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Ⅰ 調査実施の概要 
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Ⅰ 調査実施の概要 

１ 調査目的 

市民の生活意識と市政に対する市民の意向・要望を把握し、行政全般にわたる施策遂行上の

参考資料を得ることを目的とする。 

２ 調査設計 

（１）調査地域  小平市全域 

（２）調査対象  市内在住の満 18歳以上の市民 

（３）標本数   2,000人 

（４）標本抽出  住民基本台帳からの無作為抽出 

（５）調査方法  郵送法 

（郵送配布－郵送回収・礼状兼回答お願いはがき１回） 

（６）調査期間  令和３年５月６日から５月 24日まで 

（７）調査機関  株式会社 オフィス・コラボ 

３ 調査の内容 

１ 定住意向について 

２ 生活環境について 

３ 安全・安心について 

４ 市民相談について 

５ 教育について 

６ 文化・歴史について 

７ 環境・ごみ処理について 

８ 多様な生き方の尊重について 

９ スポーツについて 

10 産業について 

11 情報提供について 

12 公共施設について 

13 行政サービスの向上・改善について 

14 新型コロナウイルス感染症の影響について 

15 今後の市政について 

16 あなたご自身のこと（回答者属性）について 

４ 回収結果 

（１）標本数  2,000人 

（２）回収数  1,123人 

（３）回収率  56.2％ 
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５ 地区区分 

地域的特性を把握するために、小平市内を 10地区に分けた。この地区区分は、行政区分と 

市民の生活圏を重視し、利用交通機関などを参考にしている。 

 

（１）地区内の該当町丁目 

地区区分 該当町丁目 

第 1地区 中島町、栄町１～３丁目、小川町１丁目 73～741、2488～2599、上水新町１丁目 

第 2地区 小川西町１～５丁目、小川町１丁目（上記以外の地区） 

第 3地区 たかの台、津田町１～３丁目、上水新町２・３丁目、上水本町１～３丁目 

第 4地区 小川東町及び小川東町１～５丁目、小川町２丁目、仲町 

第 5地区 学園西町１～３丁目、学園東町及び学園東町１～３丁目、喜平町１～３丁目 

第 6地区 上水本町４～６丁目、上水南町１～４丁目 

第 7地区 美園町１～３丁目、大沼町１～７丁目、天神町１～４丁目 

第 8地区 鈴木町１・２丁目、回田町、御幸町 

第 9地区 花小金井２～８丁目 

第１０地区 花小金井１丁目、花小金井南町１～３丁目 

 

（２）地区区分図 
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６ 報告書の見方 

（１）集計は、小数点第２位を四捨五入してある。このため、数値の合計が 100.0％に一致しない

場合がある。 

（２）回答の比率（％）は、その質問の回答者数を基数として算出した。したがって、複数回答の設

問はすべての比率を合計すると、100.0％を超えることがある。 

（３）基数となるべき実数（サンプル数）は「ｎ」として掲載した。その際の比率は、ｎを 100.0％と

して算出した。 

（４）本文や図表中の選択肢表記は、語句を短縮・簡略化している場合がある。 

（５）選択肢が多い設問の場合、クロス分析については上位６項目を分析対象とした。 

（６）「Ⅴ 調査結果の集計表」では、最も多い構成比のものに着色をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 調査回答者の属性 
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Ⅱ 調査回答者の属性 

Ｆ１ 性別                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ２ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ３ 家族人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性, 

41.8%
女性, 

57.2%

無回答, 

1.1%

男性 女性 無回答

4.9

9.6

12.0

13.9

18.3

20.1

20.0

1.2

0 10 20 30 40 50 (%)

12.4

31.0

24.9

21.9

6.1

2.2

1.5

0 10 20 30 40 50(%)

n 構成比

男性 469 41.8%

女性 642 57.2%

無回答 12 1.1%

全体 1,123 100.0%

n 構成比

18～19歳 55 4.9%

20～29歳 108 9.6%

30～39歳 135 12.0%

40～49歳 156 13.9%

50～59歳 205 18.3%

60～69歳 226 20.1%

70歳以上 225 20.0%

無回答 13 1.2%

全体 1,123 100.0%

n 構成比

１人 139 12.4%

２人 348 31.0%

３人 280 24.9%

４人 246 21.9%

５人 68 6.1%

６人以上 25 2.2%

無回答 17 1.5%

全体 1,123 100.0%
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Ｆ４ 同居家族 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ５ 職業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ６ 勤務先、通学先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※小平市の隣接市とは、西東京市、東久留米市、東村山市、
東大和市、立川市、国分寺市、小金井市のこと。 

10.0

14.5

15.0

28.5

36.6

6.7

0 10 20 30 40 50 (%)

7.7

34.3

14.3

6.9

1.6

13.8

19.9

1.4

0 10 20 30 40 50 (%)

6.7

17.7

17.4

14.1

35.8

6.7

1.5

0 10 20 30 40 50 (%)

※「家事専業」及び「無職（年金生活者）」は非該当設問としている。 

n 構成比

１ 同居の乳幼児・未就学児 112 10.0%

２ 同居の小学生・中学生 163 14.5%

３ 同居の高校生・大学生 168 15.0%

４ 同居の65歳以上の高齢者 320 28.5%

１～４の該当者はいない 411 36.6%

無回答 75 6.7%

全体 1,123 100.0%

n 構成比

自営業・自由業 87 7.7%

会社員・公務員・団体職員など 385 34.3%

パート・派遣社員・アルバイト 161 14.3%

学生 78 6.9%

その他 18 1.6%

家事専業（主婦・主夫） 155 13.8%

無職（年金生活者を含む） 223 19.9%

無回答 16 1.4%

全体 1,123 100.0%

n 構成比

１ 自宅 49 6.7%

２ 小平市内 129 17.7%

３ 小平市の隣接市※ 127 17.4%

上記１～３以外の都内市町村 103 14.1%

東京２３区 261 35.8%

その他 49 6.7%

無回答 11 1.5%

全体 729 100.0%
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Ｆ７ 鉄道の最寄り駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ＝1,123）※地図上の（ ）内には nを記載 
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Ｆ８ 居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｎ＝1,123）※地図上の（ ）内には nを記載 

 

地区区分 該当町丁目 

第１地区 中島町、栄町１～３丁目、小川町１丁目 73～741、2488～2599、上水新町１丁目 

第２地区 小川西町１～５丁目、小川町１丁目（上記以外の地区） 

第３地区 たかの台、津田町１～３丁目、上水新町２・３丁目、上水本町１～３丁目 

第４地区 小川東町及び小川東町１～５丁目、小川町２丁目、仲町 

第５地区 学園西町１～３丁目、学園東町及び学園東町１～３丁目、喜平町１～３丁目 

第６地区 上水本町４～６丁目、上水南町１～４丁目 

第７地区 美園町１～３丁目、大沼町１～７丁目、天神町１～４丁目 

第８地区 鈴木町１・２丁目、回田町、御幸町 

第９地区 花小金井２～８丁目 

第１０地区 花小金井１丁目、花小金井南町１～３丁目 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 調査結果の分析 
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Ⅲ 調査結果の分析 

１ 定住意向について 

問１【居住年数】 あなたは、小平市に住んで何年になりますか。（○は１つ） 

◇「20 年以上」の長期居住者が過半数 

居住年数は、「20 年以上」の長期居住者が 52.9％で最も多く、次いで、「10 年～19 年」

(21.2％)、「５年未満」(13.4％)の順となっている。（図１－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、大きな変化はみられないが、「20 年以上」の長期居住者の割合がやや増

加傾向にあるのに対し、「５年未満」の居住年数が短い割合がやや減少傾向にある。（図１―１） 

 

<図１－１>居住年数、時系列比較 
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無回答

1.4
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0.1

0.7
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令和３年度 （1,123)

平成28年度(1,031)

平成24年度(1,009)

平成22年度(1,206)

（％）

ｎ



〈居住年数〉 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「20年以上」の長期居住者が男女ともに過半数となっている。 

性／年齢別にみると、“30 歳代”では、男性は「20 年以上」が 29.8％で最も多いのに対し、女

性は「５年未満」が 42.0％で最も多く、男女間で差がみられる。（図１－２） 

 

<図１－２>性別、性／年齢別 
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問２【住みよさ】 あなたは、現在の小平市を住みよいと思いますか。 （○は１つ） 

◇『住みよい』が８割強 

住みよさについて、「非常に住みよい」（17.0％）と「まあまあ住みよい」（68.2％）を合わせた

『住みよい』については 85.2％となっている。 

一方、「やや住みにくい」（6.9％）と「住みにくい」（2.3％）を合わせた『住みにくい』は 9.2％と

なっている。（図１－３） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「非常に住みよい」は前回調査の 19.5％より 2.5 ポイント減少したもの

の、『住みよい』は、直近３回の調査とも大きな差はみられない。（図１－３） 

 

<図１－３>住みよさ、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『住みよい』は男性が 86.6％、女性は 84.3％でいずれも８割を超えており、大

きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『住みよい』は男性では“50 歳代”が 90.8％、女性では“70 歳以上”が

89.9％でそれぞれ最も多くなっている。（図１－４） 

 

<図１－４>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、いずれの年数でも『住みよい』が８割を超えており、最も多いのは“10 年

～19年”の 89.5％となっている。 

居住地区別にみると、『住みよい』が最も多いのは“第 9 地区”の 92.1％となり、次いで“第 10

地区”（91.7％）、“第 3地区”（90.8％）となっている。（図１―５） 

 

<図１－５>居住年数別、居住地区別 
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【鉄道の最寄り駅別】 

鉄道の最寄り駅別にみると、“東大和市駅”を除くすべての駅で『住みよい』が８割以上となって

いる。（図１―６） 

 

<図１－６>鉄道の最寄り駅別 
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問３【定住意向】 あなたは、これからも小平市にお住まいになりますか。（住み続けたいと思い

ますか。）（〇は１つ） 

◇『住み続けたい』が約８割 

定住意向について、「ずっと住み続けたい」（36.2％）と「当分住み続けたい」（41.9％）を合わせ

た『住み続けたい』については 78.1％となっている。 

一方、「できれば転居したい」（6.9％）と「転居したい」（1.4％）を合わせた『転居したい』は

8.3％となっている。（図１－７） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『住み続けたい』については、前回調査までは割合が多くなる傾向にあっ

たが、今回調査では前回調査（84.2％）と比べ 6.1ポイント減少した。（図１－７） 

 

<図１―７>定住意向、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『住み続けたい』は男性が 77.6％、女性は 78.7％でいずれも約８割となり、大

きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『住み続けたい』は男女ともに“60歳代”が最も多く、次いで“70歳以上”

となっており、いずれも８割を超えており、高齢者層の定住意向の高さがうかがえる。 

一方、『転居したい』は男性では“10 歳代”と“20 歳代”、女性では“20 歳代”で２割を超えてお

り、全体（8.3％）と比べて高くなっている。（図１―８） 

 

<図１―８>性別、性／年齢別 
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、『住み続けたい』の割合は居住年数が長くなるにつれて高くなっており、

“20年以上”では 82.3％となっている。（図１－９） 

 

<図１－９>居住年数別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住みよさ別】 

住みよさ別にみると、『住み続けたい』の割合は、現在の小平市が“住みよい”と答えた人では

83.7％である一方、現在の小平市が“住みにくい”と答えた人では 48.0％と半数以下となってお

り、大きな差がみられる。（図１―10） 

 

<図１－10>住みよさ別 
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（問３で「１」「２」と答えた方におたずねします。） 

問３－１【住み続けたい理由】 あなたが、そう思う理由は何ですか。 （○は３つまで） 

◇「自然環境がよい」が 60.9％で最も多い 

住み続けたい理由は、「自然環境がよい」が 60.9％で最も多く、次いで、「長年住みなれて愛着

がある」(37.4％)、「交通の便がよい」(30.3％)の順となっている。（図１―１１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、最も増加したのは「治安がよい」で、前回調査（18.7％）から 3.5 ポイント

増加した。一方、最も減少したのは、「人間関係がよい」で、前回調査（10.6％）より 3.0ポイント減

少した。（図１―１１） 

 

<図 1-11>住み続けたい理由、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、男女ともに「自然環境がよい」が約６割で最も多いが、次いで、男性では「交通の

便がよい」（37.1％）、「長年住みなれて愛着がある」（35.2％）の順となっている一方、女性では

「長年住みなれて愛着がある」（39.0％）、「住宅の都合」（27.1％）の順となっている。 

性／年齢別にみると、「自然環境がよい」は全体的に多くなっており、特に女性の“50 歳代”、

“70歳以上”では７割以上となっている。 

男性の“10歳代”では「交通の便がよい」が 62.5％となり、他の年代に比べて特に高くなってい

る。「住宅の都合」は、女性の“30歳代”、“40歳代”が全体（25.3％）と比べて 10ポイント以上高

くなっている。また、「治安がよい」は、男性の“10歳代”、女性の 20歳代以下で半数以上となって

おり、若い世代の需要が高いことがわかる。全体的に、年代ごとに住み続けたい理由にはばらつき

がみられる。（図１―12） 

 

<図１－１２>性別、性／年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.1
25.7

62.5
45.5

33.3
18.8

30.9
38.1

45.1

29.2
33.3

19.4
28.0
29.2

24.8
24.1

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

（％）

交通の便がよい

ｎ

35.2
39.0

25.0
39.4

12.1
22.9

30.9
44.0
46.3

41.7
46.7

22.4
29.3

36.0
42.2

51.9

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

（％）

長年住みなれて愛着がある

ｎ

59.1
62.2

43.8
48.5

60.6
64.6

50.0
63.1
65.9

37.5
53.3

50.7
54.7

71.9
65.1

71.3

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

自然環境が良い

（％）ｎ

23.1
27.1

6.3
6.1

33.3
31.3
29.4

23.8
18.3

16.7
3.3

40.3
37.3

32.6
18.3

25.0

0 50 100

男性 （364)
女性 （505)

10歳代 （16)
20歳代 （33)
30歳代 （33)
40歳代 （48)
50歳代 （68）
60歳代 （84）

70歳以上 （82）

10歳代 （24）
20歳代 （30）
30歳代 （67）
40歳代 （75）
50歳代 （89）
60歳代 （109）

70歳以上 （108）

（％）

住宅の都合

ｎ

女
性

性
／
年
齢
別

性
別

男
性

21.2
22.8

50.0
24.2

21.2
29.2

19.1
17.9

14.6

50.0
63.3

28.4
17.3
19.1
17.4

13.9

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

（％）

治安がよい

ｎ

23.1
27.1

6.3
6.1

33.3
31.3
29.4

23.8
18.3

16.7
3.3

40.3
37.3

32.6
18.3

25.0

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

（％）

住宅の都合

ｎ

20.3
19.6

18.8
24.2
27.3

8.3
22.1
20.2
22.0

16.7
13.3
16.4

13.3
18.0

27.5
22.2

0 50 100

男性（364)
女性（505)

10歳代（16)
20歳代（33)
30歳代（33)
40歳代（48)
50歳代（68）
60歳代（84）

70歳以上（82）

10歳代（24）
20歳代（30）
30歳代（67）
40歳代（75）
50歳代（89）

60歳代（109）
70歳以上（108）

（％）

買い物の便がよい

ｎ

23.1
27.1

6.3
6.1

33.3
31.3
29.4

23.8
18.3

16.7
3.3

40.3
37.3

32.6
18.3

25.0

0 50 100

男性 （364)
女性 （505)

