.4% 50.0% 

40 歳代 (n=71) 39.4% 53.5% 50.7% 9.9% 52.1% 

50 歳代 (n=91) 33.0% 51.6% 46.2% 12.1% 47.3% 

60 歳代 (n=76) 32.9% 64.5% 34.2% 6.6% 26.3% 

70 歳以上 (n=68) 22.1% 52.9% 16.2% 11.8% 23.5% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 34.3% 52.4% 44.8% 11.9% 40.5% 

合川地区 (n=92) 35.9% 51.1% 41.3% 8.7% 34.8% 

森吉地区 (n=86) 30.2% 48.8% 50.0% 12.8% 43.0% 

阿仁地区 (n=45) 24.4% 44.4% 26.7% 13.3% 35.6% 
        

        

        

    回答数 
不安を感じ

ない 

老後のこと

はまだ考え

たことがな

い 

その他 無回答  

  全体 (n=433) 3.2% 11.3% 1.8% 4.6%  

性
別 

男性 (n=192) 3.6% 11.5% 1.0% 2.6%  

女性 (n=241) 2.9% 11.2% 2.5% 6.2%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 4.0% 26.0% 0.0% 4.0%  

30 歳代 (n=76) 1.3% 10.5% 0.0% 2.6%  

40 歳代 (n=71) 5.6% 11.3% 0.0% 0.0%  

50 歳代 (n=91) 2.2% 14.3% 2.2% 3.3%  

60 歳代 (n=76) 0.0% 3.9% 3.9% 2.6%  

70 歳以上 (n=68) 5.9% 5.9% 4.4% 16.2%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 3.3% 9.0% 2.4% 4.3%  

合川地区 (n=92) 3.3% 13.0% 1.1% 7.6%  

森吉地区 (n=86) 1.2% 12.8% 0.0% 3.5%  

阿仁地区 (n=45) 6.7% 15.6% 4.4% 2.2%  
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１３．生涯学習や文化財について 

 

問４２ あなたは、自らどのようなことを学習していますか。あてはまる番号全てに

〇を付けてください。 

 

「特に行っていない」の割合が３６．５％と最も高い。続いて「仕事上の知識や技能、資格の

取得」が３０．９％、「家庭や日常の生活、健康」が２５．９％、「趣味や稽古ごと」が１３．４％、

「スポーツやレクリエーション」が１３．２％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「仕事上の知識や技能、資格の取得」と答えた割合は、過去６回の著

さの中で今回調査が唯一３０％を超え、最も高い。「特に行っていない」の割合は、平成２８年度

から令和２年度まで４０％台で推移していたが、今回調査では３０％台に低下した。 

 

 男女別では、「仕事上の知識や技能、資格の取得」、「スポーツやレクリエーション」の割合は、

男性が女性に比べて１０～１１ポイント程度高くなっている。一方、「家庭や日常の生活、健康」

と答えた割合は、女性が男性より１５ポイント以上高くなっている。 

 

 年代別では、「子育てや教育」と答えた割合は、３０歳代が１３．２％で他の年代よりも高い。

「仕事上の知識や技能、資格の取得」、「学術や教養」は、年代が低いほど割合が高くなる傾向が

ある。 

 

 地区別では、「学術や教養」、「社会問題や市民生活」、「特に行っていない」の割合は阿仁地区が

最も高い。一方、「仕事上の知識や技能、資格の取得」の割合は、阿仁地区が最も低い。 

 

 
 

  

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

仕事上の知識や技能、資格の取得

家庭や日常の生活、健康

学術や教養

趣味や稽古ごと

子育てや教育

社会問題や市民生活

スポーツやレクリエーション

特に行っていない

その他

無回答

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)
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令和 3 

年度

(n=433) 

令和 2 

年度

(n=492) 

令和元 

年度

(n=458) 

平成 30 

年度 

(n=486) 

平成 29 

年度 

(n=562) 

平成 28 

年度 

(n=533) 

仕事上の知識や技能、資格の取

得（医療、介護事務、簿記、パ

ソコンなど）  

30.9% 29.1％ 25.1% 25.9% 15.5% 19.5% 

家庭や日常の生活、健康（料

理、洋裁、消費生活、病気予

防、栄養など） 

25.9% 22.4％ 27.1% 21.8% 23.8% 26.1% 

学術や教養（文学、歴史、科

学、語学など） 
6.9% 8.3％ 6.6% 8.0% 7.1% 7.9% 

趣味や稽古ごと（音楽・美術、

茶道、舞踊、書道など）  
13.4% 12.2％ 13.1% 12.8% 14.4% 13.1% 

子育てや教育（育児、しつけ、

非行・いじめ防止など） 
5.3% 4.7％ 8.3% 6.4% 5.0% 4.7% 

社会問題や市民生活（環境問

題、高齢社会、まちづくりな

ど） 

4.6% 3.0％ 5.0% 5.3% 5.0% 6.0% 

スポーツやレクリエーション

（野球、サッカー、ダンス、登

山など） 

13.2% 12.0％ 15.3% 13.0% 12.8% 15.4% 

特に行っていない  36.5% 41.3％ 42.1% 41.8% 41.1% 40.2% 

その他 0.5% 2.0％ 1.3% 1.6% 3.2% 2.3% 

無回答 4.4% 2.8％ 2.6% 4.5% 7.5% 5.4% 
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60%

仕事上の知識や技能、資格の取

得

家庭や日常の生活、健康

学術や教養

趣味や稽古ごと

子育てや教育

社会問題や市民生活

スポーツやレクリエーション

特に行っていない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60%

仕事上の知識や技能、資格の取

得

家庭や日常の生活、健康

学術や教養

趣味や稽古ごと

子育てや教育

社会問題や市民生活

スポーツやレクリエーション

特に行っていない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60%

仕事上の知識や技能、資格

の取得

家庭や日常の生活、健康

学術や教養

趣味や稽古ごと

子育てや教育

社会問題や市民生活

スポーツやレクリエーション

特に行っていない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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  回答数 

仕事上の知

識や技能、

資格の取得 

家庭や日常

の生活、健

康 

学術や教養 
趣味や稽古

ごと 

子育てや教

育 

  全体 (n=433) 30.9% 25.9% 6.9% 13.4% 5.3% 

性
別 

男性 (n=192) 36.5% 17.2% 8.9% 14.1% 3.1% 

女性 (n=241) 26.6% 32.8% 5.4% 12.9% 7.1% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 58.0% 32.0% 16.0% 14.0% 8.0% 

