
 

 

第３章 政令指定都市を見据えたまちづくりについて 

（１）政令指定都市を目指す今後の視点 

 

 

問８ 政令指定都市を目指す岡山市は今後どのような視点を大切にしてまちづくりを進め

るべきだと思いますか。（複数回答） 

 

■政令指定都市を目指す今後の視点

47.3

26.9

23.2

21.6

18.6

17.3

16.9

16.4

16.3

15.9

10.6

8.8

5.0

5.0

5.6

0 10 20 30 40 50 60

人口減少・少子高齢化への対応

危機管理・防災対策への配慮

次代を担う人づくり

環境保全と美しい郷土の形成

市民の力の活用

定住人口の増加

社会経済構造の変化への対応

都市内分権の推進

地方分権の進展への対応

交通ネットワークの形成

都市間競争力の向上

既存ストックや地域資源の有効活用

交流人口の増加

国際化の進展

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

 
● 政令指定都市をめざす今後の視点についてたずねたところ、「人口減少・少子高齢化への対応」

（47.3％）が最も多くなっている。次いで「危機管理・防災対策への配慮」（26.9％）、「次代を

担う人づくり」(23.2％)が続いている。 

 

 

 

 

「人口減少・少子高齢化への対応」が最多で 47.3％ 



 

  

（２）政令指定都市の移行効果への期待 

 

 

 

 

 

問９ 岡山市が政令指定都市に移行することによって、どんな効果を期待しますか。 

（複数回答） 

■政令指定都市の移行効果への期待

52.2

51.3

30.6

20.4

7.2

7.2

0 10 20 30 40 50 60

学校教育や児童福祉など、次代を担う人づくりの

分野での総合的な取り組み

政令指定都市移行に伴う増加財源を有効に活用

した市民福祉の向上

政令指定都市の権限を生かした都市計画や道

路行政など、地域特性や実情に応じたまちづくり

都市のイメージアップによる地域の活性化や拠
点性の向上

将来の道州制をにらんだ中四国州の州都実現

に向けた動きにはずみをもたらす

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

（％）

 
●政令都市に移行することによってどのような効果を期待するかとたずねたところ、「学校教育や児

童福祉など、次代を担う人づくりの分野での総合的な取り組み」が52.2％で最も多く、次いで「政

令指定都市移行に伴う増加財源を有効に活用した市民福祉の向上」（51.3％）が続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校教育や児童福祉など、次代を担う人づくりの分野での総合的な取り組み」や

「政令指定都市移行に伴う増加財源を有効に活用した市民福祉の向上」への期待が  
大きい 



 

 

第４章 自主防災組織について 

（１）自主防災組織の認識について 

 

 

問10 自主・共助の精神のもと各単位町内会自主防災組織を設立し、地域の防災力の強化

に取組んでいます。あなたは自主防災組織を知っていますか。（単数回答）  

■自主防災組織の認識

知っている,
25.4%

知らない, 69.9%

無回答, 4.7%

Ｎ＝３,３５８

 
 

●自主防災組織を知っていますかと、たずねたところ、「知っている」と回答した人の割合は 

 25.4％で、「知らない」（69.9％）と答えた人の3分の１程度となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「知っている」人が 25.4％ 



 

  

（２）住んでいる地域への自主防災組織について 

 

 

  問 10-1 問 10で「知っている」と答えられた方におたずねします。あなたの住んで

いる地域には自主防災組織がありますか。 

■自主防災組織の有無

ある, 58.4%

あるかないかわ
からない, 24.3%

無回答, 1.8%

ない, 15.6%

Ｎ＝８５３

 

●あなたの住んでいる地域には、自主防災組織がありますかとたずねたところ、「ある」と答えた人  

 は58.4％、「ない」と答えた人は15.6％となっている。 

問10-2 自主防災組織は必要だと思いますか。 

 

■自主防災組織の必要性

どちらとも思わ
ない, 6.3%

思わない, 2.5%

無回答, 1.9%

思う, 89.3%

Ｎ＝８５３

 

●自主防災組織が必要かとたずねたところ、「思う」が89.3％で最も多く、「思わない」は2.5％と

なっている。 

「思う」と答えた人が 89.3％ 

「ある」と答えた人が 58.4％ 



 