10歳代 （16)
20歳代 （33)
30歳代 （33)
40歳代 （48)
50歳代 （68）
60歳代 （84）

70歳以上 （82）

10歳代 （24）
20歳代 （30）
30歳代 （67）
40歳代 （75）
50歳代 （89）
60歳代 （109）

70歳以上 （108）

（％）

住宅の都合

ｎ

女
性

性
／
年
齢
別

性
別

男
性



〈住み続けたい理由〉 

26 

【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、「長年住みなれて愛着がある」は居住年数が長くなるにつれて高くなって

おり、“20年以上”では 55.2％となっている。 

居住地区別にみると、「長年住みなれて愛着がある」は、“第 10 地区”では 24.2％となり、全体

（37.4％）と比べて 13.2 ポイント低くなっている。「交通の便がよい」は、“第 4 地区”、“第 10 地

区”では４割以上となり、他の地区に比べて高くなっている。「治安がよい」は、“第 6 地区”が

33.8％となり、10 地区のうち唯一３割以上となっている。「買い物の便がよい」が２割以上となっ

ているのは、10地区中６地区となっている。（図１－１３） 

 

<図１－１３>居住年数別、居住地区別 
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（問３で「３」「４」と答えた方におたずねします。） 

問３－２【転居したい理由】 あなたが、そう思う理由は何ですか。 （○は３つまで） 

◇「交通の便が悪い」が 41.9％で最も多い 

転居したい理由は、「交通の便が悪い」が 41.9％で最も多く、次いで、「買い物の便が悪い」

(35.5％)、「仕事の都合」(21.5％)の順となっている。（図１－１４） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、前回調査と比較して、「交通の便が悪い」が 10.4 ポイント、「公共施設が

充実していない」が 9.3ポイント、「上下水道、道路などの都市機能が整っていない」が 8.6ポイン

トと、大幅に減少している。（図１－１４） 

 

<図１－１４>転居したい理由、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「交通の便が悪い」は、女性が 43.9％となり、男性（37.1％）より 6.8 ポイント高

くなっている。また、「仕事の都合」は 6.4ポイント、「住宅の都合」は7.7ポイント、それぞれ男性が

女性に比べて高くなっている。 

性／年齢別は回答者数が少ないため、参考とする。（図１－15） 

 

<図 1－15>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、“５年未満”では「買い物の便が悪い」が 50.0％、“10 年～19 年”では

「交通の便が悪い」が 56.3％とそれぞれ半数以上となっており、他の居住年数に比べて高くなっ

ている。 

居住地区別は回答者数が少ないため、参考とする。（図１－１６） 

 

<図１－１６>居住年数別、居住地区別 
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２ 生活環境について 

問４【生活環境評価】 あなたのお住まいの周辺の環境について、どの程度満足していますか。

（満足度５段階から選択、〇は各設問に１つ） 

◇『満足』は「緑の豊かさ」が 87.4％で最も多い 

「満足」と「やや満足」を合わせた『満足』について、「緑の豊かさ」(87.4％)、「水や大気の美しさ」

(71.1％)、「ごみの処理・収集」(68.1％)の順となっている。 

一方、「やや不満」と「不満」を合わせた『不満』については、「道路・歩道の整備」(27.3％)、「公

共交通の便」(20.5％)、「買い物の便」(18.2％)の順となっている。（図 2－1） 

 

<図 2－1>生活環境評価 
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(15)緑の豊かさ

(16)水や大気の美しさ

(7)ごみの処理・収集

(18)まちの清潔さ

(17)まちの静かさ（騒音・振動が少ない）

(2)買い物の便

(3)公共交通の便

(9)広場・公園設備

(8)医院・病院などの医療設備

(1)道路・歩道の整備

(6)防犯や風紀

(12)学校・図書館などの教育文化施設

(4)交通の安全

(10)子育て環境

(11)地域の集会施設

(19)地域の人たちの交流や活動

(5)災害への備え

(13)文化活動の充実度

(14)スポーツ活動の充実度

ｎ=1,123

（％）
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「満足」と「やや満足」の合計を『満足』、「やや不満」と「不満」の合計を『不満』として、それぞれの

上位５項目を列挙すると次のようになる。 

 

 

 

 

【時系列比較】（項目が変更されているため、参考値） 

時系列で比較すると、『満足』は、過去の調査においても「緑の豊かさ」が最も多くなっており、割

合は増加傾向で推移している。 

『不満』は、上位４項目が前回調査と同じになっているが、5 位が「医院・病院などの医療設備」

から「学校・図書館などの教育文化施設」となった。 

【平成 28 年度】 

 

 

 

 

【評価点（加重平均値）】 

 

生活環境の評価を比率でみるのとは別に、その比較をより明確にするために、加重平均値によ

る数量化を試みた。これは、下記の計算式にあるように、評価にそれぞれ点数を与え、評価点を算

出する方法である。 

 

 

評価点 ＝  

 

 

この算出方法では、評価点は＋10.00 点～▲10.00 点の間に分布し、中間点の 0.00 点を境

に、＋10.00 点に近くなるほど「満足」との評価は高くなり、逆に、▲10.00 点に近くなるほど「不

満」との評価が高くなる。（表２－１） 

 

これによる評価点の高いものと、低いものの上位５項目は次のようになっている。 

 

 

 

 

 

「満足」の回答者数×10点＋「やや満足」の回答者数×５点 

＋「やや不満」の回答者数×▲５点＋「不満」の回答者数×▲10点 

回答者数（無回答を除く） 

順位 順位
1 緑の豊かさ 87.4% 1 道路・歩道の整備 27.3%
2 水や大気の美しさ 71.1% 2 公共交通の便 20.5%
3 ごみの処理・収集 68.1% 3 買い物の便 18.2%
4 まちの清潔さ 67.6% 4 交通の安全 16.1%
5 まちの静かさ（騒音・振動が少ない） 66.8% 5 学校・図書館などの教育文化施設 13.0%

『満足』 『不満』

順位 順位
1 緑の豊かさ 83.9% 1 道路・歩道の整備 26.8%
2 ごみの処理・収集 77.2% 2 公共交通（電車・バス）の便 25.6%
3 買い物の便 61.7% 3 買い物の便 21.6%
4 公共交通（電車・バス）の便 56.0% 4 交通の安全 18.2%
5 医院・病院などの医療設備 54.6% 5 医院・病院などの医療設備 14.0%

『満足』 『不満』

順位 順位
1 緑の豊かさ +6.55 1 スポーツ活動の充実度 +0.87
2 水や大気の美しさ +4.74 2 文化活動の充実度 +0.90
3 まちの清潔さ +4.09 3 災害への備え +1.47
4 ごみの処理・収集 +3.98 4 道路・歩道の整備 +1.49
5 まちの静かさ（騒音・振動が少ない） +3.96 5 地域の集会施設 +1.76

『高いもの』 『低いもの』
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【評価点（加重平均値）】 

＜表２－１＞時系列比較・性別・性／年齢別・居住地区別 
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緑
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や
大
気
の
美
し
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ま
ち
の
静
か
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騒
音
・
振
動
が
少
な
い

）

ま
ち
の
清
潔
さ

地
域
の
人
た
ち
の
交
流
や
活
動

1.49 3.49 2.81 1.96 1.47 2.63 3.98 2.95 3.00 2.41 1.76 2.35 0.90 0.87 6.55 4.74 3.96 4.09 1.78

1.50 2.86 2.22 1.63 1.06 2.23 5.09 2.68 2.72 1.84 2.13 2.68 1.11 0.99 6.01 - - - 1.74

1.06 2.74 2.11 0.75 0.48 1.83 4.68 2.59 2.56 1.66 1.94 2.30 0.93 0.58 5.74 - - - 1.51

0.82 2.38 2.39 0.93 0.92 1.68 4.39 2.23 2.54 1.88 2.03 2.84 0.96 0.77 6.08 - - - 1.58

男性 1.29 3.92 3.57 1.69 1.62 2.77 3.82 3.22 3.05 2.60 1.89 2.65 1.00 0.89 6.26 4.72 3.93 3.93 1.78

女性 1.66 3.13 2.29 2.18 1.38 2.55 4.14 2.78 2.96 2.27 1.66 2.14 0.87 0.85 6.75 4.75 3.98 4.20 1.78

10歳代 2.95 2.95 3.18 3.41 4.32 3.18 4.32 3.64 4.09 4.55 2.95 5.23 3.41 2.27 5.91 5.68 4.55 5.23 3.41

20歳代 2.20 4.40 3.98 2.76 2.63 4.15 4.15 4.58 3.14 2.59 2.20 3.81 1.69 1.29 5.69 4.41 3.98 3.90 2.46

30歳代 0.34 3.86 2.91 ▲ 0.12 1.93 2.33 3.75 3.64 4.09 2.27 2.05 2.61 0.57 0.12 6.70 4.66 3.86 4.43 1.48

40歳代 1.81 4.24 3.14 2.03 2.12 3.79 3.31 2.59 3.31 2.37 2.03 2.54 0.76 0.68 7.37 4.92 4.07 4.58 2.03

50歳代 1.15 4.20 2.82 1.15 0.94 2.07 2.64 2.94 3.05 2.70 1.49 1.90 0.63 0.76 5.92 4.20 2.93 3.22 1.61

60歳代 0.41 3.57 4.29 1.39 0.82 2.50 3.61 2.84 2.99 2.79 1.21 1.89 0.00 0.58 6.53 5.00 4.49 3.51 1.19

70歳以上 1.48 3.79 3.94 2.02 1.29 2.27 5.22 3.09 2.13 2.07 2.36 2.90 1.80 1.29 5.82 4.78 4.06 4.10 1.74

10歳代 3.64 3.03 3.64 3.94 4.09 4.55 4.24 3.64 4.85 1.82 2.58 3.48 2.42 2.66 6.97 5.30 3.94 4.85 3.18

20歳代 1.43 2.14 1.94 2.55 1.43 3.57 2.65 3.37 2.76 1.22 1.12 1.12 0.20 0.61 6.77 4.39 3.88 4.08 0.41

30歳代 1.48 3.69 1.31 0.74 0.52 1.99 3.01 2.22 2.90 1.42 0.85 1.31 0.17 0.23 6.82 4.32 3.86 3.30 1.21

40歳代 2.07 3.40 2.77 2.42 2.37 2.66 3.82 3.21 3.35 3.17 2.50 2.55 1.12 0.69 6.91 4.68 4.20 4.73 2.29

50歳代 0.91 3.28 2.72 1.73 1.49 2.72 3.52 3.04 2.61 2.41 1.47 2.11 0.95 1.10 7.03 4.66 4.27 4.35 2.22

60歳代 1.46 3.13 1.69 1.77 0.67 2.16 4.57 1.81 3.03 2.32 1.56 1.94 0.71 0.99 6.22 4.80 3.28 4.06 1.42

70歳以上 1.82 2.70 2.71 3.28 1.09 2.11 5.85 3.17 2.48 2.54 1.84 2.76 1.04 0.60 6.77 5.21 4.39 4.27 1.90

第１地区 2.14 3.84 1.84 1.93 0.80 1.96 4.07 2.03 2.61 2.57 2.43 1.69 0.37 0.43 6.74 5.00 3.79 3.70 2.14

第２地区 0.04 1.78 1.96 0.81 1.62 2.46 4.62 2.78 3.80 2.84 1.78 2.88 0.72 0.74 7.13 5.56 4.03 4.75 2.25

第３地区 1.28 0.47 1.72 1.06 1.93 3.35 4.94 2.41 4.64 3.37 2.27 2.62 1.28 1.90 8.16 6.09 3.85 4.54 2.09

第４地区 2.01 4.62 4.05 2.21 1.45 2.56 3.91 3.16 1.86 1.74 1.82 3.41 1.53 1.16 5.56 4.44 3.27 3.57 1.58

第５地区 1.41 4.28 3.81 2.31 1.84 2.66 3.55 2.60 2.01 2.06 2.06 2.81 0.97 1.09 6.41 4.38 4.83 3.90 1.97

第６地区 1.10 4.04 1.73 1.40 1.14 2.89 4.16 2.47 2.95 2.65 1.10 1.65 0.37 0.18 6.33 4.64 4.22 4.16 1.69

第７地区 1.20 1.07 1.81 1.77 1.14 1.47 3.88 3.16 2.71 2.39 1.51 2.42 0.97 1.17 5.90 4.21 3.06 3.54 1.71

第８地区 1.12 4.85 2.56 1.91 1.36 2.77 3.38 2.78 3.17 2.15 1.76 1.74 1.08 0.87 5.91 4.06 3.95 3.98 1.70

第９地区 2.00 4.21 3.75 2.78 1.12 3.37 4.08 3.64 2.90 2.03 1.55 1.77 0.61 0.37 6.31 4.09 4.10 4.36 1.31

第10地区 3.98 5.30 4.34 3.43 2.29 3.48 3.51 4.58 4.58 2.93 1.20 1.90 0.84 0.24 7.86 5.60 4.70 4.40 1.51

平成２２年度

令和３年度

居
住
地
区

性
別

年
齢
別

男
性

女
性

平成28年度

平成２４年度
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【市全体と地区別の評価点（加重平均値）】 

１９項目の評価点を、地区ごとに市全体と対比させたグラフが次のとおりとなる。 

 
 

○第 1 地区 

（中島町、栄町１～３丁目、小川町１丁目 73～741、2488～2599、上水新町１丁目） 

【＋】16 項目中 8 項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「地域の集会施設」で

0.67ポイント上回っている。 

【－】特に、「公共交通の便」が 0.97 ポイント、「医院・病院などの医療設備」が 0.92 ポイント下

回っている。（図２－2） 
 

<図 2－2>第１地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 2 地区（小川西町１～５丁目、小川町１丁目（上記以外の地区）） 

【＋】16項目中 11項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「水や大気の美しさ」で

0.82ポイント上回っている。 

【－】特に、「買い物の便」が 1.71 ポイント、「道路・歩道の整備」が 1.45 ポイント下回っている。

（図２－3） 
 

<図 2－３>第２地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【+】 市全体を上回るもの／【－】 市全体を下回るもの 
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○第 3 地区（たかの台、津田町１～３丁目、上水新町２・３丁目、上水本町１～３丁目） 

【＋】16 項目中 13 項目が、市全体を上回っている。特に「広場・公園設備」が 1.64 ポイント、

「緑の豊かさ」が 1.61ポイント上回っている。 

【－】最も差が大きいのは「買い物の便」で、3.02ポイントと大きく下回っている。（図２－４） 

 

<図 2－４>第３地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 4 地区（小川東町及び小川東町１～５丁目、小川町２丁目、仲町） 

【＋】16 項目中 9 項目が、市全体を上回っている。特に「公共交通の便」が 1.24 ポイント、「買

い物の便」が 1.13ポイント上回っている。 

【－】特に、「広場・公園設備」が 1.14ポイント、「緑の豊かさ」が 0.99ポイント下回っている。 

（図２－５） 

 

<図 2－５>第４地区 
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○第 5 地区（学園西町１～３丁目、学園東町及び学園東町１～３丁目、喜平町１～３丁目） 

【＋】16 項目中 11 項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「公共交通の便」で

1.00ポイント上回っている。 

【－】最も差が大きいのは「広場・公園設備」で、0.99ポイント下回っている。（図２－６） 

 

<図 2－６>第５地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 6 地区（上水本町４～６丁目、上水南町１～４丁目） 

【＋】16 項目中 6 項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「買い物の便」で 0.55

ポイント上回っている。 

【－】最も差が大きいのは「公共交通の便」で、1.08ポイント下回っている。（図２－７） 

 