30 歳代 (n=76) 39.5% 27.6% 11.8% 18.4% 13.2% 

40 歳代 (n=71) 38.0% 21.1% 8.5% 7.0% 9.9% 

50 歳代 (n=91) 35.2% 27.5% 4.4% 11.0% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 19.7% 26.3% 0.0% 14.5% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 1.5% 20.6% 4.4% 16.2% 0.0% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 31.0% 25.2% 5.7% 15.7% 6.7% 

合川地区 (n=92) 32.6% 20.7% 8.7% 12.0% 2.2% 

森吉地区 (n=86) 36.0% 32.6% 4.7% 10.5% 5.8% 

阿仁地区 (n=45) 17.8% 26.7% 13.3% 11.1% 4.4% 
        

        

        

  回答数 
社会問題や

市民生活 

スポーツや

レクリエー

ション 

特に行って

いない 
その他 無回答 

  全体 (n=433) 4.6% 13.2% 36.5% 0.5% 4.4% 

性
別 

男性 (n=192) 4.7% 19.3% 37.5% 0.0% 3.1% 

女性 (n=241) 4.6% 8.3% 35.7% 0.8% 5.4% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 8.0% 18.0% 18.0% 0.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 3.9% 10.5% 35.5% 1.3% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 0.0% 14.1% 35.2% 0.0% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 2.2% 8.8% 44.0% 0.0% 4.4% 

60 歳代 (n=76) 9.2% 14.5% 42.1% 0.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 5.9% 16.2% 36.8% 1.5% 20.6% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 3.8% 15.2% 35.2% 0.5% 4.8% 

合川地区 (n=92) 5.4% 14.1% 33.7% 0.0% 5.4% 

森吉地区 (n=86) 2.3% 8.1% 37.2% 1.2% 3.5% 

阿仁地区 (n=45) 11.1% 11.1% 46.7% 0.0% 2.2% 
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問４２－２ 問４２で「特に行っていない」以外を回答した人に伺います。あなたは、

学習で身につけた知識や技能をどのように活かしていますか。あてはまる番号

全てに〇を付けてください。 

 

「自分の趣味活動」の割合が１４．５％で最も高い。続いて「自分の健康づくり」が１４．２％、

「仕事や就職」が１３．８％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、今回調査で「無回答」の割合が大きいため数値の比較は難しいが、

割合の高い３項目は過去の調査と同様の結果となっている。 

 

 男女別では、「自分の健康づくり」と答えた割合は、女性が１６．１％で男性の１１．７％を上

回っている。一方、「仕事や就職」と答えた割合は、男性が１６．７％で女性の１１．６％を上回

っている。 

 

 年代別では、「自分の健康づくり」と答えた割合は、１０～２０歳代が最低の４．９％、７０歳

以上が最高の３４．９％で、年代が高いほど割合が高くなる傾向がある。また「資格の取得」の

割合は、１０～２０代が１４．６％で他の年代より１０ポイント以上高くなっている。 

 

 地区別では、「自分の健康づくり」、「仕事や就職」、「地域での活動」と答えた割合は、阿仁地区

が他の地区より１０ポイント以上高くなっている。 

 

 
 

  

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

自分の趣味活動

自分の健康づくり

仕事や就職

資格の取得

学業や学校生活

他人の学習やスポーツ活動などの指導

ボランティア活動

地域での活動

特に活かしていない

その他

無回答

令和3年度(n=275)

令和2年度(n=275)

令和元年度(n=253)

平成30年度(n=261)

平成29年度(n=289)

平成28年度(n=293)
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自
分
の
趣
味
活
動 

自
分
の
健
康
づ
く
り 

仕
事
や
就
職 

資
格
の
取
得 

 

学
業
や
学
校
生
活 

他
人
の
学
習
や
ス
ポ
ー

ツ
活
動
な
ど
の
指
導 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

地
域
で
の
活
動 

特
に
活
か
し
て
い
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

令和 3 年度(n=275) 14.5% 14.2% 13.8% 4.4% 0.7% 0.7% 1.8% 4.7% 3.6% 0.4% 66.5% 

令和 2 年度(n=275) 46.5% 33.5% 47.6% 17.8% 2.2% 5.5% 3.3% 8.0% 5.1% 1.8% 1.8% 

令和元年度(n=253) 48.2% 39.5% 37.2% 15.4% 5.1% 7.1% 7.1% 9.1% 6.7% 2.4% 4.3% 

平成 30 年度(n=261) 48.3% 34.1% 42.1% 15.7% 2.3% 6.5% 10.0% 13.8% 8.0% 2.7% 5.7% 

平成 29 年度(n=289) 52.6% 48.1% 28.0% 6.9% 1.7% 5.9% 10.4% 12.8% 4.8% 1.7% 6.9% 

平成 28 年度(n=293) 52.9% 47.1% 36.9% 11.6% 2.0% 4.8% 7.8% 10.2% 10.3% 1.4% 3.4% 

 

【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80%

自分の趣味活動

自分の健康づくり

仕事や就職

資格の取得

学業や学校生活

他人の学習やスポーツ活動

などの指導

ボランティア活動

地域での活動

特に活かしていない

その他

無回答

男女別

男性

女性

0% 20% 40% 60% 80%

自分の趣味活動

自分の健康づくり

仕事や就職

資格の取得

学業や学校生活

他人の学習やスポーツ活動

などの指導

ボランティア活動

地域での活動

特に活かしていない

その他

無回答

地区別

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

自分の趣味活動

自分の健康づくり

仕事や就職

資格の取得

学業や学校生活

他人の学習やスポーツ活動などの指導

ボランティア活動

地域での活動

特に活かしていない

その他

無回答

年代別

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上
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  回答数 
自分の趣

味活動 

自分の健

康づくり 

仕事や就

職 

資格の取

得 

学業や学

校生活 

他人の学
習やスポ
ーツ活動
などの指

導 

  全体 (n=275) 14.5% 14.2% 13.8% 4.4% 0.7% 0.7% 

性
別 

男性 (n=120) 14.2% 11.7% 16.7% 4.2% 0.8% 1.7% 

女性 (n=155) 14.8% 16.1% 11.6% 4.5% 0.6% 0.0% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=41) 14.6% 4.9% 19.5% 14.6% 2.4% 0.0% 