 

（２）住んでいる地域の避難場所について 

 

 

問11 あなたの住んでいる地域の避難場所を知っていますか。 

■避難場所について

知っている,
54.4%

知らない, 36.8%

無回答, 8.8%

Ｎ＝３,３５８

 
 

●あなたの住んでいる地域の避難場所について知っているかたずねたところ、「知っている」

（54.4％）が「知らない」（36.8％）を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「知っている」人が 54.4％ 



 

  

第５章 安全・安心な地域づくりについて 

（１）住んでいる地域での安全・安心環境について 

 

 

問12 あなたの住んでいる地域は、安全で安心して暮らせる環境にありますか。 

（単数回答） 

■安全・安心な環境について

無回答, 2.7%
どちらとも思わな

い, 9.6%

危険で、常に不安
を感じる環境であ

る, 1.8%

あまり安全ではな
く不安を感じる環
境である, 18.0%

概ね安全で安心し
て暮らせる環境で

ある, 55.2%

安全で安心して暮
らせる環境である,

12.7%

 

●あなたの住んでいる地域は、安全で安心して暮らせる環境にあるかたずねたところ、「概ね安全で

安心して暮らせる環境である」が55.2％、「安全で安心して暮らせる環境である」が12.7％とな

っている。反対に、「あまり安全でなく不安を感じる環境である」が18.0％、「危険で、常に不安

を感じる環境である」が1.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「概ね安全で安心して暮らせる環境である」が最も多く 55.2％ 

Ｎ＝３，３５８ 



 

 

（２）住んでいる地域での不審者情報について 

 

 

問13 あなたの住んでいる地域では、不審者情報等を含めたあらゆる犯罪に関わる情報を

どれくらいの頻度でききますか。（単数回答） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●不審者情報等を含めたあらゆる犯罪に関わる情報をどれくらいの頻度でききますかとたずねたと

ころ「１年に一回程度」が27.9％と最も多く、次いで「ほとんどない」が27.3％となっている。 

（３）不審者情報等含む防犯・災害情報の受取手段 

   

 

問14 不審者情報等を含む地域の防犯情報や災害情報を受け取るために使ってよいと思う

手段はどれですか。（複数回答） 

■防犯・災害情報の受取手段

71.7

33.4

24.4

18.1

13.4

5.2

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

回覧板

電子メール（携帯）

電話

電子メール（パソコン）

ファクス

その他

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

（％）

 

● 防犯情報や災害情報を受け取るために使っても良いと思う手段はどれですかとたずねたところ、

「回覧板」が71.7％と突出して多い。

防犯・災害情報を受け取る手段は「回覧板」で71.7％ 

「１年に１回程度」が 27.9％ 

■不審者情報について

週に1回程度, 3.0%

月に１回程度,
23.4%

1年に1回程度,
27.9%

ほとんどない,
27.3%

わからない, 15.6%

無回答, 2.8%

Ｎ＝３，３５８ 



 

  

（４）住んでいる地域の災害被害状況 

 

 

 

問15 あなたの住んでいる地域では、災害による被害をいままで何回程度受けたことがあ

りますか。（単数回答） 

 

■地域の災害被害状況

無回答, 2.7%

わからない, 16.1%

ほとんどない,
61.3%

1～4回, 18.3%

5～9回, 1.2%

10回以上, 0.5%

                 

●あなたの住んでいる地域では、災害による被害をいままで何回程度受けたことがあるかとたずね

たところ、「ほとんどない」が61.3％と最も多く、次いで被害として「１～４回」（18.3％）受け

たことがあると続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害による被害は「ほとんどない」が 61.3％ 

Ｎ＝３，３５８ 



 

 

 

（５）住んでいる地域の不法投棄の程度 

    

 

問 16 あなたの住んでいる地域では不法投棄が行われていたことがいままでにどの程度あり

ますか。 

■地域の不法投棄の程度

無回答, 2.5%

わからない, 31.8%

ほとんどない,
35.6%

1～4回, 16.6%

5～9回, 4.0%

10回以上, 9.4%

 

 