<図 2－７>第６地区 
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○第７地区（美園町１～３丁目、大沼町１～７丁目、天神町１～４丁目） 

【＋】16項目中 4項目が市全体を上回っているが、大きな差があるものはみられない。 

【－】最も差が大きいのは「買い物の便」で、2.42ポイントと大きく下回っている。（図２－８） 

 

<図 2－８>第７地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 8 地区（鈴木町１・２丁目、回田町、御幸町） 

【＋】16項目中４項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「買い物の便」で 1.36ポ

イント上回っている。 

【－】特に、「水や大気の美しさ」が 0.68ポイント、「緑の豊かさ」が 0.64ポイント下回っている。

（図２－９） 

 

<図 2－９>第８地区 
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○第 9 地区（花小金井２～８丁目） 

【＋】16 項目中 9 項目が、市全体を上回っている。最も差が大きいのは「公共交通の便」で

0.94ポイント上回っている。 

【－】最も差が大きいのは「水や大気の美しさ」で、0.65ポイント下回っている。（図２－１0） 

 

<図 2－10>第９地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 10 地区（花小金井１丁目、花小金井南町１～３丁目） 

【＋】16項目中 13項目が、市全体を上回っている。特に「道路・歩道の整備」が 2.49ポイント、

「買い物の便」が 1.81ポイント上回っている。 

【－】最も差が大きいのは「スポーツ活動の充実度」で、0.63ポイント下回っている。（図２－１１） 

 

<図 2－1１>第 10 地区 
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3 安全・安心について 

問５【日頃の地震対策】 あなたのご家庭では、大地震が起きた際に、ご自分たちの身を守るた

め、日頃、何か備えや対策を行っていますか。（○は１つ） 

◇『行っている』が６割強 

日頃の地震対策について、「行っている」（13.0％）と「少しは行っている」（53.4％）を合わせた

『行っている』については 66.4％となっている。 

一方、「ほとんど行っていない」（23.3％）と「行っていない」（6.1％）を合わせた『行っていない』

は 29.4％となっている。（図３－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『行っていない』は前回調査（33.6％）より 4.2ポイント減少している。 

（図３－１） 

 

<図３－１>日頃の地震対策、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『行っている』は男性が 64.1％、女性が 68.0％で大きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『行っている』は男女ともに“40 歳代”が最も多く、男性は 76.7％、女性

は 70.8％となり、防災意識の高さがうかがえる。一方、『行っていない』は男性では“20 歳代”が

39.0％、女性では“30歳代”が 38.7％で最も多くなっている。（図３－２） 

 

<図３－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『行っていない』の割合は、居住年数が長くなるにつれて低くなっており、

最も低い“20 年以上”（27.1％）と、最も高い“５年未満”（37.3％）では、10.2 ポイントの差があ

る。 

居住地区別にみると、『行っている』が最も多いのは“第３地区”の 75.8％となり、次いで“第２

地区”（72.2％）、“第 10 地区”（71.5％）の順となっている。一方、『行っていない』が最も多いの

は“第９地区”の 34.3％となっている。（図３―３） 

 

<図３－３>居住年数別、居住地区別 
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（問５で「１」「２」と答えた方におたずねします。） 

問５－１【家庭での地震対策】 あなたのご家庭では、どのような地震対策をしていますか。 

（○はいくつでも可） 

◇「食料品（飲料水含む）などの備蓄をしている」が 83.0％で最も多い 

家庭での地震対策は、「食料品（飲料水含む）などの備蓄をしている」が 83.0％で最も多く、次

いで、「避難場所や避難所の場所を確認している」（58.4％）、「家具転倒防止対策など、家の中の

地震対策をしている」（50.1％）の順となっている。（図３－４） 

 

<図３－４>家庭での地震対策 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「災害時の避難袋（持ち出し袋）を用意している」、「防災・防犯緊急メールマガジ

ンなどを登録し、災害情報の入手手段を確保している」の割合は、女性が男性に比べ５.0 ポイント

以上高くなっている。 

性／年齢別にみると、男女ともに“10 歳代”では「災害時の家族との連絡手段を確認している」

が他の年代に比べて高くなっている。また、「避難場所や避難所の場所を確認している」は、男性

では“70 歳以上”が 45.5％、女性では“20 歳代が 43.8％で最も少なく、その他の年代では男

女ともに過半数となっている。（図３－５） 

 

<図３－５>性別、性／年齢別 
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（問５－１で「１」と答えた方におたずねします。） 

問５－２【家庭内で備蓄している品目】 家庭内で備蓄を行っている品目は、次のうちどれです

か。 （〇はいくつでも可） 

◇「飲料水」が 92.7％で最も多い 

家庭内で備蓄している品目は、「飲料水」が 92.7％で最も多く、次いで、「食料品（アルファ化米、

缶詰など）」（78.8％）、「衛生用品（消毒液、マスク、せっけん、ティッシュ、生理用品、おむつ、歯ブ

ラシなど）」（60.9％）の順となっている。（図３―６） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「緊急医療品、常備薬」以外の品目は、前回調査と比べて増加している。

最も増えたのは「使い捨てトイレ」（45.9％）で、前回調査（30.8％）より 15.1 ポイント増加してい

る。（図３―６） 

※前回調査では、地震対策を『行っている』人に対して調査が行われたが、今回調査では備蓄

をしている人に対して、品目を問う設問に変更。 

 

<図３－６>家庭内で備蓄している品目、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、家庭内で備蓄している品目のうち「衛生用品（消毒液、マスク、せっけん、ティッ

シュ、生理用品、おむつ、歯ブラシなど）」、「使い捨てトイレ」の割合は、女性が男性に比べ 15.0 ポ

イント以上高くなっている。 

性／年齢別にみると、「食料品（アルファ化米、缶詰など）」は、男性の“70 歳以上”が 61.7％で

最も少なく、その他の年代では男女ともに７割を超えている。 

「衛生用品（消毒液、マスク、せっけん、ティッシュ、生理用品、おむつ、歯ブラシなど）」の 40 歳

以上の割合をみると、男性は半数以下となっているが、女性では６割以上となっており、それぞれ

差がみられる。（図３―７） 

 

<図３－７>性別、性／年齢別 
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（問５－１で「１」と答えた方におたずねします。） 

問５－３【飲料水や食品の備蓄量】 どれくらいの量の飲料水や食品を備蓄していますか。 

（〇は１つ） 

◇「３日分」が 42.5％で最も多い 

飲料水や食品の備蓄量は、「３日分」が 42.5％で最も多く、次いで、「２日分」(21.0％)、「４日

分以上７日分未満」(17.8％)の順となっている。（図３－８） 

 

<図３―８>飲料水や食品の備蓄量 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「３日分」が男女ともに４割以上で最も多くなっている。「３日分」は女性に比べ男

性が、「４日分以上７日分未満」では男性に比べ女性が、それぞれ５ポイント以上高くなっている。 

性／年齢別にみると、男女とも“10 歳代”では「２日分」が 33.3％で最も多くなっている。また、

「１日分以上」では女性の“20 歳代”、「７日分以上」では男性の“60 歳代”が他の年代に比べて高

くなっている。（図３－９） 

 

<図３－９>性別、性／年齢別 
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問６【必要な防災情報】 あなたは市からどのような防災情報を得たいですか。 

（○はいくつでも可） 

◇「災害時の情報提供や広報について」が 77.8％で最も多い 

必要な防災情報は、「災害時の情報提供や広報について」が77.8％で最も多く、次いで、「食料

の備蓄など日頃の防災対策について」(53.3％)、「要配慮者（高齢者や障がい者など災害時に支

援を必要とする方）の防災行動について」(22.3％)の順となっている。（図３－10） 

 

<図３－10>必要な防災情報 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図３－10）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、女性の“20 歳代”では「食料の備蓄など日頃の防災対策について」が

77.6％で最も多く、他の年代に比べて高くなっている。また、「要配慮者（高齢者や障がい者など

災害時に支援を必要とする方）の防災行動について」は、男女ともに“70 歳代”が全体（22.3％）

に比べて 10ポイント以上高くなっている。（図３―11） 

 

<図３－11>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、いずれの年数でも「災害時の情報提供や広報について」が７割以上で最

も多くなっている。また、“20 年以上”では「要配慮者（高齢者や障がい者など災害時に支援を必

要とする方）の防災行動について」の割合が、他の年数に比べてやや高くなっている。 

居住地区別にみると、いずれの地区でも「災害時の情報提供や広報について」が７割以上で最

も多く、全体（図３－10）の傾向と大きな違いはみられない。（図３―12） 

 

<図３－12>居住年数別、居住地区別 
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【地震対策の有無別】 

地震対策の有無別にみると、必要な防災情報のうち「災害時の情報提供や広報について」と答

えた人の割合は、地震対策を“行っている”人が、“行っていない”人に比べ、11.2 ポイント高くなっ

ている。(図３－１３) 

 

<図３－１３>地震対策の有無別 
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４ 市民相談について 

問７【市民相談窓口の認知度】 あなたは、小平市で行っている市民相談窓口を知っています 

か。 （〇は１つ） 

◇『知っている』が約７割 

市民相談窓口の認知度について、「少しは知っている」が 45.4％で最も多く、次いで、「知らな

かった」(29.2％)、「知っている」(23.5％)の順となっている。（図４－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「少しは知っている」と「知っている」を合わせた『知っている』（68.9％）は、

前回調査（78.1％）から 9.2 ポイント減少したものの、７割近くの人が市民相談窓口を認知してい

る。（図４－１） 

 

<図４－１>市民相談窓口の認知度、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「知らなかった」の割合は男性が35.2％となり、女性（24.8％）に比べて 10.4ポ

イント高くなっている。 

性／年齢別にみると、男性の 40 歳代以下、女性の 30 歳代以下では「知らなかった」が最も多

くなっており、特に男性の 20歳代以下、女性の“10歳代”では６割以上となっている。 

『知っている』は、男性の“70 歳以上”、女性の“40 歳代”、60 歳代以上で８割を超えている。

（図４－２） 

 

<図４－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、『知っている』の割合は、居住年数が長くなるにつれて高くなっており、最

も高い“20年以上”（76.4％）と、最も低い“５年未満”（53.4％）では、23.0ポイントの差がある。

（図４－３） 

 

<図４－３>居住年数別 
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５ 教育について 

問８【教育環境の充実度】 あなたは、小平市の小・中学校の教育環境が、充実していると思い 

ますか。 （○は１つ） 

◇『充実している』は 35.0％ 

教育環境の充実度について、「充実していると思う」(6.2％)と「どちらかといえば充実している

と思う」(28.8％)を合わせた『充実している』については 35.0％となっている。 

一方、「どちらかといえば充実していないと思う」(11.8％)と「充実していないと思う」(3.7％)を

合わせた『充実していない』は 15.5％となっている。 

なお、「どちらともいえない（わからない）」は 46.6％である。（図５－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『充実していると思う』は増加傾向にある一方、「どちらかといえば充実し

ていると思う」は前回調査（34.0％）より 5.2ポイント減少した。 

また、「どちらともいえない（わからない）」は前回調査（41.6％）より 5.0ポイント増加した。 

（図５－１） 

 

<図５－１>教育環境の充実度、時系列比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『充実している』 『充実していない』 

充実している

と思う

6.2

5.5

4.5

どちらかといえば

充実していると思う

28.8

34.0

32.8

どちらかといえば

充実していないと思う

11.8

11.7

11.6

充実していないと

思う

3.7

3.3

4.8

どちらともいえない

（わからない）

46.6

41.6

44.4

無回答

2.9

3.8

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

平成24年度(1,009)

(%)

ｎ

充実している

と思う

6.2

5.5

4.5

どちらかといえば

充実していると思う

28.8

34.0

32.8

どちらかといえば

充実していないと思う

11.8

11.7

11.6

充実していない

と思う

3.7

3.3

4.8

どちらともいえない

（わからない）

46.6

41.6

44.4

無回答

2.9

3.8

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

平成24年度 (1,009)

(%)

ｎ



〈教育環境の充実度〉 

55 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『充実している』の割合は、男性が 37.9％となり、女性（32.9％）に比べて 5.0

ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、男女ともに“10 歳代”では「どちらかといえば充実していると思う」が４割

強で最も多く、『充実している』の割合も６割以上となり、他の年代に比べて高くなっている。 

（図５－２） 

 

<図５－２>性別、性／年齢別 
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６ 文化・歴史について 

問９【歴史遺産への関心度】 あなたは、小平ふるさと村、鈴木遺跡、鈴木ばやしといった小平 

市の歴史遺産に関心がありますか。（○は１つ） 

◇『関心がある』が過半数 

歴史遺産への関心度について、「関心がある」（11.9％）と「どちらかといえば関心がある」

（42.6％）を合わせた『関心がある』は 54.5％となっている。 

一方、「どちらかといえば関心がない」（30.6％）と「関心がない」（13.5％）を合わせた『関心が

ない』は 44.1％となっている。（図６－１） 

 

<時系列比較> 

時系列で比較すると、『関心がある』は前回調査（48.9％）より5.6ポイント増加した。（図６－１） 

 

<図６－１>歴史遺産への関心度、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、関心は半々程度で全体（図６－１）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、『関心がある』は、男性の“40 歳代”と 60 歳代以上、女性の 50 歳代以

上で６割前後となり、関心の高さがうかがえる。一方、男性の“20 歳代”では「関心がない」が

37.3％で最も多くなっており、『関心がない』の割合も66.1％となり、全体（44.1％）に比べて高く

なっている。（図６－２） 

 

<図６－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『関心がある』の割合は、居住年数が長くなるにつれ高くなる傾向にあり、

最も高い“20 年以上”（55.9％）と、最も低い“５年未満”（50.7％）では、5.2 ポイントの差がある。 

居住地区別にみると、『関心がある』は“第８地区”が 65.2％で最も多く、次いで“第 10 地区”

（64.3％）となっている。なお、『関心がある』はすべての地区で４割以上となっている。（図６－３） 

 

<図６－３>居住年数別、居住地区別 
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７ 環境・ごみ処理について 

問１０【ごみ減量やリサイクルに対する取組】 あなたは、日頃からごみ減量やリサイクルに、取 

り組んでいますか。 （〇は１つ） 

◇『取り組んでいる』は８割強 

ごみ減量やリサイクルに対する取組について、「常に意識を持ち、積極的に取り組んでいる」

（28.9％）と「意識があり、ある程度取り組んでいる」（56.0％）を合わせた『取り組んでいる』は

84.9％となっている。 

一方、「意識はあるが、特に取り組んではいない」（10.7％）と「特に意識しておらず、取り組んで

いない」（2.1％）を合わせた『取り組んでいない』は 12.8％となっている。（図７－１） 

 

<時系列比較> 

時系列で比較すると、『取り組んでいる』については、前回調査（74.3％）から 10.6 ポイント増

加し、ごみ減量やリサイクル意識が向上し、取り組んでいることがわかる。（図７－１） 

 

<図７－１>ごみ減量やリサイクルに対する取組、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『取り組んでいる』の割合は、女性が 86.9％となり、男性（81.9％）と比べて 5.0

ポイント高くなっている。特に、「常に意識を持ち、積極的に取り組んでいる」が、女性が 31.8％に

対し、男性が 24.3％となり、7.5ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、『取り組んでいる』は、男女ともに“60歳代”が最も多く、男性が 87.8％、

女性が 95.3％となり、意識の高さがうかがえる。一方、『取り組んでいない』は、男性では“10 歳

代”が 22.7％、女性では“20歳代”が 24.5％で他の年代に比べて高くなっている。（図７－２） 

 