30 歳代 (n=49) 14.3% 8.2% 12.2% 2.0% 0.0% 0.0% 

40 歳代 (n=46) 10.9% 8.7% 21.7% 4.3% 2.2% 2.2% 

50 歳代 (n=51) 9.8% 11.8% 11.8% 3.9% 0.0% 0.0% 

60 歳代 (n=44) 20.5% 18.2% 13.6% 2.3% 0.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=43) 18.6% 34.9% 4.7% 0.0% 0.0% 2.3% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=136) 16.2% 14.7% 11.8% 4.4% 0.0% 0.0% 

合川地区 (n=61) 11.5% 9.8% 8.2% 1.6% 1.6% 1.6% 

森吉地区 (n=54) 11.1% 9.3% 18.5% 5.6% 1.9% 1.9% 

阿仁地区 (n=24) 20.8% 33.3% 29.2% 8.3% 0.0% 0.0% 
         

         
         

  回答数 
ボランテ

ィア活動 

地域での

活動 

特に活か

していな

い 

その他 無回答 

 

  全体 (n=275) 1.8% 4.7% 3.6% 0.4% 66.5%  

性
別 

男性 (n=120) 1.7% 5.0% 5.0% 0.0% 66.7%  

女性 (n=155) 1.9% 4.5% 2.6% 0.6% 66.5%  

年
代
別 

10～20歳代 (n=41) 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 70.7%  

30 歳代 (n=49) 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 79.6%  

40 歳代 (n=46) 0.0% 0.0% 4.3% 0.0% 65.2%  

50 歳代 (n=51) 2.0% 0.0% 5.9% 0.0% 72.5%  

60 歳代 (n=44) 2.3% 11.4% 2.3% 0.0% 54.5%  

70 歳以上 (n=43) 4.7% 14.0% 4.7% 0.0% 53.5%  

地
区
別 

鷹巣地区 (n=136) 1.5% 4.4% 2.9% 0.0% 65.4%  

合川地区 (n=61) 1.6% 3.3% 3.3% 0.0% 75.4%  

森吉地区 (n=54) 0.0% 0.0% 5.6% 1.9% 64.8%  

阿仁地区 (n=24) 8.3% 20.8% 4.2% 0.0% 54.2%  
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問４３ あなたは、これまで伊勢堂岱遺跡を見学したことがありますか。（○は１つ） 

 

「遺跡があることは知っているが、見学したことはない」と答えた割合が６３．３％で最も高

く、続いて「遺跡があることは知っており、見学もしたことがある」が３１．９％、「遺跡がある

ことを知らず、見学したことはない」が２．８％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「遺跡があることは知っており、見学もしたことがある」の割合は、

過去６回の調査の中で今回が最も高い。また、「遺跡があることを知らず、見学したことはない」

の割合は今回調査が最も低くなっている。 

 

 男女別では、「遺跡があることは知っており、見学もしたことがある」と答えた割合は、女性が

３４．９％で男性の２８．１％を上回っている。 

 

 年代別では、「遺跡があることは知っており、見学もしたことがある」と答えた割合は、１０～

２０歳代と７０歳以上が４０％台で他の年代よりも高くなっている。 

 

 地区別では、「遺跡があることは知っており、見学もしたことがある」と答えた割合は、森吉地

区が３６．０％で最も高く、阿仁地区が２２．２％と最も低くなっている。 

 

 
 

  

遺跡があること
は知っており、
見学もしたこと

がある 

遺跡があること
は知っている
が、見学したこ

とはない 

遺跡があること
を知らず、見学
したことはない 

無回答 

令和 3年度(n=433) 31.9% 63.3% 2.8% 2.1% 

令和 2年度(n=492) 28.9% 63.8% 5.1% 2.2% 

令和元年度(n=458) 30.3% 61.8% 5.7% 2.2% 

平成 30年度(n=486) 30.2% 60.5% 6.0% 3.3% 

平成 29年度(n=562) 29.7% 61.9% 5.0% 3.4% 

平成 28年度(n=533) 26.8% 66.0% 5.3% 1.9% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

遺跡があること

は知っており、

見学もしたことがある

遺跡があること

は知っているが、

見学したことはない

遺跡があること

を知らず、

見学したことはない

無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  回答数 

遺跡があるこ

とは知ってお

り、見学もし

たことがある 

遺跡があるこ

とは知ってい

るが、見学し

たことはない 

遺跡があるこ

とを知らず、

見学したこと

はない 

無回答 

  全体 (n=433) 31.9% 63.3% 2.8% 2.1% 

性
別 

男性 (n=192) 28.1% 66.1% 4.2% 1.6% 

女性 (n=241) 34.9% 61.0% 1.7% 2.5% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 40.0% 54.0% 6.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 39.5% 57.9% 1.3% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 26.8% 71.8% 1.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 18.7% 79.1% 1.1% 1.1% 

60 歳代 (n=76) 27.6% 65.8% 6.6% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 44.1% 44.1% 1.5% 10.3% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 33.3% 62.9% 2.4% 1.4% 

合川地区 (n=92) 29.3% 64.1% 2.2% 4.3% 

森吉地区 (n=86) 36.0% 60.5% 2.3% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 22.2% 68.9% 6.7% 2.2% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

遺跡があること

は知っており、

見学もしたことがある

遺跡があることは

知っているが、

見学したことはない

遺跡があることを

知らず、

見学したことはない

無回答
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問４４ あなたは、伊勢堂岱遺跡に関して、何か協力したいと思いますか。（○は１

つ） 

 

「興味や関心が無く、特に協力したいと思わない」と答えた割合が４８．３％と最も高い。続

いて「今後機会があれば何か協力したいと思う」が４５．３％、「市のイベントや関連団体に参加

するなど既に協力している」が２．５％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「今後機会があれば何か協力したいと思う」の割合は、平成２８年度

から令和２年度まで３９～４２％程度で推移していたが、今回調査では４５．３％に上昇した。 

 

 男女別では、「今後機会があれば何か協力したいと思う」の割合は、男性が５０．０％で女性の

４１．５％を上回っている。 

 

 年代別では、「興味や関心が無く、特に協力したいと思わない」と答えた割合は１０～２０歳代

が６２．０％と他の年代に比べて高くなっている。 

 

 地区別では、「今後機会があれば何か協力したいと思う」と答えた割合は、森吉地区が５２．３％

と唯一５０％を超え、他の地区より高くなっている。 

 

 
 

 