● 住んでいる地域で不法投棄が行われていたかをたずねたところ、「ほとんどない」が35.6％、 

「１～４回」が16.6％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不法投棄について「ほとんどない」が 35.6％、「１回から４回」が 16.6％ 

Ｎ＝３，３５８ 



 

  

（６）住んでいる地域の町内緑化活動（花いっぱい運動）について 

 

 

問17 あなたの住んでいる地域では町内緑化活動（花いっぱい運動）は行われていますか。  

■地域の町内緑化活動

よく行われている,
6.9%

時々行われてい
る, 22.8%

ほとんど行われて
いない, 38.6%

全く行われていな
い, 26.1%

無回答, 5.5%

 
 

●あなたの住んでいる地域では町内緑化活動（花いっぱい運動）は行われていますかたずねた

ところ「よく行われている」（6.9％）、「時々行われている」（22.8％）となり、両者をあわせ

て29.7％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「よく行われている」、「時々行われている」を合わせると 29.7％ 

Ｎ＝３，３５８ 



 

 

（７）ご自身が高齢者で一人暮らしになった場合の介護について 

 

 

問 18 あなたが高齢者で一人暮らしになった場合に、介護などの不安をどの程度感じると

思いますか。（現在一人暮らしの方は現状でお答えください）  （単数回答） 

■一人暮らしになったときの介護について

無回答, 3.2%

その他, 0.4%

わからない, 6.2%

全く不安を感じな
いと思う, 0.5%

ほとんど不安を感
じないと思う, 3.5%

時々不安を感じる
と思う, 41.3%

常に不安を感じる
と思う, 45.0%

 

●「常に不安を感じる」が45.0％、「時々不安を感じる」が41.3％と不安を感じると考えている人

が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「常に不安を感じる」と答えた人が最多で 45.0％ 

Ｎ＝３，３５８ 



 

  

（８）住んでいる近所の高齢者世帯数の認識について 

 

 

問19 あなたの住んでいる近所には、高齢者のみの世帯は、何世帯程度あるか認識してい

ますか。（単数回答） 

 

■近所の高齢者世帯数の認識

無回答, 1.8%
全て把握している,

5.0%

だいたい把握して
いる, 32.6%

あまり把握してい
ない, 24.7%

全く把握していな
い, 17.1%

わからない, 18.5%

その他, 0.4%

Ｎ＝３,３５８

 

 

●あなたの住んでいる近所には、高齢者のみの世帯は、何世帯程度あるか認識しているかたず

ねたところ、「全て把握している」が 5.0％、「だいたい把握している」が 32.6％となってい

る。 

 「全て把握している」、「だいたい把握している」を合わせると 37.6％ 



 

 

（９）地域づくり活動への参加について 

   

 

 問20 地域づくり活動に参加していますか。（複数回答） 

■地域づくり活動への参加

41.7

9.9

1.1

51.5

2.0

0 10 20 30 40 50 60

町内会などの地域団体の活動に参加している

ボランティア活動に参加している

NPO活動に参加している

参加していない

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

（％）

 
●地域づくり活動に参加しているかたずねたところ、「町内会などの地域団体の活動に参加してい

る」が41.7％、「ボランティア活動に参加している」(9.9％)、「NPO活動に参加している」(1.1％)

であった。 

（10）地域づくり活動へ参加していない理由 

 

    

問20で「参加していない」と答えられた方におたずねします。 

問20-1 地域づくり活動に参加していない理由は（単数回答） 

■地域づくり活動へ参加しない理由

38.6

36.0

31.6

10.3

11.7

2.8

0 10 20 30 40 50 60

地域づくり活動に参加するきっかけがないから

地域づくり活動に参加する時間がないから

地域づくり活動に関する情報がないから

地域づくり活動に関心がないから

その他

無回答
Ｎ＝１,７２９

（％）

 
●地域づくり活動へ参加していない理由は、「地域づくり活動に参加するきっかけがないから」が最

多で38.6％であった。 

地域づくり活動へ参加していない理由は、「地域づくり活動に参加するきっかけがないから」 

「町内会などの地域団体の活動に参加している」と答えた人は41.7％ 



 

  

（11）参加する意思について 

 

 

