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第１章 アンケート調査 
 

１．調査の概要 

 
 

（１）調査目的 

大原自治振興会では、「住民一人ひとりが強い結びつきのなかで、誰もがこれからも住

み続けたいと願う、元気で力強い地域社会」を目指し、1)健康福祉部会、2)地域振興部会、

3)生活環境部会、4)教育文化部会でまちづくり活動を行ってきました。また、昨年度には、

人口減少社会や超高齢化社会の到来が取り沙汰される中、さらに持続的なまちづくり活動

のため、1)見守りプロジェクト、2)若者プロジェクト、3)まちづくりプロジェクト、4)防

災プロジェクトの４プロジェクトを新たに立上げました。 

本調査は、今後、４部会と４プロジェクトのまちづくり活動を、地域の実情に即した効

果の高い取組とするべく、住民のみなさまが何を求めておられるのかを把握して、大原地

域のまちづくり計画改定の基礎資料とすることです。 

 

（２）調査方法 

① 調査対象 

本調査は、大原学区内にお住いの 15 歳以上の方から無作為に抽出した 1,500 名の方を

対象としました。 

 

② 調査方法 

郵送で各個人に配付、回収しました。  

・調査実施日：平成 28 年 7 月 20 日～8 月 10 日  

 

③ 実施主体 

本調査は、「甲賀市役所 地域コミュニティ推進室」と「大原自治振興会」が、甲賀市の

「地域課題解決のための提案型モデル事業」を活用して、協働で実施しました。 
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２．集計結果 

 

（１）配付・回収結果 

 

① 回収率 

 本調査は 1,500 人に配付し、593 人から回収でき、回収率は 39.5％です。 

 年齢別では、10~40 歳代の回収率は地域平均より低く、50 歳代以上の回収率は地域平均

より高くなっています。 

 居住地区別では、大原中の回収率だけが 23.3％と 20%台で地域平均よりかなり低くなっ

ています。 

 

表 １-1 配付数・回収数・回収率 

単位：人
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 無回答 合計

配付数 5          10         14         14         14         23         19         -          99         
回収数 -          3          5          3          5          9          8          -          33         
回収率 0.0% 30.0% 35.7% 21.4% 35.7% 39.1% 42.1% -          33.3%
配付数 17         34         29         38         38         46         41         -          243       
回収数 4          7          8          11         16         20         16         1          83         
回収率 23.5% 20.6% 27.6% 28.9% 42.1% 43.5% 39.0% -          34.2%
配付数 8          12         10         13         13         26         10         -          92         
回収数 1          3          1          6          6          13         4          -          34         
回収率 12.5% 25.0% 10.0% 46.2% 46.2% 50.0% 40.0% -          37.0%
配付数 6          15         11         15         16         20         11         -          94         
回収数 5          3          4          3          4          8          6          -          33         
回収率 83.3% 20.0% 36.4% 20.0% 25.0% 40.0% 54.5% -          35.1%
配付数 15         33         38         34         24         28         22         -          194       
回収数 -          4          8          5          7          12         9          -          45         
回収率 0.0% 12.1% 21.1% 14.7% 29.2% 42.9% 40.9% -          23.2%
配付数 18         34         15         27         36         32         16         -          178       
回収数 3          10         5          10         14         16         8          -          66         
回収率 16.7% 29.4% 33.3% 37.0% 38.9% 50.0% 50.0% -          37.1%
配付数 10         17         14         18         18         27         17         -          121       
回収数 1          6          5          6          2          16         7          -          43         
回収率 10.0% 35.3% 35.7% 33.3% 11.1% 59.3% 41.2% -          35.5%
配付数 7          21         23         18         21         27         20         -          137       
回収数 -          8          5          3          8          14         14         -          52         
回収率 0.0% 38.1% 21.7% 16.7% 38.1% 51.9% 70.0% -          38.0%
配付数 11         42         44         36         37         38         30         -          238       
回収数 1          8          13         10         20         21         13         -          86         
回収率 9.1% 19.0% 29.5% 27.8% 54.1% 55.3% 43.3% -          36.1%
配付数 7          14         14         15         16         22         16         -          104       
回収数 2          3          7          9          9          11         6          -          47         
回収率 28.6% 21.4% 50.0% 60.0% 56.3% 50.0% 37.5% -          45.2%
配付数 -          -          -          -          -          -          -          -          -          
回収数 3          4          7          8          10         7          9          23         71         
回収率 -          -          -          -          -          -          -          -          -          
配付数 104       232       212       228       233       289       202       -          1,500     
回収数 20         59         68         74         101       147       100       24         593       
回収率 19.2% 25.4% 32.1% 32.5% 43.3% 50.9% 49.5% -          39.5%