市のイベントや

関連団体に参加

するなど既に協

力している 

今後機会があれ

ば何か協力した

いと思う 

興味や関心が無

く、特に協力し

たいと思わない 

無回答 

令和 3年度(n=433) 2.5% 45.3% 48.3% 3.9% 

令和 2年度(n=492) 1.4% 41.5% 51.8% 5.3% 

令和元年度(n=458) 2.2% 42.1% 50.9% 4.8% 

平成 30年度(n=486) 2.3% 41.6% 49.6% 6.6% 

平成 29年度(n=562) 1.6% 39.1% 48.6% 10.7% 

平成 28年度(n=533) 1.9% 39.6% 49.7% 8.8% 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

平成29年度(n=562)

平成28年度(n=533)

市のイベントや関連団体に

参加するなど既に協力している

今後機会があれば

何か協力したいと思う

興味や関心が無く、

特に協力したいと思わない

無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 
 

  回答数 

市のイベント

や関連団体に

参加するなど

既に協力して

いる 

今後機会があ

れば何か協力

したいと思う 

興味や関心が

無く、特に協

力したいと思

わない 

無回答 

  全体 (n=433) 2.5% 45.3% 48.3% 3.9% 

性
別 

男性 (n=192) 3.1% 50.0% 44.8% 2.1% 

女性 (n=241) 2.1% 41.5% 51.0% 5.4% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 6.0% 32.0% 62.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 6.6% 48.7% 43.4% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 4.2% 52.1% 43.7% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 0.0% 44.0% 53.8% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 0.0% 42.1% 53.9% 3.9% 

70 歳以上 (n=68) 0.0% 48.5% 35.3% 16.2% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 3.8% 44.8% 47.1% 4.3% 

合川地区 (n=92) 2.2% 42.4% 50.0% 5.4% 

森吉地区 (n=86) 0.0% 52.3% 46.5% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 2.2% 40.0% 53.3% 4.4% 

 

   

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

市のイベントや関連団体に

参加するなど既に協力している

今後機会があれば

何か協力したいと思う

興味や関心が無く、

特に協力したいと思わない

無回答
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問４５ あなたは、市内にある文化財（伊勢堂岱遺跡・異人館・金家住宅・旧長岐家

住宅・胡桃館遺跡出土品・阿仁マタギの狩猟用具、根子番楽・綴子の大太鼓・

阿仁前田獅子踊・阿仁川地方の万灯火など）を５つ以上知っていいますか。（○

は１つ） 

 

 「５つ以上知っている」と答えた割合が５２．９％と最も高く、次に「１つ以上は知っている

が５つは知らない」が４２．３％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「５つ以上知っている」と答えた割合は、今回調査が令和２年度より

２．７ポイント上昇した。 

 

 男女別では、明確な性別による傾向はみられない。 

 

年代別では、「５つ以上知っている」と答えた割合は、１０～２０歳代が最低の３０．０％、

７０歳以上が最高の６６．２％と、年代が高くなるほど割合が高い傾向がある。 

 

 地区別では、「５つ以上知っている」と答えた割合は、阿仁地区が７３．３％と他の地域より

も１５ポイント以上高くなっている。 

 

 

 

  
５つ以上知って

いる 

１つ以上は知っ
ているが５つは

知らない 

１つもわからな
い 

無回答 

令和 3年度(n=433) 52.9% 42.3% 1.8% 3.0% 

令和 2年度(n=492) 50.2% 45.7% 2.4% 1.6% 

 

 

 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

５つ以上知っている １つ以上知っているが５つはわからない １つもわからない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  回答数 

５つ以上知って

いる 

１つ以上は知

っているが５

つは知らない 

１つもわから

ない 

無回答 

  全体 (n=433) 52.9% 42.3% 1.8% 3.0% 

性
別 

男性 (n=192) 52.1% 44.3% 1.6% 2.1% 

女性 (n=241) 53.5% 40.7% 2.1% 3.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 30.0% 60.0% 8.0% 2.0% 

30 歳代 (n=76) 50.0% 47.4% 1.3% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 54.9% 45.1% 0.0% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 52.7% 41.8% 3.3% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 57.9% 42.1% 0.0% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 66.2% 20.6% 0.0% 13.2% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 46.7% 47.6% 2.4% 3.3% 

合川地区 (n=92) 52.2% 42.4% 1.1% 4.3% 

森吉地区 (n=86) 58.1% 38.4% 2.3% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 73.3% 24.4% 0.0% 2.2% 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

５つ以上知っている １つ以上知っているが５つはわからない １つもわからない 無回答
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問４５－２ あなたは、地域の歴史や文化、文化財を誇りに思いますか（○は１つ） 

  

「思う」と答えた割合が５３．１％と最も高く、続いて「どちらともいえない」が４０．２％、

「思わない」が４．２％となっている。 

 

過去の調査と比較すると、「思わない」と答えた割合は、令和２年度まで８％台で推移してきた

が、今回調査では４％台に低下した。 

 

 男女別では、明確な性別による傾向はみられない。 

 

 年代別では、「思う」の割合は、７０歳以上が６７．６％で最も高く、５０歳代が４４．０％で

最も低くなっている。 

 

 地区別では、「思う」と答えた割合は、阿仁地区が５７．８％で最も高く、合川地区が５１．１％

で最も低くなっている。 

 

 
 

 思う 思わない 
どちらとも

いえない 
わからない 無回答 

令和 3年度(n=433) 53.1% 4.2% 40.2% － 2.5% 

令和 2年度(n=492) 46.1% 8.1% 44.1% － 1.6% 

令和元年度(n=458) 57.9% 8.5% － 31.2% 2.4% 

平成 30年度(n=486) 57.6% 8.0% － 31.3% 3.1% 

※令和 2年度調査より、選択肢を変更 

 

 

  

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

令和元年度(n=458)

平成30年度(n=486)

思う 思わない どちらともいえない わからない 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 

  回答数 思う 思わない 
どちらとも

いえない 
無回答 

  全体 (n=433) 53.1% 4.2% 40.2% 2.5% 

性
別 

男性 (n=192) 53.6% 3.6% 40.6% 2.1% 

女性 (n=241) 52.7% 4.6% 39.8% 2.9% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 54.0% 4.0% 42.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 50.0% 6.6% 42.1% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 49.3% 11.3% 39.4% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 44.0% 2.2% 51.6% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 56.6% 1.3% 42.1% 0.0% 

70 歳以上 (n=68) 67.6% 0.0% 20.6% 11.8% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 51.4% 3.3% 42.4% 2.9% 

合川地区 (n=92) 51.1% 5.4% 40.2% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 57.0% 4.7% 37.2% 1.2% 

阿仁地区 (n=45) 57.8% 4.4% 35.6% 2.2% 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