問20-2 不参加の方へ条件が整えば、今後地域づくり活動に参加してみようと思いますか。

（単数回答） 

■地域づくり活動への参加意向

無回答, 5.4%

わからない, 41.4% 思わない, 10.2%

思う, 43.0%

Ｎ＝１,７２９

 

●不参加の方へ条件が整えば、今後地域づくり活動に参加してみようと思うかたずねたところ、参  

 加してみようと「思う」と回答した人の割合は、43.0％であり、参加しようと「思わない」人の

10.2％を大きく上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  条件が整えば、「参加してみようと思う」人が 43.0％ 



 

 

第６章 「住宅用火災警報器」の設置について 

（１）「住宅用火災警報器」を設置する義務についての認識 

 

 

問21 消防法が改正され、住宅の寝室に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付け

られたことを知っていますか。（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●消防法が改正され、住宅の寝室に「住宅用火災警報器」を設置することが義務付けられたこ

とを知っているかたずねたところ、知っていると回答した人の割合は56.4％、一方、「知らない」

は41.6％となっている。 

 

 

  設置義務について「知っている」と答えた人が 56.4％ 

■住宅用火災警報器の設置について

知っている, 56.4%

知らない, 41.6%

無回答, 2.0%

Ｎ＝３，３５８



 

  

（２）自宅への「住宅用火災警報器」を設置状況 

 

 

問22  現在、自宅に「住宅用火災警報器」を設置していますか。（単数回答） 

■住宅用火災警報器の設置状況
無回答, 1.9%

設置されているか
どうかわからない,

5.4%

マンション等で自
動火災警報器が
設置されている,

8.5%

設置していない,
68.4%

設置している,
15.8%

 
 
●住宅用火災警報器を「設置している」と答えた人の割合は 15.8％であり、「設置していない」は

68.4％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ＝３，３５８ 

 「設置している」人が 15.8％ 



 

 

（３）「住宅用火災警報器」の設置の仕方 

 

 

問22で「設置している」とお答えになった方にお伺いします。 

問22－1 どうやって設置されましたか。（単数回答） 

■住宅用火災警報器の設置の仕方

自分で設置した,
14.1%

業者に依頼した,
74.1%

家族や知人に頼
んだ, 6.2%

無回答, 5.6%

 
●設置の仕方について、「業者に依頼した」（74.1％）が最も多く、「自分で設置した」（14.1％）を

大きく上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ＝５３２ 

 「業者に依頼した」人が 74.1％ 



 

  

（４）「住宅用火災警報器」の設置場所 

 

 

問22-2 どこに設置しましたか。（複数回答） 

                 

■住宅用火災警報器の設置場所

67.1

27.3

17.7

13.9

11.8

2.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

台所

寝室

階段の上部

居間

全ての部屋

無回答

（複数回答）

Ｎ＝５３２

 
 

●住宅用火災警報器の設置場所についてたずねたところ、「台所」と答えた人の割合が67.1％ 

 と突出して高い。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「台所」が 67.1％ 



 

 

（５）「住宅用火災警報器」を設置していない理由 

 

 

問22で「設置していない」とお答えになった方にお伺いします。 

問22-3 設置していない理由は何ですか。（複数回答） 

 

■住宅用火災警報器を設置していない理由

39.9

36.4

16.8

16.1

11.5

11.1

6.0

5.7

1.1

0 10 20 30 40 50 60

義務設置期限まで時間がある

知らなかった

価格が高い

購入方法が分からない

設置方法が分からない

賃貸住宅だから

火災の心配はないと思うから

その他

無回答

（複数回答）

Ｎ＝２,２９８

（％）

 
 

●設置していない理由をたずねたところ、「義務設置期限まで時間がある」が 39.9％で最多であり

次に「知らなかった」が36.4％と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「義務設置期限まで時間がある」が 39.9％ 



 

  

第７章 中心市街地について 

（１）中心市街地に出かける頻度 

 

 

問23 中心市街地へ出かけることはどのくらいありますか。 

                  

■中心市街地に出かける頻度

12.1

5.5

24.2

27.2

13.3

6.9

2.5

5.9

2.3

0 5 10 15 20 25 30

ほぼ毎日

週4～5日

週１～3日

月1回

2～3ヶ月に1回

半年に1回

1年に1回

ほとんど行かない

無回答

（単数回答）

Ｎ＝３,３５８

（％）

 