<図７－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『取り組んでいる』はいずれの年数でも８割を超えており、最も多いのは

“10～19年”の 87.4％となっている。 

居住地区別にみると、『取り組んでいる』はすべての地区で８割を超えており、“第 2 地区”が

89.7％で最も多く、次いで“第 8地区”（88.9％）となっている。（図７－３） 

 

<図７－３>居住年数別、居住地区別 
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８ 多様な生き方の尊重について 

問１１【男女共同参画社会の実現度】 あなたは、男女共同参画社会が実現されていると思いま 

すか。 （○は１つ） 

◇『そう思う』は 3 割弱 

男女共同参画社会の実現度について、「そう思う」（4.0％）と「どちらかといえばそう思う」

（23.0％）を合わせた『そう思う』は 27.0％となっている。 

一方、「どちらかといえばそう思わない」（28.8％）と「そう思わない」（14.6％）を合わせた『そう

思わない』は 43.4％となっている。（図８－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『そう思う』については、前回調査（34.0％）から 7.0 ポイント減少し、「ど

ちらともいえない（わからない）」が前回調査（21.7％）から 4.9ポイント増加した。（図８－１） 

 

<図８－１>男女共同参画社会の実現度、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『そう思う』の割合は、男性が 33.1％となり、女性（22.4％）に比べて 10.7 ポイ

ント高い一方、『そう思わない』の割合は、女性が 48.3％で、男性（36.7％）に比べて 11.6 ポイン

ト高く、それぞれに差がみられる。 

性／年齢別にみると、『そう思う』は男女ともに“10歳代”が最も多く、男性では40.9％、女性で

は 36.4％となっている。『そう思わない』は、男性では“50歳代”が 43.7％、女性では“60歳代”

が 54.7％で最も多く、女性では“60歳代”のほか、“30歳代”、“40歳代”でも過半数となってい

る。（図８－２） 

 

<図８－２>性別、性／年齢別 
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13.6 

16.9 

23.4 

18.3 

34.5 

23.5 

24.0 

30.3 

20.4 

26.1 

37.5 

35.9 

40.6 

28.9 

そう思わない

13.0 

15.4 

9.1 

13.6 

17.0 

13.3 

9.2 

14.3 

13.5 

15.2 

22.4 

26.1 

15.6 

12.8 

14.1 

9.4 

どちらともいえない

（わからない）

26.4 

26.9 

31.8 

28.8 

19.1 

36.7 

33.3 

19.4 

21.9 

15.2 

28.6 

23.9 

24.0 

29.1 

28.1 

30.5 

無回答

3.8 

2.3 

4.5 

3.4 

4.3 

5.0 

4.6 

3.1 

3.1 

3.0 

2.0 

-

-

0.9 

0.8 

8.6 
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女性（642)
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30歳代（47)

40歳代（60)
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ｎ
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と思う

7.0 
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充実していると思う
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24.1 

34.7 

31.3 
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21.6 
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31.6 

24.2 

25.0 

どちらかといえば

充実していないと思う

12.8 

10.9 

4.5 

6.8 

10.6 

18.3 

18.4 

14.3 

9.4 

12.1 

6.1 

13.6 

20.8 

12.8 

8.6 

3.9 

充実していない

と思う

3.6 

3.7 

4.5 

1.7 

4.3 

5.0 

5.7 

3.1 

2.1 

6.1 

2.0 

4.5 

7.3 

5.1 

1.6 

1.6 

どちらともいえない

（わからない）

43.1 

49.4 

22.7 

40.7 

55.3 

48.3 

43.7 

35.7 

46.9 

15.2 

59.2 

58.0 

31.3 

47.0 

60.9 

53.1 

無回答

2.6 

3.1 

-

-

-

1.7 

1.1 

5.1 

5.2 

2.0 

-

-

-

3.1 
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ｎ

（％）

-
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年
齢
別 

性
別 

女性 

男性 
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９ スポーツについて 

問１２【健康づくりのための運動を行う頻度】 あなたは、健康づくりのために、どのくらいの頻

度で運動（軽い体操、散歩などを含む）を行っていますか。 （○は１つ） 

◇『週に１回以上運動している』人が約６割 

健康づくりのための運動を行う頻度は、「週に１～２回程度」が 24.9％で最も多く、次いで、「ほ

とんど、またはまったく運動していない」（24.0％）、「ほぼ毎日」（19.1％）の順となっている。 

「月に２～３回程度」、「ほとんど、またはまったく運動していない」、「無回答」を除く『週に１回以

上運動している』が 59.9％となっている。（図９－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『週に１回以上運動している』については減少傾向にあり、前回調査

（63.4％）から 3.5ポイント減少した。（図９－１） 

 

<図９－１>健康づくりのための運動を行う頻度、時系列比較 
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程度

24.9

24.3

22.3

月に２～３回

程度

13.6

14.3

12.1

ほとんど、または

まったく運動していない

24.0

20.8

23.3

無回答

2.5
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23.3
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19.1

20.9

22.4

週に３～４回
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無回答
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平成24年度 (1,009)

(%)
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『週に１回以上運動している』は、男性が63.7％で、女性（57.2％）に比べて6.5

ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、『週に１回以上運動している』は、男性では“70 歳以上”が 72.0％、女性

では“60歳代”が68.8％で最も多くなっている。なお、「ほとんど、またはまったく運動していない」

は、男性の“40歳代”、女性の“20歳代”、“40歳代”で３割以上となっている。（図９－２） 

 

<図９－２>性別、性／年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『週に１回以上運動している』 

ほぼ毎日

19.6 

18.5 

27.3 
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程度

25.8 

24.5 
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24.5 
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21.9 

23.9 

25.0 

24.2 

月に２～３回

程度

11.9 

15.0 

13.6 

11.9 

10.6 

8.3 

16.1 

11.2 

11.5 

27.3 

14.3 

20.5 

13.5 

21.4 

9.4 

9.4 

ほとんど、または

まったく運動していない

20.7 

26.3 

13.6 

15.3 

19.1 

33.3 

25.3 
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14.6 

18.2 

32.7 

27.3 

35.4 

27.4 

21.1 

21.9 

無回答
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ｎ

（％）
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18.2 

12.5 

16.2 

25.0 
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週に３～４回

程度

18.3 

14.2 

22.7 
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19.1 

13.3 

11.5 

22.4 

21.9 

12.1 

8.2 
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16.7 

10.3 

18.8 

18.8 

週に１～２回

程度

25.8 

24.5 

18.2 

39.0 

27.7 

26.7 

31.0 
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27.3 

21.9 
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25.0 
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月に２～３回

程度

11.9 
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11.9 

10.6 

8.3 

16.1 

11.2 

11.5 

27.3 

14.3 

20.5 

13.5 

21.4 

9.4 

9.4 

ほとんど、または

まったく運動していない

20.7 

26.3 
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15.3 
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33.3 

25.3 

20.4 

14.6 

18.2 

32.7 

27.3 

35.4 

27.4 

21.1 

21.9 

無回答
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1.6 

4.5 

5.1 

4.3 

3.3 

4.6 

3.1 

2.1 

2.0 

-

-
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40歳代 （96）

50歳代 （117）
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<居住地区別> 

居住地区別にみると、『週に１回以上運動している』は“第 10 地区”が 70.2％で最も多く、次い

で“第 9地区”（63.7％）、“第 5地区”（63.0％）の順となっている。（図９－３） 

 

<図９－３>居住地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『週に１回以上運動している』 

ほぼ毎日

14.3

22.2

16.1

16.5

20.5

21.2

17.9

19.3

20.6

19.0

週に３～４回

程度

14.3

9.5

18.4

21.1

15.1

16.5

14.6

15.6

14.7

22.6

週に１～２回

程度

34.3

27.0

17.2

16.5

27.4

22.4

24.4

24.4

28.4

28.6

月に２～３回

程度

7.1

16.7

19.5

18.0

14.4

9.4

15.4

11.9

13.7

8.3

ほとんど、または

まったく運動していない

27.1

23.8

27.6

24.1

21.9

29.4

24.4

26.7

19.6

17.9

無回答

2.9

0.8

1.1

3.8

0.7

1.2

3.3

2.2
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第２地区（126）

第３地区（87）
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第５地区（146）
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第９地区（102）

第10地区（84）

(%)

ｎ

ほぼ毎日
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22.2

16.1

16.5

20.5
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週に３～４回
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16.5
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15.6
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週に１～２回

程度
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27.0

17.2

16.5

27.4

22.4

24.4

24.4

28.4

28.6

月に２～３回

程度

7.1

16.7

19.5

18.0

14.4

9.4

15.4

11.9

13.7

8.3

ほとんど、または

まったく運動していない

27.1

23.8

27.6

24.1

21.9

29.4

24.4

26.7

19.6

17.9

無回答

2.9

0.8

1.1

3.8

0.7

1.2

3.3

2.2

2.9

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

第１地区 （70）

第２地区 （126）

第３地区 （87）

第４地区 （133）
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第６地区 （85）

第７地区 （123）

第８地区 （135）

第９地区 （102）

第10地区 （84）

(%)

ｎ
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問１３【スポーツに関するボランティア活動の意向】 あなたはこの 1 年間に運動やスポーツ、昔

あそび（学校支援含む）などの指導や大会の運営などのスポーツに関するボランティア活動を

しましたか。 （〇は１つ） 

◇「スポーツに関するボランティア活動をしたいと思わない」が 67.8％で最も多い 

スポーツに関するボランティア活動の意向は、「スポーツに関するボランティア活動をしたいと思

わない」が 67.8％で最も多く、次いで、「これまでスポーツに関するボランティア活動をしたことは

ないが、してみたいと思う」（24.1％）、「スポーツに関するボランティア活動をした」（4.0％）の順と

なっている。（図９－４） 

 

<図９－４>スポーツに関するボランティア活動の意向 
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充実していると思う
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34.0
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どちらかといえば

充実していないと思う
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と思う
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どちらともいえない

（わからない）
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図９－４）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、「スポーツに関するボランティア活動をした」は男性の“10 歳代”が

13.6％で最も多く、男女を通して唯一１割を超えている。「これまでスポーツに関するボランティア

活動をしたことはないが、してみたいと思う」は、男性では“40 歳代”が 31.7％、女性では“10 歳

代”が 36.4％で最も多くなっている。（図９－５） 

 

<図９－５>性別、性／年齢別 
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男性 （469)

女性 （642)

10歳代 （22)

20歳代 （59)

30歳代 （47)

40歳代 （60)

50歳代 （87）

60歳代 （98）

70歳以上 （96）

10歳代 （33）

20歳代 （49）

30歳代 （88）

40歳代 （96）

50歳代 （117）

60歳代 （128）

70歳以上 （128）

ｎ

（％）

性
／
年
齢
別 

性
別 

男性 

女性 
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10 産業について 

問１４【市内での買い物状況】 あなたは、日頃、小平市内の店舗で買い物をしていますか。 

（○は１つ） 

◇『買い物をしている』が８割強 

市内での買い物状況について、「よく買い物をしている」（56.4％）と「だいたい買い物をしてい

る」（25.2％）を合わせた『買い物をしている』は 81.6％となっている。 

一方、「あまり買い物をしていない」（12.6％）と「ほとんど買い物をしていない」（3.7％）を合わ

せた『買い物をしていない』は 16.3％となっている。（図 10－1） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「よく買い物をしている」については増加傾向にあり、前回調査（53.3％）

から 3.1ポイント増加した。 

 

<図１０－１>市内での買い物状況、時系列比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている

13.0

10.1

少しは

行っている

53.4

55.2

ほとんど行って

いない

23.3

29.1

行っていない

6.1

4.5

無回答

4.2

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

ｎ

（％）

よく買い物を

している

56.4

53.3

50.3

だいたい買い物を

している

25.2

29.3

30.4

あまり買い物を

していない

12.6

11.9

14.8

ほとんど買い物を

していない

3.7

3.7

4.2

無回答

2.1

1.7

0.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

平成24年度(1,009)

ｎ

（％）

『買い物をしている』 『買い物をしていない』 

充実している

と思う

6.2

5.5

4.5

どちらかといえば

充実していると思う

28.8

34.0

32.8

どちらかといえば

充実していないと思う

11.8

11.7

11.6

充実していない

と思う

3.7

3.3

4.8

どちらともいえない

（わからない）

46.6

41.6

44.4

無回答

2.9

3.8

2.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

平成24年度 (1,009)

(%)

ｎ



〈市内での買い物状況〉 

70 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、市内で『買い物をしている』は、男女ともに約８割で大きな差はみられないが、「よ

く買い物をしている」は、女性が 59.2％で、男性（52.2％）に比べて 7.0ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、『買い物をしている』は、男性の 30歳代以上、女性の“30歳代”と 50歳

代以上で８割を超えている。一方、『買い物をしていない』は、男性の“20歳代”、女性の“10歳代”

で 3割以上となり、他の年代に比べて高くなっている。（図 10－２） 

 

<図 10－２>性別、性／年齢別 
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よく買い物を
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52.2 

59.2 

40.9 

50.8 

66.0 

56.7 

51.7 

49.0 

50.0 

36.4 

65.3 

63.6 

51.0 

65.0 

61.7 

57.0 

だいたい買い物を

している

28.1 

22.9 

36.4 

15.3 

19.1 

23.3 

28.7 

38.8 

30.2 

33.3 

12.2 

21.6 

27.1 

20.5 

24.2 

23.4 

あまり買い物を

していない

13.2 

12.3 

13.6 

23.7 

10.6 

16.7 

12.6 

7.1 

12.5 

27.3 

16.3 

8.0 

16.7 

12.0 

10.2 

9.4 

ほとんど買い物を

していない

3.0 

4.4 

4.5 

8.5 

-

-

1.1 

2.0 

5.2 

3.0 

4.1 

6.8 

4.2 

1.7 

3.9 

6.3 

無回答

3.4 

1.2 

4.5 

1.7 

4.3 

3.3 

5.7 

3.1 

2.1 

-

2.0 

-

1.0 

0.9 

-

3.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性（469)

女性（642)

10歳代（22)

20歳代（59)

30歳代（47)

40歳代（60)

50歳代（87）

60歳代（98）

70歳以上（96）

10歳代（33）

20歳代（49）

30歳代（88）

40歳代（96）

50歳代（117）

60歳代（128）

70歳以上（128）

ｎ

（％）

スポーツに関するボランティア

活動をした

4.3 

3.7 

13.6 

1.7 

2.1 

1.7 

5.7 

4.1 

5.2 

-

2.0 

2.3 

6.3 

3.4 

2.3 

6.3 

これまでスポーツに関する

ボランティア活動をしたことはないが、

してみたいと思う

25.8 

22.9 

27.3 

25.4 

25.5 

31.7 

21.8 

28.6 

22.9 

36.4 

22.4 

19.3 

28.1 

29.9 

22.7 

12.5 

スポーツに関するボランティア活動を

したいと思わない

65.7 

69.6 

54.5 

69.5 

68.1 

61.7 

67.8 

63.3 

67.7 

60.6 

73.5 

78.4 

64.6 

65.0 

71.9 

69.5 

無回答

4.3 

3.7 

4.5 

3.4 

4.3 

5.0 

4.6 

4.1 

4.2 

3.0 

2.0 

-

1.0 

1.7 

3.1 

11.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 （469)

女性 （642)

10歳代 （22)

20歳代 （59)

30歳代 （47)

40歳代 （60)