思う 思わない どちらともいえない 無回答
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問４６ あなたは、１年以内に芸術や文化（音楽・文学・美術・書・舞踊・演劇・映

画など）の鑑賞をしましたか。なお、鑑賞場所は市内・市外を問いません（○

は１つ） 

 

「鑑賞しなかった」と答えた割合が６０．７％であり、「鑑賞した」と答えた割合３６．０％よ

りも高くなっている。 

 

 男女別では、明確な性別による傾向はみられない。 

 

 年代別では、「鑑賞した」と答えた割合は、１０～２０歳代から４０歳代までの年代が４０％台

で、５０歳代以上の年代を上回っている。 

 

 地区別では、「鑑賞した」の割合は、鷹巣地区が３８．１％で最も高く、森吉地区が３１．４％

で最も低くなっている。 

 

 
 

 鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答 

令和 3年度(n=433) 36.0% 60.7% 3.2% 

令和 2年度(n=492) 40.2% 58.1% 1.6% 

 

 

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

令和3年度(n=433)

令和2年度(n=492)

鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答
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【男女別、年代別、地区別】 

 

 
  回答数 鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答 

  全体 (n=433) 36.0% 60.7% 3.2% 

性
別 

男性 (n=192) 35.9% 61.5% 2.6% 

女性 (n=241) 36.1% 60.2% 3.7% 

年
代
別 

10～20歳代 (n=50) 48.0% 52.0% 0.0% 

30 歳代 (n=76) 43.4% 55.3% 1.3% 

40 歳代 (n=71) 45.1% 54.9% 0.0% 

50 歳代 (n=91) 25.3% 72.5% 2.2% 

60 歳代 (n=76) 28.9% 69.7% 1.3% 

70 歳以上 (n=68) 30.9% 54.4% 14.7% 

地
区
別 

鷹巣地区 (n=210) 38.1% 58.1% 3.8% 

合川地区 (n=92) 35.9% 60.9% 3.3% 

森吉地区 (n=86) 31.4% 66.3% 2.3% 

阿仁地区 (n=45) 35.6% 62.2% 2.2% 

 

 

  

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

全体

男性

女性

10～20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

鷹巣地区

合川地区

森吉地区

阿仁地区

鑑賞した 鑑賞しなかった 無回答
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Ⅲ．調査票 

 

 

 

 

 

次ページより 

令和３年度 北秋田市市民意識調査 調 査 票 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 令和３年度 北秋田市民意識調査へのご協力のお願い 

 
市民の皆さまには、日ごろから市政運営にご理解とご協力をいただき、誠にありが

とうございます。 
市では、「第二次北秋田市総合計画（平成28～令和7年度）」に基づき、「住民が

主役の“もり”のまち」を将来都市像として、様々な取組を進めております。 
また、令和２年３月には、「第２期北秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を

策定しており、人口減少の克服と地方創生に向けた取組を加速させていきます。 
市では、これらの施策や事業の進捗状況を測るとともに、より実効性の高いもの

とすることを目的に、市民の意識や行動実態を把握するため「北秋田市民意識調
査」を毎年実施しております。 
つきましては、市民の皆さまと共にまちづくりを進めていくため、調査にご協力

くださいますようお願いします。 
回答は無記名で作成いただくほか、内容はすべて統計的に処理しますので、個人

情報が特定されることはありません。 
お忙しいところ大変恐れ入りますが、何卒率直なご意見をお聞かせ願います。 

令和３年12月 

北秋田市長  津 谷 永 光 

【注意事項】 

１ 回答方法 
・「調査票（紙）」又は「ＷＥＢ（スマートフォン等）」のいずれかでご回答願います。 

２ ご記入していただく方 
・宛名に記載されているご本人がお答えください。ただし、事情によりご本人の回答が

難しい場合には、ご家族の方が代わりにご回答いただいても構いません。 

３ ご回答にあたって 
【調査票（紙）】 

・調査票は両面に印刷されており、全11ページです。 

・調査票でのご回答は、鉛筆やボールペン等でご記入してください。 

・回答の際は、あてはまる回答の番号を○で囲んでください。「その他」にあてはまる

場合は、（   ）内にその内容をご回答願います。 

【調査票（ＷＥＢ）】 

・ＷＥＢでの回答を希望される方は下記ＱＲよりアンケートサイトへお進みください。 

  ※アンケートを途中で中断される場合は、中断する前と同じ 

   アカウントで再度ログインしていただければ途中から再開 

   することが可能です。 

・回答の際は、あてはまる回答の番号にチェックしてください。 

  「その他」にあてはまる場合は、（   ）内にその内容をご 

回答願います。 

４ 回答期限 12月27日（月）まで 
※調査票（紙）は、同封の返信用封筒に入れて返送願います。（切手は不要です。） 

※ＷＥＢでの回答の場合は、調査票の返送は不要です。 
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１ あなたご自身のことについてお伺いします。  

問１ あなたの性別を教えてください。 

１．男 性 ３．その他 

２．女 性  

 

問２ あなたの満年齢を教えてください。 

１．10～20歳代 ４．50 歳代 

２．30 歳代 ５．60 歳代 

３．40 歳代 ６．70 歳以上 

 

問３ あなたがお住まいになっている地区（住所地）はどこですか。 

１．鷹巣地区 ３．森吉地区 

２．合川地区 ４．阿仁地区 

    

問４ あなたの家族構成を教えてください。 

１．一人暮らし ４．三世代同居（親・子・孫） 

２．二世代同居（親と子） ５．その他（           ） 

３．夫婦のみ  

 

問５ あなたのご職業（主たる収入源）はどれですか。 

１．自営業・事業主 ６．専業主婦・専業主夫 

２．会社員 ７．学生 

３．公務員、教員 ８．無職（年金受給のみの方含む） 

４．団体職員 ９．その他（           ） 

５．派遣・契約社員、アルバイト等  

 

問６ あなたの通勤地もしくは通学地はどこですか。 

１．北秋田市内 ４．通勤、通学をしていない 

２．大館市内 ５．その他（           ） 

３．能代市内  

 

問７ あなたは、北秋田市内に通算して何年くらい住んでいますか。（旧町時代から含む） 

１．３年未満 ３．10～19年 

２．３～９年 ４．20 年以上 

 

問８ あなたは、北秋田市に住んでいて幸福だと感じていますか。 
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１．とても幸福だと感じる ３．あまり幸福だと感じない 

２．どちらかといえば幸福だと感じる ４．幸福ではない 

 