櫟野

神

大原上田

大久保

高野

無回答

合計

大原中

拝坂

鳥居野

相模

大原市場
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② 調査の精度 

本調査の回収数は、593 人で、市総合計画等のアンケート調査で用いる標本誤差を 5％

とした場合の統計学上の必要サンプル数 350人を上回り、本調査から得られた分析結果は、

大原地域全体としての意見を推定するために、十分な精度を得ていると判断できます。 

 

【必要サンプル数の算出式】      

ｎ≧Ｎ÷[{（e÷1.96）2×（Ｎ－1）×4}＋1]      

Ｎ＝母集団の数（調査対象者数） 

（＝3,902 人：15 歳以上から 80 歳未満(2010 国勢調査））      

ｅ＝標本誤差（＝0.05）  

ｎ＝必要サンプル数    

（※ 1.96 は上記の信頼係数と標本誤差を設定した場合に用いる統計上の定数）      

計算の結果、ｎ＝349.81・・・となり、必要サンプル数は 350 となります。" 

 

 

（２）大原地域について 

 

① 大原地域の住み心地 

大原地域の住み心地については、「やや満足」（47.6％）が最も多く、次いで「やや不満」

（29.8％）、「満足」（14.5％）、「不満」（6.2％）となっています。 

 

14.5% 47.6% 29.8% 6.2%

1.9%

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

回答者

（593人）

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

 

図 １-1 大原地域の住み心地（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

 居住期間「5～10 年未満」で「満足」が 0％と地域全体と比べて少なく、「やや不満」が

70％以上と地域全体と比べて多くなっています。 

17.5%

12.7%

10.0%

13.6%

17.6%

17.6%

15.8%

13.6%

14.0%

6.1%

8.4%

8.8%

27.3%

13.3%

13.6%

18.6%

19.2%

18.6%

19.1%

16.7%

0.0%

13.0%

10.2%

17.4%

43.4%

52.2%

55.0%

59.3%

44.1%

44.6%

45.5%

47.6%

52.0%

45.5%

43.4%

52.9%

33.3%

55.6%

51.5%

48.8%

51.9%

58.1%

48.9%

58.3%

26.7%

53.6%

53.7%

45.7%

31.5%

28.4%

30.0%

22.0%

32.4%

32.4%

33.7%

32.0%

24.0%

42.4%

37.3%

23.5%

36.4%

31.1%

33.3%

23.3%

23.1%

15.1%

27.7%

19.4%

73.3%

24.6%

31.5%

28.9%

7.2%

4.6%

5.0%

3.4%

5.9%

5.4%

5.0%

5.4%

6.0%

6.1%

8.4%

14.7%

3.0%
0.0%

0.0%

4.7%

3.8%

8.1%

2.1%

5.6%

0.0%

7.2%

4.6%

5.9%

0.4%

2.2%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

4.0%

0.0%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

1.5%

4.7%

1.9%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

2.1%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

 

図 １-2 大原地域の住み心地（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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② 満足に思うこと 

＜大原地域の住み心地で「満足」、「やや満足」のいずれかを回答した 368 人対象＞ 

満足に思うこと、「災害が少ない」（81.8％）、「自然環境が豊か」（71.7％）、「交通施設（高

速道路 IＣ、ＪＲの駅）がある」（30.7％）が上位 3 項目となっています。 

 

0.0%

3.5%

4.9%

9.5%

10.1%

11.7%

19.6%

20.9%

30.7%

71.7%

81.8%

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

無回答

その他

公共施設が充実している

歴史や伝統文化が多い

高齢者が元気

地域の結束力が強い

お米等の農産物が豊か

人間関係が良好

交通施設（高速道路IＣ、ＪＲの駅）がある

自然環境が豊か

災害が少ない

 