50歳代 （87）

60歳代 （98）

70歳以上 （96）

10歳代 （33）

20歳代 （49）

30歳代 （88）

40歳代 （96）

50歳代 （117）

60歳代 （128）

70歳以上 （128）

ｎ

（％）

性
／
年
齢
別 

性
別 

男性 

女性 
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【居住年数、居住地区】 

居住年数別にみると、全体（図 10－1）の傾向と大きな違いはみられない。 

居住地区別にみると、『買い物をしている』は“第 5 地区”が 93.2％で最も多く、次いで“第 10

地区”（89.3％）、“第 8 地区”（88.1％）の順となっている。一方、『買い物をしていない』が最も多

いのは“第 6地区”の 33.0％となっている。（図 10－３） 

 

<図 10－３>居住年数、居住地区 
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住
年
数 

居
住
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区
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『買い物をしている』 『買い物をしていない』 

よく買い物を

している

62.7 

59.2 

55.5 

54.4 

44.3 

50.0 

47.1 

60.9 

65.1 

44.7 

51.2 

63.7 

60.8 

66.7 

だいたい買い物を

している

21.3 

24.8 

24.4 

26.8 

31.4 

24.6 

25.3 

23.3 

28.1 

21.2 

23.6 

24.4 

25.5 

22.6 

あまり買い物を

していない

12.7 

9.6 

15.5 

12.3 

17.1 

22.2 

21.8 

7.5 

4.1 

21.2 

18.7 

7.4 

8.8 

4.8 

ほとんど買い物を

していない

2.7 

4.8 

2.5 

4.4 

4.3 

2.4 

5.7 

3.8 

2.1 

11.8 

4.1 

3.0 

2.0 

2.4 

無回答

0.7 

1.6 

2.1 

2.2 

2.9 

0.8 

-

4.5 

0.7 

1.2 

2.4 

1.5 

2.9 

3.6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５年未満（150）

５年～９年（125）

10年～19年（238）

20年以上（594）

第１地区（70）

第２地区（126）

第３地区（87）

第４地区（133）

第５地区（146）

第６地区（85）

第７地区（123）

第８地区（135）

第９地区（102）

第10地区（84）

ｎ

（％）

行っている

15.3

12.0

15.1

11.8

10.0

12.7

19.5

11.3

13.0

12.9

7.3

14.1

11.8

16.7

少しは行って

いる

46.7

50.4

53.8

55.9

60.0

59.5

56.3

54.9

49.3

50.6

54.5

50.4

52.0

54.8

ほとんど行って

いない

21.3

26.4

23.5

23.1

22.9

16.7

18.4

20.3

24.7

27.1

26.8

30.4

25.5

21.4

行っていない

16.0

7.2

4.6

4.0

2.9

5.6

3.4

9.0

6.8

5.9

7.3

3.0

8.8

4.8

無回答

0.7

4.0

2.9

5.2

4.3

5.6

2.3

4.5

6.2

3.5

4.1

2.2

2.0

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５年未満 （150）

５年～９年 （125）

10年～19年 （238）

20年以上 （594）

第１地区 （70）

第２地区 （126）

第３地区 （87）

第４地区 （133）

第５地区 （146）

第６地区 （85）

第７地区 （123）

第８地区 （135）

第９地区 （102）

第10地区 （84）

（％）

ｎ
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問１５【小平産の農産物の購入状況】 あなたは、日頃、小平産の農産物を購入するようにして

いますか。 （○は１つ） 

◇「購入するようにしている」が約 3 割 

小平産の農産物の購入状況は、「購入するようにしている」が 31.3％、「特に意識して購入して

いない」が 62.7％となっている。（図 10－４） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「購入するようにしている」については減少傾向にあり、今回調査では前

回調査（35.4％）と比べ 4.1ポイント減少した。（図１０－４） 

 

<図 10－４>小平産の農産物の購入状況、時系列比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入するよう

にしている
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35.4

40.7

特に意識して

購入していない

62.7

62.8

58.6

無回答

6.1

1.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

平成24年度(1,009)

(%)

ｎ

購入するよう

にしている

31.3

35.4

40.7

特に意識して

購入していない

62.7

62.8

58.6

無回答

6.1

1.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

平成24年度 (1,009)

(%)

ｎ
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「購入するようにしている」は、女性が 37.1％となり、男性（22.6％）に比べて

14.5 ポイント高い一方、「特に意識して購入していない」は、男性が 70.4％で、女性（57.8％）に

比べて 12.6ポイント高く、それぞれに差がみられる。 

性／年齢別にみると、「購入するようにしている」は男性の“70歳以上”、女性の40歳代以上で

３割を超えており、特に女性の 60 歳代以上は高く、約半数となっている。「特に意識して購入して

いない」の割合は、男女ともに年代が下がるにつれて高くなる傾向がみられる。（図 10－５） 

 

<図 10－５>性別、性／年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入するよう

にしている

22.6 

37.1 

4.5 

11.9 

19.1 

28.3 

17.2 

26.5 

32.3 

12.1 

18.4 

25.0 

36.5 

36.8 

50.0 

46.9 

特に意識して

購入していない

70.4 

57.8 

90.9 

84.7 

74.5 

68.3 

72.4 

66.3 

58.3 

87.9 

79.6 

73.9 

58.3 

58.1 

43.8 

43.8 

無回答

7.0 

5.1 

4.5 

3.4 

6.4 

3.3 

10.3 

7.1 

9.4 

-

2.0 

1.1 

5.2 

5.1 

6.3 

9.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性（469)

女性（642)

10歳代（22)

20歳代（59)

30歳代（47)

40歳代（60)

50歳代（87）

60歳代（98）

70歳以上（96）

10歳代（33）

20歳代（49）

30歳代（88）

40歳代（96）

50歳代（117）

60歳代（128）

70歳以上（128）

（％）

ｎ

購入するよう

にしている

22.6 

37.1 

4.5 

11.9 

19.1 

28.3 

17.2 

26.5 

32.3 

12.1 

18.4 

25.0 

36.5 

36.8 

50.0 

46.9 

特に意識して

購入していない

70.4 

57.8 

90.9 

84.7 

74.5 

68.3 
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66.3 

58.3 

87.9 

79.6 

73.9 

58.3 

58.1 

43.8 

43.8 

無回答

7.0 

5.1 

4.5 

3.4 

6.4 

3.3 

10.3 

7.1 

9.4 

-

2.0 

1.1 

5.2 
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6.3 

9.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 （469)

女性 （642)

10歳代 （22)

20歳代 （59)

30歳代 （47)

40歳代 （60)

50歳代 （87）
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70歳以上 （96）

10歳代 （33）
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30歳代 （88）

40歳代 （96）

50歳代 （117）

60歳代 （128）

70歳以上 （128）

（％）

ｎ
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男性 

女性 
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【居住年数、居住地区】 

居住年数別にみると、「購入するようにしている」は、居住年数が長くなるにつれて高くなってお

り、最も高い“20 年以上”（35.7％）と、最も低い“５年未満”（18.7％）では、17.0 ポイントの差が

ある。 

居住地区別にみると、「購入するようにしている」は、“第 9 地区”が 38.2％で最も多く、次いで

“第 8地区”（37.0％）、“第 3地区”（34.5％）の順となっている。（図 10－６） 

 

<図１０－６>居住年数、居住地区 
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（問１５で「１」と答えた方におたずねします。） 

問１５－１【小平産の農産物の購入方法】 どのような形で購入していますか。 

（〇はいくつでも可） 

◇「庭先直売所で購入」が 74.1％で最も多い 

小平産の農産物の購入方法は、「庭先直売所で購入」が 74.1％で最も多く、次いで、「ＪＡなど

の共同直売所で購入」と「店舗（スーパーなど）で購入」が同率の 47.9％となっている。（図１０－７） 

 

<図１０－７>小平産の農産物の購入方法 
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無回答
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「店舗（スーパーなど）で購入」は女性が 50.8％で、男性（41.5％）に比べて 9.3

ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、男性の 30 歳代以上、女性の 20 歳代以上では「庭先直売所で購入」が

最も多くなっている。（図 10－８） 

 

<図１０－８>性別、性／年齢別 
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【職業別】 

職業別にみると、“学生”以外の職業では「庭先直売所で購入」が最も多く、いずれの職業でも７

割以上となっている。“学生”では「店舗（スーパーなど）で購入」が 62.5％で最も多くなっている。

（図１０－９） 

 

<図１０－９>職業別 
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（問１５で「２」と答えた方におたずねします。） 

問１５－２【小平産の農産物を購入していない理由】 小平産の農産物を購入していない１番の

理由は、次のうちどれですか。 （〇は１つ） 

◇「販売している場所がわからない」が 32.1％で最も多い 

小平産の農産物を購入していない理由については、「販売している場所がわからない」が

32.1％で最も多く、次いで、「販売している場所が遠い（近くにない）」（28.6％）、「欲しい農産物

が販売されていない」（9.8％）の順となっている。（図 10－10） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「販売している場所がわからない」については、前回調査（39.4％）から

7.3ポイント減少し、認知度が向上していることがうかがえる。（図 10－10） 

 

<図１０－１０>小平産の農産物を購入していない理由 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、男性では、「販売している場所がわからない」が 34.8％で最も多く、女性

（29.6％）より 5.2ポイント高くなっている。女性では、「販売している場所が遠い（近くにない）」が

33.2％で最も多く、男性（23.3％）より 9.9ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、男性では、60 歳代以下は「販売している場所がわからない」、“70 歳以

上”は「販売している場所が遠い（近くにない）」が最も多くなっている。女性では、30 歳代以下は

「販売している場所がわからない」が４割以上となっているほか、70 歳以上では「販売している場

所が遠い（近くにない）」が 62.5％となり、他の年代に比べて高くなっている。（図１０－１１） 

 

<図１０－１１>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、「販売している場所がわからない」は居住年数が短くなるにつれて高く

なっており、“５年未満”では半数を占めている。“20 年以上”では「販売している場所が遠い（近く

にない）」が 38.1％で最も多くなっている。 

居住地区別にみると、第４・５・６・９・１０地区では「販売している場所がわからない」が最も多く、

特に“第 10 地区”では約 6 割を占めている。第１・２・３・７・８地区では「販売している場所が遠い

（近くにない）」が最も多く、特に“第１地区”では 42.2％となり、他の地区に比べて高くなっている。

（図 10－12） 

 

<図 10-12>居住年数別、居住地区別 
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【職業別】 

職業別にみると、「販売している場所がわからない」は、“学生”が 43.5％で最も多く、次いで

“会社員・公務員・団体職員など”（37.5％）、“パート・派遣社員・アルバイト”（34.7％）の順となっ

ている。「販売している場所が遠い（近くにない）」は、“無職（年金生活者を含む）”が最も多く約半

数となっており、全体（図１０－１０）と比べて高くなっている。（図 10－１３） 

 

<図１０－１３>職業別 
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１１ 情報提供について 

問１６【市からの情報の入手先】 あなたは、小平市からの情報は主にどこから得ていますか。

（○は１つ） 

◇「市報」が６６．７％で最も多い 

市からの情報の入手先は、「市報」が 66.7％で最も多く、次いで、「情報を得ていない」

（11.5％）、「ホームページ」（9.4％）の順となっている。（図１１－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「市報」については、前回調査（74.1％）から 7.4ポイント減少した。 

※今回調査より、「SNS（ツイッター、フェイスブック）」（1.8％）「メールマガジン」（0.7％）の選択

肢を追加。（図１１－１） 

 

<図 11-1>市からの情報の入手先、時系列比較 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「市報」は女性が 69.6％となり、男性（62.5％）より 7.1ポイント高くなっている。

「情報を得ていない」は、男性が 14.9％で、女性（9.0％）より 5.9ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、「市報」は年代が上がるにつれて情報の入手先として割合が高くなってお

り、男女ともに“70歳以上”では９割以上となっている。「情報を得ていない」は、男女ともに 30歳

代以下の割合が他の年代に比べて高くなっており、特に男性の“10歳代”では63.6％と高い割合

を占め、最も多くなっている。（図 11－2） 

 

<図 11－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、「市報」の割合は、居住年数が長くなるにつれて高くなる傾向にあり、最も

高い“20年以上”（74.6％）と、最も低い“５年未満”（55.3％）では、19.3ポイントの差がある。な

お、「情報を得ていない」は“５年未満”が 19.3％で最も多くなっている。 

居住地区別にみると、“第 10 地区”を除き「市報」が６割以上となっている。“第 10 地区”では

「情報を得ていない」が 15.5％で他の地区に比べて高くなっている。（図 11－３） 

 

<図１１－３>居住年数別、居住地区別 
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【職業別】 

職業別にみると、“学生”を除き「市報」が最も多くなっており、特に“家事専業（主婦・主夫）”、

“無職（年金生活者を含む）”では８割を超えている。なお、“学生”では「情報を得ていない」が

42.3％で最も多く、他の職業に比べて特に高くなっている。（図１１－４） 

 

<図１１－４>職業別 
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フェイスブック）
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0.6 
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-
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-

1.3 
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1.3 

-

-
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1.9 

-

-

1.9 

0.9 

その他

-

1.0 

0.6 

1.3 

-

-

0.9 

情報を得て

いない

11.5 

15.6 

8.1 

42.3 

16.7 

3.9 

1.8 

無回答

9.2 

9.9 

7.5 

5.1 

5.6 

7.1 

4.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自営業・自由業 （87）

会社員・公務員・団体職員など （385）

パート・派遣社員・アルバイト （161）

学生 （78）

その他 （18）

家事専業（主婦・主夫） （155）

無職（年金生活者を含む） （223）

（％）

ｎ

‐
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問１７【市が情報発信する上で充実した方が良いと思うもの】 今後、市が情報発信する上で、

もっと充実した方がよいと思うものは何ですか。（〇は１つ） 

◇「市報」が 41.2％で最も多い 

市が情報発信する上で充実した方が良いと思うものは、「市報」が 41.2％で最も多く、次いで、

「ホームページ」（25.0％）、「ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）」（14.0％）の順となっている。 

（図１１－５） 

 

<図１１－５>市が情報発信する上で充実した方が良いと思うもの 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１１－５）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、男女ともに“70 歳以上”では「市報」が最も多く、８割前後と他の年代に比

べて高くなっている。「ホームページ」は男性の“40 歳代”、“60 歳代”、女性の 30～50 歳代で３

割以上を占め、最も多くなっている。（図１１－６） 

 

＜図１１－６＞性別、性／年齢別 
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3.0 

-

1.1 

3.1 

2.6 

5.5 

2.3 

無回答

4.9 

5.9 

-

5.1 

2.1 

13.3 

5.7 

5.1 

1.0 

3.0 

8.2 

8.0 

4.2 

3.4 

7.0 

5.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性（469)

女性（642)

10歳代（22)

20歳代（59)

30歳代（47)

40歳代（60)

50歳代（87）

60歳代（98）

70歳以上（96）

10歳代（33）

20歳代（49）

30歳代（88）

40歳代（96）

50歳代（117）

60歳代（128）

70歳以上（128）

ｎ

（％）

市報

39.7 

42.2 

13.6 

18.6 

29.8 

20.0 

39.1 

38.8 

77.1 

15.2 

12.2 

21.6 

33.3 

33.3 

51.6 

80.5 

ホームページ

25.2 

25.1 

22.7 

18.6 

25.5 

30.0 

26.4 

39.8 

10.4 

18.2 

20.4 

34.1 

36.5 

35.0 

25.0 

5.5 

ＳＮＳ（ツイッター、
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12.6 

9.2 

7.3 

15.2 

8.2 

10.2 

11.5 
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齢
別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、“同居の乳幼児・未就園児”以外では「市報」が最も多くなっており、特に