問８－２ あなたは、問８で幸福について判断した際に、どのようなことを重視しました 

か。あてはまる番号全てに○を付けてください。 

１．家族関係 ７．地域とのつながり 

２．友人関係 ８．地位や名誉 

３．健康状態 ９．良好な生活環境 

４．所得・収入 10．自由な時間 

５．就業状況（仕事の有無・安定） 11．その他（           ） 

６．仕事や趣味などの生きがい  

 

問９ 既婚男性の方のみお答えください。平日におけるあなたの、睡眠・通勤（通学）・勤

務（学習）以外の時間は、平均何時間ありますか。（○は１つ） 

１．１時間以下 ５．５時間 

２．２時間 ６．６時間 

３．３時間 ７．７時間 

４．４時間 ８．それ以上 

 

問９－２ 問９で回答した時間のうち、家事・育児・介護に関わる時間は、平均何時間あ

りますか。（○は１つ） 

１．１時間以下 ５．５時間 

２．２時間 ６．６時間 

３．３時間 ７．７時間 

４．４時間 ８．それ以上 

 

 

２ 居住環境についてお伺いします。  

問 10 お住まいの地域は、住みやすいですか。（○は１つ） 

１．住みやすい ３．どちらかといえば住みにくい 

２．どちらかといえば住みやすい ４．住みにくい 

 

問 11 お住まいの地域で、今後も住み続けたいと思いますか。（○は１つ） 

１．今の場所に住み続けたい ３．市外に住みたい 

２．市内の別の場所に住みたい  

 

問 11-２ 問 11で「２．市内の別の場所に住みたい」「３．市外に住みたい」とお答えの方

に伺います。その理由について、あてはまる番号全てに○を付けてください。 
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１．買い物などが不便 ８．治安や防犯に不安がある 

２．交通の利便性が悪い ９．通勤や通学が不便である 

３．医療や福祉サービスが整ってない 10．家族の都合 

４．娯楽を楽しめる環境が整ってない 11．道路や下水道の整備が整ってない 

５．冬季間の生活が不安 12．騒音や悪臭など生活環境が悪い 

６．子育ての環境が整ってない（教育面含む） 13．防災体制が不充分 

７．近所関係がわずらわしい 14．その他（            ） 

 

問 12 あなたは、自宅の除雪について困っていることはありますか。あてはまる番号全て

に○を付けてください。 

１．玄関や車庫などの雪よせ ５．除雪にかかる費用が高い 

２．庭など敷地内の雪よせ ６．特に困ったことはない 

３．屋根の雪下ろし ７．その他（            ） 

４．除雪する担い手がいない  

 

問 13 あなたは、自治会・町内会や近所の方と協力して道路や歩道、自治会館やゴミ集積

所などの除雪作業を行っていますか。（○は１つ） 

１．行っている  ２．行っていない 

 

 

３ 地域活動やボランテイア活動についてお伺いします。  

問 14 あなたは、お住まいの地域の自治会・町内会に加入していますか。（〇は１つ） 

１．加入し、活動にも参加している ３．加入していないが、加入したい 

２．加入しているが、活動には参加していない  ４．加入したくない 

 

問15 あなたのお住まいの地域の自治会・町内会の活動は活発だと思いますか。（〇は１つ） 

１．活発だと思う ３．それほど活発ではない 

２．まあまあ活発だと思う ４．まったく活発だと思わない 

 

問 16 あなたは、この１年間で、以下で掲げる地域の活動に参加したことはありますか。

あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

１．自治会、町内会活動 ８．高齢者や障害者などの支援活動 

２．祭りや伝統芸能など地域行事 ９．子ども会やスポーツ少年団の子供育成活動 

３．道路や公園など環境美化活動 10．スポーツやレクリエーションなどグループ活動  

４．防火や防災など自主防災活動 11．廃品回収などリサイクル活動 

５．交通安全活動 12．地域の福祉活動 

６．芸術や文化などグループ活動  13．いずれにも参加したことはない  

７．自然保護や地球温暖化防止活動 14．その他（            ） 



 

4 

 

問 17 あなたは、今後、地域の活動へ参加したいと思いますか。（〇は１つ） 

１．積極的に参加したい ３．参加したいとは思うが難しい 

２．必要なものは参加したい ４．参加したくない 

 

問 17－２ 問 17で「３．参加したいとは思うが難しい」若しくは「４．参加したくない」

とお答えの方に伺います。地域の活動への参加を妨げる原因は、どのようなことだ

と思いますか。あてはまる番号全てに○を付けてください。 

１．仕事が忙しく時間がとれない ６．幼児や高齢者など家族の世話がある 

２．参加したい活動がない ７．どんな活動があるか分からない 

３．活動する時間帯が合わない ８．興味・関心がない 

４．活動する仲間がいない ９．その他（            ） 

５．体調が悪い  

 
 

４ 災害への備えについてお伺いします。  

問 18 あなたは、災害に備えて何らかの準備をしていますか。あてはまる番号全てに○を

付けてください。 

１．水や食料の備蓄 ５．身内との連絡方法の確認 

２．非常持ち出し用品 ６．防災訓練などへの参加 

３．家具などの転倒防止 ７．特に準備はしていない 

４．避難経路や避難場所の確認 ８．その他（            ） 

 

問 19 あなたは、災害が発生したときの避難場所に関する情報を知っていますか。（○は１つ）  

１．知っている ３．避難場所も避難経路も知らない 

２．正しい避難場所かは知らないが、自分な

りの知識はある 
 

 

問 20 あなたは、救命講習会を受講したことがありますか。（○は１つ） 

１．受講したことがある 

２．講習を開催していることは知っているが、受講したことはない 

３．講習を開催していることを知らず、受講したことはない 

 

 

５ 日常の交通手段についてお伺いします。  

問 21 あなたは、外出時に公共交通機関（普通タクシーを除く）をどのくらい利用してい

ますか。（○は１つ） 

１．週３回以上 ３．月１～２回程度 

２．週１～２回程度 ４．ほとんど利用しない 
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問 21－２ 問 21で「４．ほとんど利用しない」とお答えの方に伺います。公共交通機関を

利用しない理由は何ですか。あてはまる番号全てに○を付けてください。 

１．近くに駅またはバス停がない・遠い ６．鉄道・バスの乗り換え・接続が悪い 

２．鉄道・バスを使うと時間がかかる ７．運行時間・路線が分からない 

３．運賃・料金が高い ８．車を利用している（家族等の送迎含む） 

４．案内・情報提供がわかりにくい ９．その他（            ） 

５．利用したい時間帯に運行していない  

 