●中心市街地へ出かけることはどのくらいありますかの問いに「月１回」（27.2％）と答えた人が最

も多く、次いで「週１～３日」（24.2％）、「２～３ヶ月に１回」（13.3％）と続いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地へ「月一回出かける」が最多で 27.2％ 



 

 

 

（２）中心市街地に出かける目的 

 

 

問23で「ほぼ毎日」～「年に１回」と答えられた方におたずねします。  

問23-1 中心市街地へ出かける目的は何ですか。（複数回答） 

■中心市街地に出かける目的

45.8

21.4

19.7

14.2

13.3

12.4

11.6

9.7

6.5

5.3

5.2

20.7

0 10 20 30 40 50

買い物（非日常的な衣料・装飾品など）

買い物（日常的な食料品など）

飲食

図書館、美術館などの文化施設の利用

通勤・通学

通院

映画、観劇、コンサート

市役所などの行政機関での手続き

中心市街地に住んでいる

習い事、ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙ

その他

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,０８１

 
 

●中心市街地へ出かける目的の第１位は「買い物（非日常的な衣料・装飾品など）」（45.8％）、 

第２位は「買い物（日常的な食料品など）」（21.4％）、第３位は「飲食」（19.7％）と続いている。 

 

 「非日常的な衣料・装飾品などの買い物」が 45.8％ 



 

  

（３）中心市街地に出かける交通手段 

 

 

問23-2 中心市街地へ出かける際、利用する交通手段は何ですか。（単数回答） 

■中心市街地に出かける交通手段
無回答, 8.7%

公共交通機関
（バス、電車など）,

25.0%

乗用車, 50.0%

バイク, 1.4%

自転車, 11.6%

徒歩, 2.3%

その他, 0.9%

Ｎ＝３,０８１

                

●中心市街地へ出かける交通手段について、「乗用車」（50.0％）が最も多く、次いで「公共交通機

関（バス、電車など）」（25.0％）「自転車」（11.6％）と続き、「乗用車」の依存度が高いことが伺

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通手段は「乗用車」が圧倒的に多く 50.0％ 



 

 

（４）中心市街地についての印象 

 

 

問24 中心市街地について、どのような印象をお持ちでしょうか。 

■中心市街地の印象　１～10

26.1

21.4

41.4

37.4

18.5

42.1

37.8

42.7

15.5

50.1

49.6

43.1

38.7

31.7

37.5

37.5

34.0

36.0

55.3

31.7

15.3

26.5

10.8

21.5

34.0

12.0

19.1

11.9

19.3

9.2

9.0

9.0

9.1

9.4

10.1

8.4

9.1

9.4

9.9

8.9

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

1.治安がよい

2.ゴミが少なく、まちがきれい

3.行政機関、郵便局などの公共施設が充実している

4.公共交通機関が充実していて、移動が便利

5.駐車場が充実していて、車での移動が便利

6.総合病院をはじめとした医療機関が充実している

7.食料品など日常生活品の買い物に便利

8.郊外にない魅力ある店がある

9.街並みや景観が美しい

10.図書館、美術館、ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙなど文化施設が充実している

Ｎ=３,３５８

そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答

 
 
 
 
 
 

中心市街地の印象は、「図書館、美術館、コンサートホールなど文化施設が充実」 



 

  

 
                  

■中心市街地の印象　11～20

20.9

20.6

5.0

20.3

7.2

10.9

4.5

11.0

22.3

22.4

45.3

48.4

47.8

44.8

43.9

42.7

50.5

52.6

40.0

47.9

24.8

21.5

37.7

25.0

39.3

36.0

34.6

26.0

28.6

20.8

9.0

9.5

9.5

9.8

9.6

10.3

10.4

10.4

9.1

9.0

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

11.歩道が広く、安心して歩ける

12.イベントや催物などが盛んに行われていて、にぎわいがある

13.福祉施設が充実していて、高齢者などが安心して暮らせる

14.映画館など娯楽施設が充実している

15.広域から人が訪れるほどの魅力がある

16.夜のにぎわいがある

17.保育施設が充実していて子育てしやすい

18.学校教育施設や生涯教育施設が充実している

19.住んでみたい、または、住み続けたい

20.歴史と文化を感じさせる岡山の顔である

Ｎ=３,３５８

そう思う どちらともいえない そう思わない 無回答

   
●中心市街地について、どのような印象があるかたずねると、以下のような順位となる。 

１位：「図書館、美術館、コンサートホールなど文化施設が充実している」（50.1％） 

 ２位：「郊外にない魅力ある店がある」（42.7％） 

 ３位：「総合病院をはじめとした医療機関が充実している」（42.1％） 

 