“同居の６５歳以上の高齢者”では過半数となっている。なお、“同居の乳幼児・未就園児”では、

「ホームページ」が３５．７％で最も多い。（図１１－７） 

 

＜図１１－７＞同居家族別 
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28.6
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フェイスブック）
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17.3

7.5

17.0

メールマガジン

3.6

3.1

2.4

0.9

2.2

小平トピックス

（スマートフォンアプリ）

8.9

13.5

11.9

9.4

9.5

その他

2.7

1.8

3.0

3.8

2.7

無回答

4.5

2.5

4.2

6.6

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１ 同居の乳幼児・未就学児（112）

２ 同居の小学生・中学生（163）

３ 同居の高校生・大学生（168）

４ 同居の65歳以上の高齢者（320）

１～４の該当者はいない（411）

（％）

ｎ

市報

24.1

32.5

32.7

53.1

37.5

ホームページ

35.7

30.7

28.6

18.8

25.5

ＳＮＳ（ツイッター、

フェイスブック）

20.5

16.0

17.3

7.5

17.0

メールマガジン

3.6

3.1

2.4

0.9

2.2

小平トピックス

（スマートフォンアプリ）

8.9

13.5

11.9

9.4

9.5

その他

2.7

1.8

3.0

3.8

2.7

無回答

4.5

2.5

4.2

6.6

5.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１ 同居の乳幼児・未就学児 （112）

２ 同居の小学生・中学生 （163）

３ 同居の高校生・大学生 （168）

４ 同居の65歳以上の高齢者 （320）

１～４の該当者はいない （411）

（％）

ｎ
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問１８【市報の読みやすさ】 あなたは、市報の読みやすさについてどう思いますか。 （〇は１つ） 

◇「ふつう」が６７．４％で最も多い 

市報の読みやすさは、「ふつう」が 67.4％で最も多く、次いで、「読みやすい」（15.9％）、「読ん

だことがない」（9.3％）の順となっている。（図１１－８） 

 

＜図１１－８＞市報の読みやすさ 
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9.3

無回答
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令和３年度（1,123）

(%)

ｎ
購入するよう

にしている

31.3

35.4
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購入していない

62.7

62.8

58.6

無回答

6.1

1.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

平成24年度 (1,009)

(%)

ｎ
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「読みやすい」は女性が１７．３％で、男性（１３．９％）に比べて３．4 ポイント高く

なっている。一方、「読んだことがない」は男性が１２．６％で、女性（７．０％）に比べて５．６ポイント

高くなっている。 

性／年齢別にみると、「読みやすい」は男性の６０歳代以上、女性の４０歳代以上で約２割となり、

他の年代に比べて高くなっている。「読んだことがない」は、男女ともに２０歳代以下の割合が高く

なっており、特に男性の“１０歳代”では５９．１％となっている。（図１１－９） 

 

＜図１１－９＞性別、性／年齢別 
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1.0 

1.0 

-

-

-

1.0 

-
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問１９【市のホームページについて】 あなたは、市のホームページについてどう思いますか。

（〇は１つ） 

◇「ふつう」が約半数 

市のホームページについては、「ふつう」が 49.6％で最も多く、次いで、「見たことがない」

（26.5％）、「見づらい、わかりにくい」（17.6％）の順となっている。（図１１－１０） 

 

＜図１１－１０＞市のホームページについて 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１１－１０）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、「見たことがない」は、男性では“１０歳代”が７２．７％、女性では“７０歳以

上”が４７．７％で最も多く、他の年代に比べて高くなっている。「見づらい、わかりにくい」は、男性

の４０～6０歳代、女性の３０～５０歳代で２～３割を占めているが、それ以外の年代では１割以下と

なっている。（図１１－１１） 

 

＜図１１－１１＞性別、性／年齢別 
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１２ 公共施設について 

問２０【公共施設の機能】 公共施設の機能として重要だと思う建物や設備の要素は、次のうち

どれですか。（〇は２つまで） 

◇「安全・安心な施設（耐震性、セキュリティなど）」が４５．４％で最も多い 

公共施設の機能は、重要だと思うものとして「安全・安心な施設（耐震性、セキュリティなど）」が

45.4％で最も多く、次いで、「交通利便性が高い施設（駅に近いなど）」（31.6％）、「多機能化・複

合化による利便性が向上した施設（１つの施設に様々な機能が含まれる）」（29.7％）の順となって

いる。（図１２－１） 

 

＜図１２－１＞公共施設の機能 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１２－１）の傾向と大きな違いはみられない。 

性／年齢別にみると、男性の２０～３０歳代を除き「安全・安心な施設（耐震性、セキュリティな

ど）」が最も多く、特に男性の６０歳代以上、女性の“７０歳以上”では半数以上となっていることか

ら、高齢者層には安全・安心の需要が高いことがうかがえる。 

なお、男性の“20 歳代”では「交通利便性が高い施設（駅に近いなど）」が 35.6％、“30 歳代”

では「多機能化・複合化による利便性が向上した施設（１つの施設に様々な機能が含まれる）」が

36.2％で最も多くなっている。 

 

＜図１２－２＞性別、性／年齢別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、いずれも「安全・安心な施設（耐震性、セキュリティなど）」が最も多く、“同

居の 65 歳以上の高齢者”では過半数となっている。「ＩＣＴの活用など、次世代型の新しい施設

（Wi-Fi 環境の整備、様々なシステムの応用など）」は、“同居の高校生・大学生”が２９．８％となり、

他の同居家族に比べて高くなっている。（図１２－３） 

 

＜図１２－３＞同居家族別 
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問２１【公共施設の地域コミュニティの拠点としての要素】 公共施設が地域コミュニティの拠点と

なる上で、重要だと思う要素は、次のうちどれですか。（〇は２つまで） 

◇「火災や地震などに対する地域防災機能、犯罪や事故に対する地域防犯機能」が４１．１％で最も

多い 

公共施設の地域コミュニティの拠点としての要素は、重要だと思うものとして「火災や地震など

に対する地域防災機能、犯罪や事故に対する地域防犯機能」が 41.1％で最も多く、次いで、「人

びとの交流、多世代の交流を促す機能」（39.5％）、「地域で子どもを見守り育てる機能」（22.2％）

の順となっている。（図１２－４） 

 

＜図１２－４＞公共施設の地域コミュニティの拠点としての要素 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、男女ともに上位２位は、「人びとの交流、多世代の交流を促す機能」と「火災や地

震などに対する地域防災機能、犯罪や事故に対する地域防犯機能」となっているが、第３位は男性

では「時間的な自由度（開館時間、利用区分など）」、女性では「地域で子どもを見守り育てる機能」

となり、それぞれ差がみられる。 

性／年齢別にみると、男女ともに“３０歳代”では「地域で子どもを見守り育てる機能」が最も多く、

約半数となっている。「時間的な自由度（開館時間、利用区分など）」は、男女ともに２０歳代以下の

割合が他の年代に比べて高く、男性の“１０歳代”では約半数を占めている。また、男性の“２０歳

代”、女性の“１０歳代”では「祭りや年中行事の開催などによる地域文化機能」が最も多く、約４割

を占めている。全体的に、年代ごとに重要だと思う要素にはばらつきがみられる。（図１２－５） 

 

＜図１２－５＞性別、性／年齢別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、「地域で子どもを見守り育てる機能」は、“同居の乳幼児・未就学児”が６４．

３％で、全体（22.2％）に比べて４２．１ポイント高くなっており、特に高い需要があることがうかがえ

る。（図１２－６） 

 

＜図１２－６＞同居家族別 
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【居住意向別】 

居住意向別にみると、これからも小平市に“住み続けたい”人では、公共施設の地域コミュニ

ティの拠点としての要素について「人びとの交流、多世代の交流を促す機能」を選んだ人が４２．

２％で最も多く、今後小平市を“転居したい”人（２６．９％）に比べて１５．３ポイント高くなっている。 

一方、“転居したい”人では、「時間的な自由度（開館時間、利用区分など）」を選んだ人が３6．

６％となり、“住み続けたい”人（１９．８％）に比べて１６．８ポイント高くなっている。（図１２－７） 

 

＜図１２－７＞居住意向別 
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問２２【市内の公共施設の利用頻度】 あなたは、次の公共施設について過去１年間でどのくら

いの頻度で訪れましたか。（○は各設問に１つ） 

◇『利用した』は「図書館」が 44.6％で最も多い 

市内の公共施設の利用頻度について、「ほぼ毎日」から「年に１回程度」までを合わせた『利用し

た』の割合は、それぞれ次のようになっている。 

(「地域センター」：28.1％、「公民館」：25.3％、「図書館」：44.6％、「市民文化会館」：12.6％、

「市民総合体育館」：17.0％、「高齢者福祉施設」：3.2％) 

なお、すべての公共施設において、「訪れなかった」の割合が最も高くなっている。（図１２－８） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『利用した』は、前回調査と比較して、「地域センター」は 6.4 ポイント、「公

民館」は 8.3ポイント、「図書館」は 11.0ポイントそれぞれ減少した。（図１２－８） 

※「市民文化会館」、「市民総合体育館」、「高齢者福祉施設」は前回調査なし。また、今回調査よ

り、選択肢の末尾が「○○回以上」から「○○回程度」に変更されているものがある。 

 

<図１２－８>市内の公共施設の利用頻度、時系列比較 
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（１）地域センター 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『利用した』は、男性が 33.0％となり、女性（29.1％）より 3.9ポイント高くなって

いる。 

性／年齢別にみると、『利用した』が最も多いのは、男性では“70 歳以上”が 41.7％、女性では

“60 歳代”が 35.9％となっている。一方、「訪れなかった」は男女ともに“20 歳代”が最も多く、男

性は 81.4％、女性は 91.8％となっている。（図１２－９） 

 

<図１２－９>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『利用した』は、居住年数が長くなるにつれて高くなっており、最も高い

“20年以上”では 33.0％となっている。 

居住地区別にみると、『利用した』が最も多いのは“第 1 地区”が 45.8％となっており、次いで

“第 8 地区”（38.5％）、“第 7 地区”（36.6％）の順となっている。なお、「訪れなかった」が最も多

いのは、“第 5地区”で 75.3％となっている。（図１２－１０） 

 

<図１２－１０>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、『利用した』は、“同居の乳幼児・未就学児”が 46.5％、“同居の小学生・

中学生”が 40.5％で、それぞれ４割を超えており、全体（28.1％）に比べて高くなっている。 

（図１２－１１） 

 

<図１２－１１>同居家族別 
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（２）公民館 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１２－８）と比べて大きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『利用した』は男女ともに“70 歳以上”が最も多く、男性が 35.4％、女性

が 38.3％となっている。一方、「訪れなかった」は男女ともに“20 歳代”が最も多く、男性は

84.7％、女性は 85.7％となっている。（図１２－12） 

 

<図１２－12>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『利用した』は、居住年数が長くなるにつれて高くなっており、最も高い

“20年以上”では 29.7％となっている。 

居住地区別にみると、『利用した』が最も多いのは“第４地区”が 33.8％となっており、次いで

“第２地区”（32.5％）、“第３地区”（29.8％）の順となっている。なお、「訪れなかった」が最も多い

のは、“第 10地区”で 76.2％となっている。（図１２－13） 

  

<図１２－13>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、『利用した』は、“同居の小学生・中学生”が 35.6％となっており、全体

（25.3％）と比べて 10.3ポイント高くなっている。（図１２－14） 

 

<図１２－14>同居家族別 

 

  

『利用した』 

行っている

13.0

10.1

少しは

行っている

53.4

55.2

ほとんど行って

いない

23.3

29.1

行っていない

6.1

4.5

無回答

4.2

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

ｎ

（％）
ほぼ毎日

-

-

-

0.3 

-

週に１回程度

1.8 

3.1 

1.2 

4.7 

1.7 

月に１回程度

8.0 

6.7 

4.8 

9.4 

3.6 

年に１回程度

23.2 

25.8 

16.1 

15.6 

13.4 

訪れなかった

65.2 

62.0 

75.0 

63.4 

78.8 

無回答

1.8 

2.5 

3.0 

6.6 

2.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

１ 同居の乳幼児・未就学児 （112）

２ 同居の小学生・中学生 （163）

３ 同居の高校生・大学生 （168）

４ 同居の65歳以上の高齢者 （320）

１～４の該当者はいない （411）

ｎ

（％）



〈市内の公共施設の利用頻度〉 

108 

（３）図書館 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１２－８）と比べて大きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『利用した』は、男性では“20 歳代”が 47.5％、女性では“40 歳代”が

65.6％で最も多くなっている。一方、「訪れなかった」は男女ともに“60 歳代”が最も多く、男性は

58.2％、女性は 62.5％となっている。（図１２－15） 

 

<図１２－１５>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『利用した』は、“５年～９年”が 54.4％、“10年～19年”が 51.7％で、そ

れぞれ過半数となっている。 

居住地区別にみると、『利用した』が最も多いのは“第４地区”が 51.9％となっており、次いで

“第１地区”（50.0％）、“第２地区”（47.6％）の順となっている。なお、「訪れなかった」が最も多い

のは、“第６地区”で 56.5％となっている。（図１２－16） 

 

<図１２－１６>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、『利用した』は、“同居の乳幼児・未就学児”が 62.5％、“同居の小学生・

中学生”が 69.4％で、それぞれ６割を超えており、全体（44.6％）に比べて高くなっている。 

（図１２－１7） 

 

<図１２－１７>同居家族別 
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（４）市民文化会館 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１２－８）と比べて大きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、『利用した』は、男女ともに“70歳以上”が最も多く、男性が20.8％、女性

が 19.5％となっている。一方、「訪れなかった」は、男性の“20 歳代”、“40 歳代”、女性の 10～

30歳代で９割以上となり、高い割合を占めている。（図１２－１8） 

 

<図 12－18>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『利用した』は、居住年数が長くなるにつれて高くなっており、最も高い

“20年以上”では 15.3％となっている。 

居住地区別にみると、『利用した』が最も多いのは“第４地区”が 18.1％となっており、次いで“第

１地区”（17.1％）、“第３地区”（14.9％）の順となっている。なお、「訪れなかった」が最も多いのは、

“第 10地区”で 86.9％となっている。（図１２－１9） 

 

<図１２－１９>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、『利用した』は、“同居の 65歳以上の高齢者”が 18.5％で最も多くなって

いる。一方、「訪れなかった」は、“同居の乳幼児・未就学児”が 92.9％で最も多くなっている。 

（図１２－20） 

 

<図１２－２０>同居家族別 
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（５）市民総合体育館 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『利用した』は、男性が 21.9％となり、女性（13.3％）に比べて 8.6 ポイント高く

なっている。 

性／年齢別にみると、『利用した』は、男性では“10 歳代”が 36.4％、女性では“40 歳代”が

20.8％で最も多くなっている。一方、「訪れなかった」は、男性では“50 歳代”が 79.3％、女性で

は“30歳代”が 90.9％で最も多くなっている。（図１２－21） 

 

<図１２－２１>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、『利用した』は、“10年～19年”が 21.8％で最も多くなっている。 

居住地区別にみると、『利用した』が最も多いのは“第３地区”が 39.0％となっており、次いで

“第２地区”（24.7％）、“第５地区”（21.3％）の順となっている。なお、「訪れなかった」が最も多い

のは、“第 10地区”で 89.3％となっている。（図１２－22） 

 

<図１２－２２>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、『利用した』は、“同居の 65歳以上の高齢者”、“１～４の該当者はいない”