図 １-3 大原地域の住み心地で満足に思うこと（3 つ以内選択）（N=368） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「災害が少ない」、「自然

環境が豊か」が多くなっています。 

年齢別では、「10～40歳代」で「自然環境が豊か」が、｢50歳代以上｣で「災害が少ない」

が最も多くなっています。 

居住地区別では、「櫟野」、「大久保」を除く地区で「災害が少ない」が最も多くなってい

ます。 

居住期間別では、「20年未満」で「自然環境が豊か」が、｢10年以上｣で「災害が少ない」

が最も多くなっています。 

 

表 １-2 大原地域の住み心地で満足に思うこと（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

自
然
環
境
が
豊
か

お
米
等
の
農
産
物
が
豊
か

災
害
が
少
な
い

歴
史
や
伝
統
文
化
が
多
い

人
間
関
係
が
良
好

高
齢
者
が
元
気

地
域
の
結
束
力
が
強
い

公
共
施
設
が
充
実
し
て
い

る 交
通
施
設

（
高
速
道
路
I

Ｃ

、
Ｊ
Ｒ
の
駅

）
が
あ
る

そ
の
他

無
回
答

男性 153 70.6% 15.7% 80.4% 13.7% 23.5% 11.1% 15.0% 5.9% 32.0% 1.3% 0.0%

女性 210 72.9% 21.9% 82.4% 6.2% 18.1% 9.0% 9.0% 4.3% 30.0% 4.8% 0.0%

10歳代 13 92.3% 15.4% 84.6% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%

20歳代 43 88.4% 7.0% 79.1% 2.3% 9.3% 4.7% 2.3% 4.7% 16.3% 7.0% 0.0%

30歳代 42 73.8% 7.1% 66.7% 9.5% 26.2% 7.1% 14.3% 9.5% 33.3% 4.8% 0.0%

40歳代 46 69.6% 15.2% 60.9% 13.0% 26.1% 6.5% 13.0% 10.9% 34.8% 6.5% 0.0%

50歳代 62 74.2% 22.6% 80.6% 9.7% 24.2% 8.1% 16.1% 3.2% 33.9% 1.6% 0.0%

60歳代 90 71.1% 23.3% 91.1% 13.3% 20.0% 7.8% 11.1% 3.3% 34.4% 1.1% 0.0%

70歳代以上 66 57.6% 30.3% 93.9% 7.6% 19.7% 24.2% 13.6% 1.5% 33.3% 3.0% 0.0%

櫟野 17 82.4% 41.2% 76.5% 23.5% 23.5% 5.9% 17.6% 0.0% 11.8% 5.9% 0.0%

神 43 79.1% 23.3% 83.7% 2.3% 27.9% 16.3% 4.7% 2.3% 11.6% 4.7% 0.0%

大原上田 21 81.0% 33.3% 85.7% 0.0% 9.5% 19.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0%

大久保 20 80.0% 20.0% 75.0% 10.0% 40.0% 10.0% 10.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0%