 

６ 自然環境に対する意識についてお伺いします。  

問 22 あなたは、この１年間で自然環境の保全のため、以下のような活動に参加しました

か。あてはまる番号全てに○を付けてください。 

１．不法投棄パトロール ６．生態系の保全・再生活動 

２．クリーンアップ活動 ７．里山・森林の保護活動 

３．河川水路の美化活動 ８．特に何も参加していない 

４．住宅周辺の清掃活動 ９．その他（            ） 

５．希少な動植物の保護活動  

 

問 23 あなたは日頃の暮らしの中で、環境問題を意識してごみを捨てるようにしています

か。（○は１つ） 

１．環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している 

２．環境問題は意識しているが、ごみを少なくする工夫までは実践できていない 

３．環境問題を意識せずに、多くのものをごみとして捨てている 

４．わからない 

 

問 23－２ 問 23で「１．環境問題を意識して、ごみを少なくする工夫を実践している」と

お答えの方に伺います。あなたは、ごみを減らすために日頃の暮らしの中で、どの

ような取組をしていますか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

１．マイバックなどを持参しレジ袋を使わない 

２．詰替商品を購入する 

３．使い捨て商品はできるだけ購入しない 

４．生ごみは水分をよく切って出す 

５．生ごみを堆肥として利用する  

６．古紙（新聞紙・雑誌・ダンボール等）やビン、缶、白色トレイなど資源ごみの分別に協力する  

７．不要になった服や学用品などを人に譲る 

８．リサイクルショップやフリーマーケットを利用する 

９．壊れたものは修理し出来るだけ長く使う 

10．余った食材等は保存するなど、出来るだけ生ごみを出さない 

11．その他（                               ） 
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問 24 あなたは、地球温暖化防止に関してどのような取組（予定含む）をしていますか。

あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

１．節電・節水 ８．家電や白熱灯を省エネ型に買い換える 

２．冷暖房の温度設定の調整 ９．エコカーの購入 

３．冷蔵庫の温度を季節に合わせて変更 10．給湯器を高効率型に買い換える 

４．エコドライブ 11．住宅用太陽光発電の導入 

５．環境家計簿の作成 12．住宅の断熱改修や断熱リフォーム 

６．地域における環境活動への参加 13．その他（            ） 

７．自転車や公共交通機関の利用  

 

 

７ 市の行財政改革や職員の接遇、行政情報についてお伺いします。  

問 25 あなたは、市役所職員の窓口や電話での対応（服装、挨拶、応対など）は、どのよ

うに感じていますか。（○は１つ） 

１．良い ４．悪い 

２．どちらかといえば良い ５．最近利用していないため分からない 

３．どちらかといえば悪い  

 

問 25－２ 問 25で「３．どちらかといえば悪い」又は「４．悪い」とお答えの方に伺いま

す。どのような場面で悪い印象を感じたかお知らせください。（自由記載） 

（理由）  

  

  

 

問 26 あなたは、市政情報をどのような方法で得ていますか。あてはまる番号全てに〇を

付けてください。 

１．広報きたあきた ６．自治会(町内会)の回覧板 

２．市のホームページ ７．家族や知人との会話 

３．市議会だより ８．ＳＮＳ（twitter,facebook,youtube等） 

４．一般新聞 ９．特に市政情報を得ていない 

５．市が発行するパンフレットやチラシ 10. その他（            ） 

 

 

８ 市内の産業についてお伺いします。  

問 27 あなたのご家庭では、市内で生産された農産物を購入していますか。（○は１つ） 

１．よく買う ３．ほとんど買わない 

２．たまに買う ４．全く買わない 
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問 27－２ 問 27で「３．ほとんど買わない」又は「４．全く買わない」とお答えの方に伺

います。購入しない理由がある場合はお知らせください。（○は１つ） 

１．値段が高い ４．特に産地は気にならない 

２．普段買い物する店で売っていない ５．自分（親族）が栽培している 

３．販売している場所が分からない ６．その他（            ） 

 

問 28 あなたは、普段の買い物で地元商店をどのくらい利用していますか。（○は１つ） 

※「地元商店」とは、市内にある中小小売店舗のことで、いわゆる大型店を除きます。 

１．ほぼ毎日利用する ４．ほとんど利用しない 

２．週に１～２回利用する ５．全く利用しない 

３．月に１～２回利用する  

 

問 29 あなたは、買い物する時にどのような基準で購入店舗を決めますか。特に重視する

基準について、あてはまる番号全てに○を付けてください。 

１．近さ ５．店主や店員のサービス 

２．商品の価格  ６．駐車場などの設備 

３．商品の品揃え ７．その他（            ） 

４．商品の安心や安全  

 

問30 地元商店及び商店街の活性化のために、必要なことは何だと思いますか。（自由記載） 

 

 

 

９ 市内のイベントや観光施設についてお伺いします。  

問 31 あなたは、過去１年間で、以下に掲げる市内で開催されるイベントやお祭りに行っ

たことがありますか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

    ※選択肢には、コロナウイルスの影響で中止されたものもあります。その場合は、「開催 

していたら行きたかった」ものに○を付けてください。 

１．もちっこ市 ９．森吉四季美湖まつり 

２．ふるさと踊りともちっこまつり 10．太平湖・小又峡紅葉祭り 

３．米代川花火大会 11．森吉山の樹氷観賞 

４．綴子神社例大祭 12．阿仁の花火と灯籠流し 

５．鷹巣神社祭典 13．森吉山紅葉観賞 

６．合川ふるさと祭りと合川まとび 14．のりものまつり 

７．太平湖湖水開き 15．どのイベントや祭りにも行っていない 

８．森吉山麓たなばた火まつり 16. その他（            ） 
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問 32 あなたは、過去１年間で、以下に掲げる市内の観光施設等を利用したことがありま

すか。あてはまる番号全てに〇を付けてください。 

１．大太鼓の館 10．太平湖・小又峡 

２．北欧の杜公園  11．伝承館・異人館 

３．浜辺の歌音楽館  12．マタギの湯 

４．クウィンス森吉 13．阿仁熊牧場（くまくま園） 

５．四季美館  14．森吉山阿仁スキー場 

６．森吉山ダム広報館 15．安の滝、一ノ滝、二ノ滝、幸兵衛滝 

７．森吉山荘 16．伊勢堂岱遺跡・縄文館 

８．桃洞の滝、赤水渓谷 17．利用した施設等はない 

９．妖精の森  

 