を除く、子どものいる家庭で２割以上となっている。（図１２－23） 

 

<図１２－２3>同居家族別 
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（６）高齢者福祉施設 

【性別、性／年齢別】 

性別にみると、全体（図１２－８）と比べて大きな差はみられない。 

性／年齢別にみると、男女ともに、“70 歳以上”を除くすべての年代で、「訪れなかった」が 9 割

以上となっている。なお、“70歳以上”の『利用した』の割合は、男性が8.3％、女性が4.7％となっ

ている。（図１２－24） 

 

<図１２－２４>性別、性／年齢別 
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【居住年数別、居住地区別】 

居住年数別にみると、“20年以上”を除くすべての年数で、「訪れなかった」が 9割以上となって

いる。 

居住地区別にみると、『利用した』は“第 9 地区”が 7.8％となり、他の地区に比べて高くなって

いる。（図１２－２５） 

 

<図１２－２５>居住年数別、居住地区別 
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【同居家族別】 

同居家族別にみると、“同居の 65 歳以上の高齢者”を除くすべての同居家族で、「訪れなかっ

た」が 9割以上となっている。なお、“同居の 65歳以上の高齢者”の『利用した』は 4.3％となって

いる（図１２－２６） 

 

<図１２－２６>同居家族別 
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問２３【公共施設の利用にかかる経費負担】 地域センター、公民館などの公共施設の部屋を

利用する場合、利用する人が経費を負担するということについて、あなたの意見に最も近いの

は次のうちどれですか。 （〇は１つ） 

◇「利用者が経費の一部を負担すべきだと思う」が過半数で最も多い 

公共施設の利用にかかる経費負担は、「利用者が経費の一部を負担すべきだと思う」が

52.0％で最も多く、次いで、「利用者が経費のすべてを負担すべきだと思う」（15.6％）と「どちら

ともいえない（わからない）」（15.6％）が同率となっている。（図１２－２７） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、「利用者が経費のすべてを負担すべきだと思う」は前回調査（７．１％）より、

８．５ポイント増加しているが、「利用者が経費の一部を負担すべきだと思う」は前回調査（６０．６％）

より８．６ポイント減少しているため、２つを合わせた『利用者が経費を負担すべきだと思う』に、大

きな変化はみられない。（図１２－２７） 

 

＜図１２－２７＞公共施設の利用にかかる経費負担、時系列比較 
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『利用者が経費を負担するべきだと思う』 

利用者が経費のすべてを

負担すべきだと思う

15.6

7.1

利用者が経費の一部を

負担すべきだと思う

52.0

60.6

税金ですべての経費を

負担すべきだと思う

15.4

16.4

どちらともいえない

（わからない）

15.6

13.8

無回答

1.4

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

(%)

ｎ
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『利用者が経費を負担すべきだと思う』は、男性が７１．０％で、女性（６５．２％）に

比べて５．８ポイント高くなっている。なお、「税金ですべての経費を負担すべきだと思う」に性別に

よる大きな変化はみられない。 

性／年齢別にみると、女性の“１０歳代”を除き、『利用者が経費を負担すべきだと思う』が６割以

上となっている。「税金ですべての経費を負担すべきだと思う」は、男性の６０歳代以上、女性の 

“７０歳以上”が約２割を占め、他の年代に比べて高くなっている。（図１２－28） 

 

＜図１２－28＞性別、性／年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者が経費のすべてを

負担すべきだと思う

17.1 

14.6 

-

20.3 

34.0 

20.0 

20.7 

10.2 

12.5 

12.1 

20.4 

22.7 

18.8 

15.4 

10.9 

7.8 

利用者が経費の一部を

負担すべきだと思う

53.9 

50.6 

63.6 

52.5 

42.6 

56.7 

55.2 

57.1 

52.1 

45.5 

46.9 

43.2 

56.3 

49.6 

54.7 

52.3 

税金ですべての経費を

負担すべきだと思う

15.6 

15.0 

18.2 

8.5 

10.6 

11.7 

13.8 

21.4 

19.8 

12.1 

16.3 

12.5 

13.5 

14.5 

13.3 

19.5 

どちらともいえない

（わからない）

11.7 

18.5 

18.2 

16.9 

10.6 

8.3 

9.2 

9.2 

14.6 

30.3 

14.3 

21.6 

11.5 

20.5 

20.3 

16.4 

無回答

1.7 

1.2 

-

1.7 

2.1 

3.3 

1.1 

2.0 

1.0 

-

2.0 

-

-

-

0.8 

3.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性（469)

女性（642)

10歳代（22)

20歳代（59)

30歳代（47)

40歳代（60)

50歳代（87）

60歳代（98）

70歳以上（96）

10歳代（33）

20歳代（49）

30歳代（88）

40歳代（96）

50歳代（117）

60歳代（128）

70歳以上（128）

ｎ

（％）

『利用者が経費を負担するべきだと思う』 

読みやすい

13.9 

17.3 

13.6 

11.9 

10.6 

10.0 

8.0 

18.4 

19.8 

12.1 

8.2 

10.2 

21.9 

19.7 

18.8 

20.3 

ふつう

64.8 

69.6 

27.3 

44.1 

61.7 

70.0 

74.7 

70.4 

69.8 

57.6 

46.9 

69.3 

72.9 

74.4 

74.2 

70.3 

読みにくい

7.5 

5.1 

-

8.5 

12.8 

10.0 

6.9 

4.1 

8.3 

3.0 

8.2 

3.4 

4.2 

5.1 

5.5 

6.3 

読んだことがない

12.6 

7.0 

59.1 

35.6 

12.8 

6.7 

9.2 

6.1 

1.0 

27.3 

36.7 

17.0 

-

0.9 

0.8 

0.8 

無回答

1.3 

0.9 

-

-

2.1 

3.3 

1.1 

1.0 

1.0 

-

-

-

1.0 

-

0.8 

2.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 （469)

女性 （642)

10歳代 （22)

20歳代 （59)

30歳代 （47)

40歳代 （60)

50歳代 （87）

60歳代 （98）

70歳以上 （96）

10歳代 （33）

20歳代 （49）

30歳代 （88）

40歳代 （96）

50歳代 （117）

60歳代 （128）

70歳以上 （128）

ｎ

（％）

性
／
年
齢
別 

性
別 

男性 

女性 
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、「利用者が経費のすべてを負担すべきだと思う」は居住年数が短くなるに

つれて高くなっており、“５年未満”では２１．３％となっている。「税金ですべての経費を負担すべき

だと思う」は“２０年以上”が１８．０％となり、他の年数に比べて高くなっている。（図１２－29） 

 

＜図 12－29＞居住年数別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『利用者が経費を負担するべきだと思う』 

利用者が経費のすべてを

負担すべきだと思う

21.3 

20.8 

13.9 

13.8 

利用者が経費の一部を

負担すべきだと思う

50.7 

55.2 

55.9 

50.7 

税金ですべての経費を

負担すべきだと思う

12.0 

10.4 

12.2 

18.0 

どちらともいえない

（わからない）

15.3 

13.6 

17.2 

15.7 

無回答

0.7 

-

0.8 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５年未満（150）

５年～９年（125）

10年～19年（238）

20年以上（594）

（％）

ｎ

ずっと住み

続けたい

18.0

23.2

28.2

47.1

当分住み

続けたい

50.7

48.8

52.1

35.2

できれば

転居したい

13.3

12.8

6.3

4.2

転居したい

2.7

2.4

0.4

1.3

どちらとも

いえない

（わからない）

12.0

8.8

9.7

6.1

無回答

3.3

4.0

3.4

6.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５年未満 （150）

５年～９年 （125）

10年～19年 （238）

20年以上 （594）

（％）

ｎ
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問２４【鉄道の最寄り駅周辺の公共施設の充実度】 あなたがふだん利用している鉄道の最寄

り駅の周辺では、利便性の高い公共施設が充実していると思いますか。 （○は１つ） 

◇『充実していないと思う』が過半数 

鉄道の最寄り駅周辺の公共施設の充実度について、「充実していると思う」（8.9％）と「どちらか

といえば充実していると思う」（27.2％）を合わせた『充実していると思う』は36.1％となっている。 

一方、「どちらかといえば充実していないと思う」（23.2％）と「充実していないと思う」（28.7％）

を合わせた『充実していないと思う』は 51.9％となっている。（図 12－30） 

 

＜図 12－30＞鉄道の最寄り駅周辺の公共施設の充実度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている

13.0

10.1

少しは

行っている

53.4

55.2

ほとんど行って

いない

23.3

29.1

行っていない

6.1

4.5

無回答

4.2

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

平成28年度(1,031)

ｎ

（％）

充実していると

思う

8.9

どちらかといえば

充実していると思う

27.2

どちらかといえば

充実していないと思う

23.2

充実していないと

思う

28.7

わからない

10.2

その他

0.8

無回答

1.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度（1,123）

（％）

-

ｎ

-

『充実していると思う』 『充実していないと思う』 

購入するよう

にしている

31.3

35.4

40.7

特に意識して

購入していない

62.7

62.8

58.6

無回答

6.1

1.8

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

令和３年度 （1,123)

平成28年度 (1,031)

平成24年度 (1,009)

(%)

ｎ
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『充実していると思う』は、男性が４０．１％で、女性（３２．９％）に比べて７．２ポイン

ト高くなっている。一方、『充実していないと思う』は女性が５４．５％で過半数となり、男性（４８．

８％）に比べて５．７ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、『充実していると思う』は男性の２０～３０歳代が過半数となり、他の年代

に比べて高くなっている。『充実していないと思う』は、女性の“２０歳代”、“４０歳代”が特に高く、６

割以上を占めている。（図 12－31） 

 

＜図 12－31＞性別、性／年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『充実していると思う』 『充実していないと思う』 

充実していると

思う

9.0 

8.4 

13.6 

15.3 

17.0 

5.0 

6.9 

5.1 

8.3 

12.1 

6.1 

4.5 

10.4 

10.3 

7.0 

8.6 

どちらかといえば

充実していると思う

31.1 

24.5 

18.2 

39.0 

34.0 

30.0 

19.5 

36.7 

33.3 

21.2 

20.4 

26.1 

18.8 

23.1 

25.0 

31.3 

どちらかといえば

充実していないと思う

21.3 

25.1 

31.8 

15.3 

8.5 

25.0 

25.3 

21.4 

22.9 

30.3 

26.5 

23.9 

35.4 

16.2 

25.0 

25.0 

充実していないと

思う

27.5 

29.4 

22.7 

22.0 

36.2 

30.0 

34.5 

22.4 

25.0 

24.2 

42.9 

35.2 

28.1 

36.8 

27.3 

18.8 

わからない

9.0 

11.1 

13.6 

6.8 

2.1 

8.3 

11.5 

9.2 

10.4 

12.1 

4.1 

9.1 

7.3 

13.7 

13.3 

12.5 

その他

0.9 

0.8 

-

-

-

1.1 

3.1 

-

-1.1 

-

-

1.6 

1.6 

無回答

1.3 

0.8 

1.7 

2.1 

1.7 

1.1 

2.0 

-

-

-

-

0.8 

2.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性（469)

女性（642)

10歳代（22)

20歳代（59)

30歳代（47)

40歳代（60)

50歳代（87）

60歳代（98）

70歳以上（96）

10歳代（33）

20歳代（49）

30歳代（88）

40歳代（96）

50歳代（117）

60歳代（128）

70歳以上（128）

ｎ

（％）

-

‐

-

-

-

-

市報

62.5 

69.6 

22.7 

30.5 

48.9 

53.3 

65.5 

68.4 

94.8 

36.4 

38.8 

50.0 

67.7 

72.6 

79.7 

93.0 

ホームページ

9.0 

10.0 

4.5 

11.9 

4.3 

20.0 

8.0 

13.3 

-

21.2 

16.3 

19.3 

12.5 

7.7 

7.0 

1.6 

ＳＮＳ（ツイッター、

フェイスブック）

2.6 

1.1 

4.5 

11.9 

6.4 

1.7 

-

-

-

3.0 

4.1 

2.3 

1.0 

-

0.8 

-

メールマガジン

1.3 

0.3 

-

1.7 

-

3.3 

2.3 

1.0 

-

-

-

-

1.0 

0.9 

-

-

小平トピックス

（スマートフォンアプリ）

1.9 

1.2 

-

1.7 

6.4 

1.7 

-

3.1 

1.0 

-

-

-

-

4.3 

1.6 

0.8 

その他

0.9 

0.6 

4.5 

-

2.1 

1.7 

1.1 

-

-

-

-

1.1 

1.0 

-

-

1.6 

情報を得て

いない

14.9 

9.0 

63.6 

39.0 

19.1 

5.0 

16.1 

5.1 

2.1 

33.3 

34.7 

21.6 

2.1 

4.3 

2.3 

-

無回答

7.0 

8.1 

-

3.4 

12.8 

13.3 

6.9 

9.2 

2.1 

6.1 

6.1 

5.7 

14.6 

10.3 

8.6 

3.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性 （469)

女性 （642)

10歳代 （22)

20歳代 （59)

30歳代 （47)

40歳代 （60)

50歳代 （87）

60歳代 （98）

70歳以上 （96）

10歳代 （33）

20歳代 （49）

30歳代 （88）

40歳代 （96）

50歳代 （117）

60歳代 （128）

70歳以上 （128）

（％）

ｎ

性
／
年
齢
別 

性
別 

男性 

女性 
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【居住地区別】 

居住地区別にみると、『充実している』が最も多いのは“第 10 地区”が 54.8％となっており、次

いで“第９地区”（52.9％）、“第８地区”（41.5％）の順となっている。なお、『充実していない』が最

も多いのは、“第２地区”で 67.4％となっている。（図１２－32） 

 

＜図 12－3２＞居住地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『充実していると思う』 『充実していないと思う』 

充実していると

思う

1.4 

2.4 

10.3 

11.3 

8.2 

18.8 

5.7 

9.6 

8.8 

14.3 

どちらかといえば

充実していると思う

15.7 

23.0 

23.0 

27.1 

24.7 

21.2 

20.3 

31.9 

44.1 

40.5 

どちらかといえば

充実していないと思う

21.4 

21.4 

24.1 

24.1 

22.6 

22.4 

26.8 

29.6 

17.6 

20.2 

充実していないと

思う

45.7 

46.0 

36.8 

30.1 

30.1 

20.0 

33.3 

15.6 

18.6 

13.1 

わからない

14.3 

4.8 

3.4 

5.3 

12.3 

16.5 

12.2 

12.6 

8.8 

10.7 

その他

1.4 

1.6 

1.1 

0.8 

0.7 

1.2 

-0.7 

-

1.2 

無回答

-

0.8 

1.1 

1.5 

1.4 

1.6 

2.0 

-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

第１地区（70）

第２地区（126）

第３地区（87）

第４地区（133）

第５地区（146）

第６地区（85）

第７地区 （123）

第８地区（135）

第９地区（102）

第10地区（84）

ｎ

‐

（％）

‐

-

‐

-

ほぼ毎日

14.3

22.2

16.1

16.5

20.5

21.2

17.9

19.3

20.6

19.0

週に３～４回

程度

14.3

9.5

18.4

21.1

15.1

16.5

14.6

15.6

14.7

22.6

週に１～２回

程度

34.3

27.0

17.2

16.5

27.4

22.4

24.4

24.4

28.4

28.6

月に２～３回

程度

7.1

16.7

19.5

18.0

14.4

9.4

15.4

11.9

13.7

8.3

ほとんど、または

まったく運動していない

27.1

23.8

27.6

24.1

21.9

29.4

24.4

26.7

19.6

17.9

無回答

2.9

0.8

1.1

3.8

0.7

1.2

3.3

2.2

2.9

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

第１地区 （70）

第２地区 （126）

第３地区 （87）

第４地区 （133）

第５地区 （146）

第６地区 （85）

第７地区 （123）

第８地区 （135）

第９地区 （102）

第10地区 （84）

(%)