大原中 31 74.2% 19.4% 83.9% 3.2% 12.9% 12.9% 12.9% 3.2% 25.8% 6.5% 0.0%

拝坂 43 67.4% 23.3% 83.7% 14.0% 11.6% 4.7% 9.3% 14.0% 34.9% 0.0% 0.0%

鳥居野 29 75.9% 24.1% 79.3% 6.9% 34.5% 10.3% 17.2% 0.0% 13.8% 3.4% 0.0%

相模 37 59.5% 10.8% 94.6% 2.7% 18.9% 5.4% 8.1% 8.1% 54.1% 0.0% 0.0%

大原市場 66 66.7% 9.1% 75.8% 21.2% 19.7% 10.6% 13.6% 9.1% 48.5% 4.5% 0.0%

高野 32 62.5% 12.5% 75.0% 6.3% 12.5% 6.3% 18.8% 3.1% 46.9% 3.1% 0.0%

5年未満 27 81.5% 7.4% 59.3% 11.1% 14.8% 7.4% 11.1% 14.8% 48.1% 0.0% 0.0%

5～10年未満 4 75.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0%

10～20年未満 46 76.1% 15.2% 76.1% 4.3% 8.7% 0.0% 8.7% 8.7% 28.3% 2.2% 0.0%

20～30年未満 69 79.7% 13.0% 82.6% 8.7% 14.5% 13.0% 5.8% 7.2% 24.6% 2.9% 0.0%

30年以上 214 67.8% 24.3% 85.5% 10.7% 26.2% 11.2% 14.5% 1.9% 30.4% 3.7% 0.0%

居
住
期
間
別

居
住
地
区
別

年
齢
別

性
別
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③ 不満に思うこと 

＜大原地域の住み心地で「不満」、「やや不満」のいずれかを回答した 214 人対象＞ 

大原地域の住み心地で不満に思うことは、「お店や企業が少ない」（67.3％）、「公共交通

の便が悪い」（66.4％）、「地域行事・しきたりがわずらわしい」（56.5％）、「慣習等の生活

改善が進まない」（43.0％）、「医療・福祉施設の不足」（36.4％）が上位 5 項目となってい

ます。 

 

0.0%

11.7%

10.3%

11.7%

11.7%

12.1%

13.1%

15.0%

18.2%

18.7%

18.7%

36.4%

43.0%

56.5%

66.4%

67.3%

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

無回答

その他

耕作放棄地が多い

子育てや教育環境が不十分

高齢者や障がい者のサポートが不十分

空き家対策が不十分

道路・河川の雑草やゴミが目立つ

農業後継者が少ない

獣害対策が不十分

道路・交通施設の維持管理が不十分

文化財保全、伝統文化の継承が負担である

医療・福祉施設の不足

慣習等の生活改善が進まない

地域行事・しきたりがわずらわしい

公共交通の便が悪い

お店や企業が少ない

 

図 １-4 大原地域の住み心地で不満に思うこと（5 つ以内選択）（N=214） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「お店や企業が少ない」、

「公共交通の便が悪い」が多くなっています。 

年齢別では、「10～40歳代」で「お店や企業が少ない」が、｢50歳代以上｣で「公共交通

の便が悪い」が最も多くなっています。 

年齢「60 歳代」、居住地「神」、「大原上田」で「地域行事・しきたりがわずらわしい」

が最も多くなっています。 

 

表 １-3 大原地域の住み心地で不満に思うこと（5 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

空
き
家
対
策
が
不
十
分

道
路
・
河
川
の
雑
草
や
ゴ

ミ
が
目
立
つ

獣
害
対
策
が
不
十
分

耕
作
放
棄
地
が
多
い

農
業
後
継
者
が
少
な
い

お
店
や
企
業
が
少
な
い

文
化
財
保
全

、
伝
統
文
化

の
継
承
が
負
担
で
あ
る

慣
習
等
の
生
活
改
善
が
進

ま
な
い

高
齢
者
や
障
が
い
者
の
サ

ポ
ー

ト
が
不
十
分

子
育
て
や
教
育
環
境
が
不

十
分

公
共
交
通
の
便
が
悪
い

医
療
・
福
祉
施
設
の
不
足

道
路
・
交
通
施
設
の
維
持

管
理
が
不
十
分

地
域
行
事
・
し
き
た
り
が

わ
ず
ら
わ
し
い

そ
の
他

無
回
答

男性 97 17.5% 12.4% 21.6% 14.4% 15.5% 63.9% 22.7% 38.1% 10.3% 11.3% 57.7% 27.8% 28.9% 52.6% 10.3% 0.0%

女性 107 8.4% 15.0% 16.8% 6.5% 14.0% 71.0% 15.9% 48.6% 14.0% 13.1% 73.8% 42.1% 11.2% 58.9% 12.1% 0.0%

10歳代 7 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 71.4% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0%

20歳代 15 6.7% 6.7% 13.3% 6.7% 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 6.7% 13.3% 73.3% 13.3% 20.0% 33.3% 0.0% 0.0%