 



 

 

（５）中心市街地に充実すべき施設 

 

 

 問25 今後、中心市街地に充実すべき施設は何だと思われますか。（複数回答） 

                    

■中心市街地に充実すべき施設

32.7

31.7

29.1

25.4

21.3

13.1

12.3

11.9

11.0

10.4

10.1

9.7

6.7

5.7

5.5

4.3

2.2

2.7

5.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40

魅力あるショッピング施設

駐車場

緑の美しい公園、緑地や広場

観光客を呼び込める施設

高齢者、障害者等のための福祉施設

駐輪場

診療所、病院などの医療施設

図書館、美術館、ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙなどの文化施設

子育て支援となる保育施設

レジャー・娯楽施設

高齢者向け住宅

日常生活品の買物施設

特色ある学校教育施設

公民館、ｶﾙﾁｬｰｽｸｰﾙなどの生涯教育施設

飲食施設

行政機関、郵便局等の公共施設

ファミリー向け住宅

その他

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

 
● 充実すべき施設を３つまで挙げてもらったところ、順位は以下のとおりである。 

１位：「魅力あるショッピング施設」（32.7％） 

   ２位：「駐車場」（31.7％） 

   ３位：「緑の美しい公園、緑地や広場」（29.1％） 

 

中心市街地に充実すべき施設は、「魅力あるショッピング施設」と「駐車場」 



 

  

（６）中心部で、商業地区として今後発展を望む地区 

 

 

問26 中心部で今後発展して欲しい地区がありますか。（複数回答） 

                  

■今後、商業地区として発展して欲しい地区

34.1

32.6

31.4

25.3

19.1

14.9

16.5

4.3

9.7

0 10 20 30 40

表町地区

駅西口地区

駅前周辺地区（東口）

奉還町地区

西川緑道公園沿い

県庁通り沿い

特になし

その他

無回答

（複数回答）

Ｎ＝３,３５８

 

●中心部で、商業地区として今後発展して欲しい地区を３つまで選んでもらったところ、上位３地

区は、「表町地区」（34.1％）、「駅西口地区」（32.6％）、「駅前周辺地区（東口）」（31.4％）となっ

た。 

●年齢階層別に見れば、１０歳代、２０歳代は「駅西口地区」を挙げているが、３０歳代から５０

歳代までは「表町地区」を挙げている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中心部で発展して欲しい地区は、「表町地区」、「駅西口地区」、「駅前周辺地区」 



 

 

 

■年齢階層別

34.1

40.7

34.2

33.7

34.0

34.5

32.5

35.4

31.4

29.6

32.9

31.0

26.1

33.4

32.8

31.8

32.6

50.0

35.5

33.5

33.3

34.5

30.7

30.0

25.3

35.2

30.3

26.9

29.1

25.3

23.4

21.3

19.1

11.1

21.4

20.5

18.5

16.6

23.3

16.9

14.9

14.8

16.2

17.9

16.7

12.9

13.9

14.1

16.5

17.5

16.7

18.2

16.4

15.0

4.3

5.1

4.5

6.0

15.0

20.4

3.6

4.4

3.7

0.0

18.2

10.1

6.6

5.8

4.5

5.6

1.9

9.7

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

合計
（n=3358）

10歳代
（n=54）

20歳代
（n=234）

30歳代
（n=487）

40歳代
（n=486）

50歳代
（n=589）

60歳代
（n=683）

70歳代以上
（n=811）

表町地区 駅前周辺地区（東口） 駅西口地区

奉還町地区 西川緑道公園沿い 県庁通り沿い

特になし その他 無回答

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