ｎ
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【最寄りの鉄道駅別】 

最寄りの鉄道駅別にみると、『充実している』が最も多いのは“花小金井駅”で半数を占めてい

る。なお、『充実していないと思う』が半数以下なのは、小平市内では“花小金井駅”のみとなってい

る。（図 12－3３） 

 

＜図 12－3３＞最寄りの鉄道駅別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実していると

思う

10.5 

7.5 

-

20.8 

8.8 

7.1 

1.2 

12.1 

1.7 

-

7.3 

17.4 

-

どちらかといえば

充実していると思う

39.5 

25.2 

12.5 

25.0 

22.4 

23.0 

28.6 

24.1 

13.3 

-

29.1 

24.8 

33.3 

どちらかといえば

充実していないと思う

21.5 

27.2 

37.5 

4.2 

26.4 

25.7 

22.6 

19.0 

25.0 

33.3 

30.9 

18.3 

33.3 

充実していないと

思う

16.0 

27.2 

50.0 

45.8 

32.0 

38.9 

40.5 

39.7 

46.7 

66.7 

14.5 

22.0 

-

わからない

11.7 

11.6 

-

4.2 

9.6 

4.4 

3.6 

3.4 

11.7 

-

14.5 

15.6 

33.3 

その他

-

0.7 

-

-

-

-

2.4 

-

1.7 

-

3.6 

1.8 

-

無回答

0.8 

0.7 

-

-

0.8 

0.9 

1.2 

1.7 

-

-

-

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

花小金井駅 （256）

小平駅 （147）

萩山駅 （8）

青梅街道駅 （24）

一橋学園駅 （125）

鷹の台駅 （113）

小川駅 （84）

新小平駅 （58）

東大和市駅 （60）

八坂駅 （3）

武蔵小金井駅 （55）

国分寺駅 （109）

立川駅 （3）

ｎ

（％）

-

ｎ

‐

-

『充実していると思う』 『充実していないと思う』 
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１３ 行政サービスの向上・改善について 

問２５【市職員の仕事や対応への満足度】 あなたは、小平市職員の仕事や対応に満足してい

ますか。 （○は１つ） 

◇『満足』が 41.0％、『不満』が 16.7％ 

市職員の仕事や対応への満足度ついて、「満足」（9.7％）と「やや満足」（31.3％）を合わせた

『満足』は 41.0％となっている。 

一方、「やや不満」（11.8％）と「不満」（4.9％）を合わせた『不満』は 16.7％、「どちらともいえな

い（わからない）」が 40.9％となっている。（図１３－１） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、『満足』は前回調査（45.4％）より 4.4 ポイント、『不満』は前回調査

（18.9％）より 2.2 ポイントそれぞれ減少した。なお、「どちらともいえない（わからない）」が前回調

査（34.2％）より 6.7ポイント増加している。（図１３－１） 

 

<図１３－１>市職員の仕事や対応への満足度、時系列比較 
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4.9

3.9

どちらともいえない

（わからない）

40.9

34.2

無回答

1.4

1.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、『満足』は男性が 41.0％、女性は 41.2％でいずれも約４割となり、大きな差はみ

られない。 

性／年齢別にみると、『満足』の割合は、男性では“60 歳代”が 48.9％で最も多く、“50 歳代”

が26.4％で最も少なくなっている。女性では、年齢が上がるにつれて高くなる傾向にあり、最も高

い“70歳以上”（54.7％）と、最も低い“10歳代”（30.3％）では 24.4ポイントの差がみられる。 

なお、『不満』については、男性の“60 歳代”、女性の“30 歳代”、“40 歳代”で２割以上となり、

他の年代に比べてやや高くなっている。（図１３－２） 

 

<図１３－２>性別、性／年齢別 
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【居住年数別】 

居住年数別にみると、『満足』は“10年～19年”を除き４割以上となっている。 

なお、“10 年～19 年”では『満足』は 31.5％となり他の居住年数に比べて低い一方、「どちらと

もいえない（わからない）」は 54.2％で最も多くなっている。（図１３－３） 

 

<図１３－３>居住年数別 
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0.4 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

５年未満（150）
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（わからない）
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8.8

9.7

6.1

無回答

3.3

4.0
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6.1
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５年未満 （150）

５年～９年 （125）

10年～19年 （238）
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（％）

ｎ
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問２６【市職員に必要な能力・資質】 小平市職員に必要な能力・資質は次のうちどれだと思い

ますか。 （〇は３つまで） 

◇「市民の声を聴く姿勢」が 46.6％で最も多い 

市職員に必要な能力・資質は、「市民の声を聴く姿勢」が 46.6％で最も多く、次いで、「責任感」

(32.8％)、「柔軟性」(32.0％)の順となっている。（図１３－４） 

 

【時系列比較】 

時系列で比較すると、最も増えたのは「柔軟性」で 5.5 ポイント増加、最も減ったのは「責任感」

で 7.6ポイント減少している。（図１３－４） 

 

<図１３－４>市職員に必要な能力・資質、時系列比較 
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1.1

2.2

2.5
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市民の声を聴く姿勢
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柔軟性

実行力

良識・モラル・マナー

専門知識

判断力・決断力

迅速性
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危機管理能力

コスト意識
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企画力

指導力

交渉力

その他

無回答

（％）

令和３年（n＝1,123）

平成28年（n＝1,031）
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、上位６項目では、「市民の声を聴く姿勢」と「専門知識」は、女性が男性より５ポイ

ント以上高くなっている。 

性／年齢別にみると、男性の“60歳代”は「責任感」、男性の“10歳代”と女性の“40歳代”では

柔軟性“が最も多くなっている。その他の年代では、「市民の声を聴く姿勢」が最も多く、特に女性

の”10歳代“では 60.6％となっている。（図１３－５） 

 

<図１３－５>性別、性／年齢別 
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問２７【動く市役所の認知度】 あなたは、動く市役所を知っていますか。また、利用したことは

ありますか。（○は１つ） 

◇「知らない（利用したことがない）」が過半数 

動く市役所の認知度は、「知らない（利用したことがない）」が 51.2％で最も多く、次いで、「知っ

ているが、利用したことはない」（38.0％）、「知っていて、利用したことがある」（9.7％）の順となっ

ている。（図１３－６） 

 

<図１３－６>動く市役所の認知度 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「知っているが、利用したことはない」は、女性が 41.6％となり、男性（32.8％）よ

り 8.8ポイント高くなっている。一方、「知らない（利用したことがない）」は、男性が 58.2％となり、

女性（46.3％）より 11.9ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、「知っているが、利用したことはない」は男性の“70 歳以上”、女性の“40

歳代”、“60歳代”では半数以上となっており、他の年代に比べて認知度は高いことがうかがえる。

「知らない（利用したことがない）」は、男性の 60 歳代以下、女性の 30 歳代以下で過半数となっ

ており、特に男性の“10歳代”、女性の 20歳代以下では７割以上となっている。（図１３－７） 

 

<図１３－７>性別、性／年齢別 
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【職業別】 

職業別にみると、「知っているが、利用したことはない」は、“家事専業（主婦・主夫）”、“無職（年

金生活者を含む）”が 4 割以上となっている。“学生”では、「知らない（利用したことがない）」が

73.1％で、他の職業に比べて高くなっている。（図１３－８） 

 

<図１３－８>職業別 
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問２８【窓口を利用しやすい時間帯】 あなたが市役所の窓口(出張所・動く市役所を含む)を

最も利用しやすいのはいつですか。（○は２つまで） 

◇「月－金曜日の日中（８時 30 分～17 時）」と「土曜日の日中（８時 30 分～17 時）」が約４割 

窓口を利用しやすい時間帯は、「月－金曜日の日中（８時 30 分～17 時）」が 39.5％で最も多

く、次いで、「土曜日の日中（８時 30 分～17 時）」（38.5％）、「日曜日の日中（８時 30 分～17

時）」（28.9％）の順となっている。（図１３－9） 

 

<図１３－９>窓口を利用しやすい時間帯 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「月－金曜日の日中（８時 30 分～17 時）」は女性が 44.7％で、男性（32.6％）

より 12.1 ポイント高い一方、「土曜日の日中（８時 30 分～17 時）」、「日曜日の日中（８時 30 分

～17 時）」は男性が女性より５ポイント以上多くなっており、女性に比べて男性の方が土日の利用

がしやすいことがわかる。 

性／年齢別にみると、男女ともに 60 歳代以上では「月－金曜日の日中（８時 30 分～17 時）」

が最も多くなっているが、50歳代以下では、「土曜日の日中（８時 30分～17時）」、「日曜日の日

中（８時30分～17時）」の方が多くなっており、若い世代では、平日より土日の方が利用しやすい

ことがわかる。また、50 歳代以下では「月－金曜日の夜間（17 時以降）」も一定の需要があること

がうかがえる。（図１３－10） 

 

<図１３－１０>性別、性／年齢別 
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【職業別】 

職業別にみると、「月－金曜日の日中（８時 30 分～17 時）」は、“家事専業（主婦・主夫）”、“無

職（年金生活者を含む）”が約７割となり、他の職業に比べて高くなっている。「土曜日の日中（８時

30 分～17 時）」、「日曜日の日中（８時 30 分～17 時）」は、“会社員・公務員・団体職員など”が、

全体（38.5％、28.9％）と比べてそれぞれ 20 ポイント前後高くなっており、特に土日の需要が高

いことがわかる。（図１３－11） 

 

<図１３－１１>職業別 
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１４ 新型コロナウイルス感染症の影響について 

問２９【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策】 市の業務のうち、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止に配慮したやり方で行った方がよいと思うのは、次のうちどれですか。

（〇は３つまで） 

◇「オンラインでの手続き、申請、届出」が 60.5％で最も多い 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策は、「オンラインでの手続き、申請、届出」が

60.5％で最も多く、次いで、「郵送での手続き、申請、届出」（39.5％）、「電話での手続き、申請、

届出」（29.8％）の順となっている。（図１４－１） 

 

<図１４－１>新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、「オンラインでの手続き、申請、届出」は、男性が 63.1％となり、女性（59.0％）よ

り 4.1 ポイント高くなっている。また、「郵送での手続き、申請、届出」は、女性が 42.2％となり、男

性（35.4％）より 6.8ポイント高くなっている。 

性／年齢別にみると、「オンラインでの手続き、申請、届出」は、男性の 60歳代以下、女性の 50

歳代以下で過半数となり、特に男女とも２０～３０歳代では８割以上となっている。“70 歳以上”で

は「郵送での手続き、申請、届出」が男女とも過半数となり、他の年代に比べて高くなっている。 

（図 14－２） 

 

<図１４－２>性別、性／年齢別 
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１５ 今後の市政について 

問３０【将来像を実現するための重点政策】 小平市のめざす将来像「つながり、共に創るまち

こだいら」を実現するためには、どのような政策を重点的に進めればよいと思いますか。 

（○は５つまで） 

◇「安全で安心して生活できる地域づくり」が 41.2％で最も多い 

将来像を実現するための重点政策は、「安全で安心して生活できる地域づくり」が 41.2％で最

も多く、次いで、「安全で便利な道路・交通の推進」(35.2％)、「地域における子育て支援・保育環

境の充実」(32.7％)の順となっている。（図１５－１） 

 

<図１５－１>将来像を実現するための重点政策 
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【性別、性／年齢別】 

性別にみると、上位６項目では、「安全で便利な道路・交通の推進」が 6.4 ポイント、「安全で快

適な市街地整備の推進」が 10.9ポイント、それぞれ男性が女性に比べて高くなっている。 

性／年齢別にみると、男性の 40 歳代以上、女性の“10 歳代”と 40 歳代以上では、「安全で安

心して生活できる地域づくり」が４割以上となっており、幅広い世代で最も多くなっている。 

なお、「地域における子育て支援・保育環境の充実」では男性の“30歳代”と女性の 20～40歳

代、「学校教育の充実と環境整備」では男性の“30 歳代”と女性の 30～40 歳代が他の年代に比

べて高くなっており、特に子育て世代の需要が高いことがわかる。（図１５－２） 

 

<図１５－２>性別、性／年齢別 
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【居住地区別】 

居住地区別にみると、全体（図１５－１）と比べて、“第 9地区”では「地域における子育て支援・保

育環境の充実」が 9.5 ポイント高く、“第 1 地区”では「安全で快適な市街地整備の推進」が 13.6

ポイント低くなっている。（図１５－３） 

 

<図１５－３>居住地区別 
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【住みよさ別】 

住みよさ別にみると、将来像を実現するための重点政策について、現在の小平市が“住みよい”

と答えた人では、“住みにくい”と答えた人に比べて「地域における子育て支援・保育環境の充実」

が 7.9ポイント、「安全で安心して生活できる地域づくり」が 6.3ポイント高くなっている。 

また、現在の小平市が“住みにくい”と答えた人では、“住みよい”と答えた人に比べて「安全で便

利な道路・交通の推進」が 15.6ポイント、「安全で快適な市街地整備の推進」が 12.0ポイント高く

なっている。（図１５－４） 

 

<図１５－４>住みよさ別 
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自由記述 

問３１【まちづくりについてのご意見・アイデア】 これからの小平市のまちづくりについて、ご意

見・アイデアなどございましたら、ご自由にご記入ください。 

これからの小平市のまちづくりについて、意見やアイデアを自由に記述していただいた。その結

果、387人から延べ649件の意見が寄せられた。ここでは、各テーマのうち主なものを掲載する。 

なお、１人の回答が多岐にわたる場合は、複数の回答として、それぞれを各テーマに分類してい

る。 

 

まちづくり                              148 件 

 駅周辺・商店街の開発・整備について・・・・・・・・・・・・・・・・37 件 

 商業施設の充実について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 件 

 自然環境・緑化について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 件 

 環境衛生・清潔なまちづくりについて・・・・・・・・・・・・・・・・12 件 

 地域の特産品・PR について・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 件 

 地域コミュニティについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 件 

 

都市基盤                              147 件 

 道路・歩道の整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69 件 

 交通機関について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 件 

 防災・防災無線について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 件 

 

市政                              97 件 

 市役所の窓口業務・対応について・・・・・・・・・・・・・・・16 件 

 手続きの利便性向上（オンライン化）について・・・・・・・・・10 件 

 

子育て・教育・文化                             52 件 

 子育て環境の充実について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 件 

 学校・教育について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 件 

 

医療・保健・福祉                                42 件 

 高齢者福祉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 件 

 障がい者福祉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 件 
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公共施設                            41 件 

 公園の整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 件 

 図書館について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 件 

 

生活環境                              36 件 

 ごみ収集・料金について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 件 

 防犯対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 件 

 

コロナウイルス                            26 件 

 ワクチンについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 件 

 コロナウイルスの対応・情報発信について・・・・・・・・・・・・・・8 件 

 

アンケートについて                        19 件 

 

広報活動                            16 件 

 情報発信について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 件 

 市報について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 件 

 

感謝・期待                                   13 件 

 今後のまちづくりへの期待について・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 件 

 感謝について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 件 

 

地域活動（イベント）について                    5 件 

 

その他                               7 件 

 

 