30歳代 26 15.4% 15.4% 3.8% 7.7% 7.7% 73.1% 26.9% 38.5% 7.7% 26.9% 61.5% 38.5% 19.2% 69.2% 15.4% 0.0%

40歳代 28 3.6% 10.7% 7.1% 10.7% 14.3% 75.0% 17.9% 35.7% 17.9% 17.9% 60.7% 21.4% 17.9% 46.4% 10.7% 0.0%

50歳代 39 7.7% 7.7% 15.4% 5.1% 10.3% 61.5% 25.6% 51.3% 12.8% 10.3% 74.4% 41.0% 20.5% 53.8% 15.4% 0.0%

60歳代 55 23.6% 14.5% 34.5% 18.2% 23.6% 63.6% 23.6% 52.7% 10.9% 9.1% 65.5% 34.5% 21.8% 65.5% 9.1% 0.0%

70歳代以上 30 10.0% 26.7% 30.0% 10.0% 23.3% 56.7% 10.0% 46.7% 16.7% 6.7% 63.3% 50.0% 13.3% 53.3% 10.0% 0.0%

櫟野 16 25.0% 18.8% 31.3% 25.0% 18.8% 68.8% 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% 12.5% 62.5% 12.5% 0.0%

神 38 15.8% 7.9% 15.8% 7.9% 18.4% 57.9% 13.2% 63.2% 5.3% 5.3% 65.8% 31.6% 15.8% 71.1% 7.9% 0.0%

大原上田 13 7.7% 23.1% 46.2% 7.7% 7.7% 61.5% 38.5% 46.2% 7.7% 7.7% 76.9% 46.2% 23.1% 76.9% 7.7% 0.0%

大久保 13 30.8% 7.7% 7.7% 15.4% 23.1% 61.5% 15.4% 30.8% 15.4% 15.4% 61.5% 30.8% 7.7% 53.8% 7.7% 0.0%

大原中 14 0.0% 21.4% 7.1% 14.3% 21.4% 78.6% 21.4% 42.9% 7.1% 21.4% 64.3% 57.1% 28.6% 42.9% 7.1% 0.0%

拝坂 22 9.1% 9.1% 18.2% 9.1% 9.1% 72.7% 0.0% 22.7% 18.2% 13.6% 72.7% 27.3% 31.8% 31.8% 9.1% 0.0%

鳥居野 12 33.3% 25.0% 50.0% 16.7% 8.3% 91.7% 16.7% 33.3% 16.7% 25.0% 75.0% 50.0% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0%

相模 14 7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 7.1% 78.6% 21.4% 28.6% 14.3% 21.4% 85.7% 42.9% 7.1% 50.0% 0.0% 0.0%

大原市場 20 5.0% 30.0% 15.0% 10.0% 10.0% 75.0% 25.0% 50.0% 15.0% 15.0% 30.0% 35.0% 30.0% 50.0% 5.0% 0.0%

高野 14 7.1% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 71.4% 28.6% 50.0% 14.3% 7.1% 71.4% 21.4% 35.7% 50.0% 7.1% 0.0%

5年未満 9 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 100.0% 22.2% 33.3% 0.0% 22.2% 66.7% 11.1% 22.2% 55.6% 11.1% 0.0%

5～10年未満 11 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 9.1% 63.6% 0.0% 27.3% 72.7% 36.4% 18.2% 63.6% 18.2% 0.0%

10～20年未満 22 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 4.5% 72.7% 27.3% 22.7% 22.7% 22.7% 72.7% 18.2% 22.7% 45.5% 4.5% 0.0%

20～30年未満 39 12.8% 15.4% 12.8% 10.3% 10.3% 69.2% 7.7% 41.0% 10.3% 15.4% 84.6% 35.9% 17.9% 46.2% 10.3% 0.0%

30年以上 118 15.3% 16.9% 27.1% 12.7% 19.5% 63.6% 22.0% 47.5% 11.9% 7.6% 58.5% 40.7% 19.5% 59.3% 11.9% 0.0%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（３）大原自治振興会について 

 

① 大原自治振興会の活動の認知度 

大原自治振興会の活動の認知度については、「知らない」（47.7％）が最も多く、次いで

「おおむね知っている」（40.8％）、「知っている」（9.1％）となっています。 

 