問 32－２ 問 32で「17．利用した施設等はない」とお答えの方に伺います。利用しなかっ

た理由がある場合は、お知らせください。（自由記載） 

（理由）  

  

 

 

10 心や体の健康についてお伺いします。  

問 33 あなたは、ご自身やご家族のことで、困っていることや心配ごとがありますか。あ

てはまる番号全てに○を付けてください。 

１．自分の病気や老後のこと ６．教育や子育てのこと  

２．家族の老後のこと  ７．近所づきあいのこと 

３．家族の健康や生活上の問題 ８．住宅のこと  

４．仕事や職場のこと  ９．特にない  

５．景気や生活費のこと  10．その他（            ） 

 

問 34 あなたには、悩みや不安を相談できる人はいますか。あてはまる番号全てに○を付

けてください。 

１．家族・親族 ４．職場の人 

２．友人 ５．相談できる人はいない 

３．地域や近隣の人 ６．その他（            ） 

 

問 35 あなたは、自分のことを健康だと思いますか。（○は１つ） 

１．とても健康である ３．あまり健康ではない 

２．どちらかといえば健康である ４．健康ではない 
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問 36 あなたは、現状の市内の医療体制について、どのように感じていますか。（○は１つ） 

 

１．医療機関数・診療科ともに充実しており、十分満足している 

２．医療機関数・診療科ともにある程度備わっており、特に不便は感じていない 

３．医療機関数は備わっているが、特定の診療科が少なくて困っている 

少ないと感じている診療科名（                   ） 

４．医療機関数・診療科ともに不足しており、不便を感じている 

少ないと感じている診療科名（                   ） 

 

問 37 あなたは、過去１年間に運動やスポーツを平均してどのくらい行いましたか。（○は１つ）  

１．ほぼ毎日 ５．約１ヶ月に１回程度 

２．週に３～５日程度 ６．約半年に１回程度 

３．週に１～２日程度 ７．１年に１回程度 

４．２週間に１回程度 ８．していない 

 

 

11 子育てについてお伺いします。  

問 38 小学生以下のお子さんがいらっしゃる方のみお答えください。あなたは、北秋田市

が子育てしやすいまちだと思いますか。（○は１つ） 

１．子育てしやすい ４．子育てしにくい 

２．どちらかといえば子育てしやすい ５．分からない 

３．どちらかといえば子育てしにくい  

 

問 39 小学生以下のお子さんがいらっしゃる方のみお答えください。あなたは、子育てに

関して気軽に相談できる人はいますか。（○は１つ） 

１．相談できる人がいる(相手⇒     ) ３．特に相談したいと思うことがない 

２．相談したいができる人がいない ４．わからない 

 

 

12 老後の生活についてお伺いします。  

問 40 あなたは、老後の過ごし方についてどのように思いますか。あてはまる番号全てに

〇を付けてください。 

１．趣味を持ち、のんびり暮らしたい ５．自治会活動など地域活動に参加したい 

２．できるだけ働きたい ６．健康の維持増進に努めたい 

３．学習や勉強に取り組みたい ７．その他（            ） 

４．経験や学習の成果を活かし地域に貢献したい  

 

問 41 あなたは、老後の生活に不安を感じますか。あてはまる番号全てに○を付けてくだ

さい。 
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１．住まいのことで不安を感じる ５．家族の世話や介護に不安を感じる 

２．健康のことで不安を感じる ６．不安を感じない 

３．収入やローンなど経済面で不安を感じる ７．老後のことはまだ考えたことがない 

４．知人や近所とのつきあいに不安を感じる ８．その他（            ） 

 

 

13 生涯学習や文化財についてお伺いします。  

問 42 あなたは、自らどのようなことを学習していますか。あてはまる番号全てに○を付

けてください。 

１．仕事上の知識や技能、資格の取得（医療・介護事務、簿記、パソコンなど）  

２．家庭や日常の生活、健康（料理、洋裁、消費生活、病気予防、栄養など） 

３．学術や教養（文学、歴史、科学、語学など） 

４．趣味や稽古ごと（音楽・美術、茶道、舞踊、書道など）  

５．子育てや教育（育児、しつけ、非行・いじめ防止など） 

６．社会問題や市民生活（環境問題、高齢社会、まちづくりなど） 

７．スポーツやレクリエーション（野球、サッカー、ダンス、登山など） 

８．特に行っていない 

９．その他（                             ） 

 

問 42－２ 問 42で「特に行っていない」以外を回答した方に伺います。あなたは、学習で

身につけた知識や技能をどのように活かしていますか。あてはまる番号全てに○を

付けてください。 

１．自分の趣味活動 ６．他人の学習やスポーツ活動などの指導 

２．自分の健康づくり ７．ボランティア活動 

３．仕事や就職 ８．地域での活動 

４．資格の取得  ９．特に活かしていない 

５．学業や学校生活 10．その他（            ） 

 

問 43 あなたは、これまで伊勢堂岱遺跡を見学したことがありますか。（○は１つ） 

１．遺跡があることは知っており、見学もしたことがある 

２．遺跡があることは知っているが、見学したことはない 

３．遺跡があることを知らず、見学したことはない 

 

問 44 あなたは、伊勢堂岱遺跡に関して、何か協力したいと思いますか。（○は１つ） 

１．市のイベントや関連団体に参加するなど既に協力している 

２．今後機会があれば何か協力したいと思う 

３．興味や関心が無く、特に協力したいと思わない 
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問 45 あなたは、市内にある文化財（伊勢堂岱遺跡・異人館・金家住宅・旧長岐家住宅・

胡桃館遺跡出土品・阿仁マタギの狩猟用具、根子番楽・綴子の大太鼓・阿仁前田獅

子踊・阿仁川地方の万灯火など）を５つ以上知っていますか。（○は１つ） 

１．５つ以上知っている ３．１つもわからない 

２．１つ以上知っているが５つはわからない  

 

問 45－２ あなたは、地域の歴史や文化、文化財を誇りに思いますか。（○は１つ） 

１．思う ３．どちらともいえない 

２．思わない  

 

問 46 あなたは、１年以内に芸術や文化（音楽・文学・美術・書・舞踊・演劇・映画など）

の鑑賞をしましたか。なお、鑑賞場所は市内・市外を問いません。（○は１つ） 

１．鑑賞した ２．鑑賞しなかった 

 

以上で調査は終了です。最後までご協力いただきありがとうございました。 

同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストへ投函をお願いします。 

 

 

 

 