9.1% 40.8% 47.7%

2.4%

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

回答者

（593人）

知っている おおむね知っている

知らない 無回答
 

図 １-5 大原自治振興会の活動の認知度（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

年齢「10～30 歳代」、居住期間「5 年未満」で「知らない」の割合が 70％以上と他の年

齢、他の期間よりも多くなっています。 

13.9%

4.9%

0.0%

0.0%

2.9%

5.4%

13.9%

13.6%

11.0%

12.1%

6.0%

14.7%

18.2%

13.3%

9.1%

7.0%

11.5%

8.1%

6.4%

2.8%

13.3%

2.9%

2.8%

12.7%

41.0%

40.7%

15.0%

3.4%

22.1%

39.2%

44.6%

57.8%

52.0%

39.4%

44.6%

38.2%

30.3%

28.9%

37.9%

41.9%

44.2%

43.0%

53.2%

19.4%

26.7%

26.1%

30.6%

50.1%

44.2%

51.9%

85.0%

96.6%

72.1%

54.1%

41.6%

27.9%

31.0%

45.5%

47.0%

41.2%

51.5%

57.8%

51.5%

48.8%

40.4%

48.8%

40.4%

77.8%

60.0%

68.1%

66.7%

35.1%

0.8%

2.5%

0.0%

0.0%

2.9%

1.4%

0.0%

0.7%

6.0%

3.0%

2.4%

5.9%

0.0%

0.0%

1.5%

2.3%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

0.0%

2.1%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

知っている おおむね知っている 知らない 無回答

 

図 １-6 大原自治振興会の活動の認知度 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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② 大原自治振興会の活動への参加 

大原自治振興会の活動への参加認知度については、「参加したことがない」（59.7％）が

最も多く、次いで「少し参加している」（29.7％）、「積極的に参加している」（4.9％）とな

っています。 

 

4.9%

29.7% 59.7%

5.7%

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

回答者

（593人）

積極的に参加している 少し参加している

参加したことがない 無回答
 

図 １-7 大原自治振興会の活動への参加（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

 年齢「10～30 歳代」、居住期間「5～10 年未満」で「参加したことがない」が 80％と地

域全体と比べて多くなっています。 

8.4%

2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

7.9%

8.8%

5.0%

3.0%

6.0%

5.9%

9.1%

2.2%

6.1%

2.3%

5.8%

5.8%

4.3%

2.8%

0.0%

1.4%

3.7%

6.5%

34.7%

25.9%

0.0%

3.4%

7.4%

28.4%

38.6%

47.6%

32.0%

33.3%

25.3%

47.1%

30.3%

15.6%

19.7%

32.6%

36.5%

27.9%

46.8%

5.6%

26.7%

17.4%

19.4%

38.1%

53.4%

66.4%

100.0%

91.5%

83.8%

66.2%

50.5%

40.1%

56.0%

60.6%

65.1%

41.2%

54.5%

73.3%

68.2%

60.5%

53.8%

65.1%

44.7%

88.9%

66.7%

79.7%

71.3%

50.7%

3.6%

5.6%

0.0%

5.1%

8.8%

2.7%

3.0%

3.4%

7.0%

3.0%

3.6%

5.9%

6.1%

8.9%

6.1%

4.7%

3.8%

1.2%

4.3%

2.8%

6.7%

1.4%

5.6%

4.7%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

積極的に参加している 少し参加している 参加したことがない 無回答

 

図 １-8 大原自治振興会の活動への参加 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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③ 大原自治振興会の情報の入手方法 

＜大原自治振興会の活動を「知っている」、「おおむね知っている」のいずれかを回答し

た 296 人対象＞ 

大原自治振興会の情報の入手方法は、「自治振興会が発行している広報誌またはチラシ」

（74.7％）、「自治振興会等の役員を通じて」（43.2％）、「友人または知人を通じて」（17.9％）

が上位 3 項目となっています。 

 

1.4%

3.0%

1.0%

3.0%

17.9%

43.2%

74.7%

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

無回答

その他

どこからも得ていない

自治振興会のフェイスブックなど

インターネットを通じて

友人または知人を通じて

自治振興会等の役員を通じて

自治振興会が発行している

広報誌またはチラシ

 

図 １-9 大原自治振興会の情報の入手方法（複数選択）（N=296） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「自治振興会が発行して

いる広報誌またはチラシ」が多くなっています。 

年齢「20 歳代」で「友人または知人を通じて」が、「自治振興会が発行している広報誌

またはチラシ」と同様に最も多くなっています。 

居住地「相模」、居住期間「5～10年未満」で「自治振興会等の役員を通じて」が最も多

くなっています。 

 

表 １-4 大原自治振興会の情報の入手方法（複数選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

自
治
振
興
会
が
発

行
し
て
い
る
広
報

誌
ま
た
は
チ
ラ
シ

自
治
振
興
会
の

フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク

な
ど
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
通
じ
て

自
治
振
興
会
等
の

役
員
を
通
じ
て

友
人
ま
た
は
知
人

を
通
じ
て

ど
こ
か
ら
も
得
て

い
な
い そ

の
他

無
回
答

男性 138 75.4% 5.1% 43.5% 19.6% 1.4% 4.3% 0.0%

女性 148 74.3% 1.4% 43.2% 17.6% 0.7% 2.0% 1.4%

10歳代 3 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%

20歳代 2 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30歳代 17 47.1% 5.9% 23.5% 23.5% 0.0% 0.0% 0.0%

40歳代 33 75.8% 3.0% 39.4% 12.1% 0.0% 3.0% 0.0%

50歳代 59 78.0% 1.7% 45.8% 13.6% 0.0% 5.1% 1.7%

60歳代 105 75.2% 3.8% 49.5% 18.1% 1.9% 1.9% 1.0%

70歳代以上 63 79.4% 3.2% 41.3% 25.4% 1.6% 3.2% 0.0%

櫟野 17 76.5% 0.0% 41.2% 5.9% 0.0% 5.9% 0.0%

神 42 78.6% 4.8% 26.2% 19.0% 0.0% 2.4% 0.0%

大原上田 18 66.7% 5.6% 55.6% 22.2% 0.0% 5.6% 0.0%

大久保 16 81.3% 12.5% 62.5% 31.3% 0.0% 6.3% 0.0%

大原中 19 63.2% 0.0% 42.1% 10.5% 5.3% 5.3% 0.0%

拝坂 31 87.1% 3.2% 35.5% 19.4% 0.0% 3.2% 0.0%

鳥居野 21 71.4% 0.0% 38.1% 14.3% 0.0% 0.0% 4.8%

相模 29 62.1% 3.4% 65.5% 27.6% 0.0% 3.4% 0.0%

大原市場 44 81.8% 2.3% 38.6% 29.5% 2.3% 2.3% 0.0%

高野 28 78.6% 3.6% 42.9% 3.6% 0.0% 3.6% 0.0%

5年未満 8 62.5% 0.0% 37.5% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0%

5～10年未満 6 33.3% 16.7% 50.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%

10～20年未満 20 80.0% 0.0% 30.0% 25.0% 0.0% 5.0% 0.0%

20～30年未満 36 88.9% 5.6% 47.2% 19.4% 0.0% 2.8% 0.0%

30年以上 213 73.7% 2.8% 43.7% 16.9% 1.4% 2.8% 0.9%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別

 

 



 

－15－ 

④ 普段の情報の入手方法 

＜大原自治振興会の活動を「知らない」と回答した 283 人対象＞ 

普段の情報の入手方法は、「市の広報で」（48.1％）、「友人または知人を通じて」（38.5％）、

「フェイスブックやツイッター、インターネットで」（36.0％）が上位 3 項目となっていま

す。 

 

4.6%

7.8%

16.3%

20.5%

36.0%

38.5%

48.1%

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

無回答

その他

街角の掲示板やポスターで

職場や学校などで

フェイスブックやツイッター、

インターネットで

友人または知人を通じて

市の広報で

 

図 １-10 普段の情報の入手方法（複数選択）（N=283） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「市の広報で」」、「フェイ

スブックやツイッター、インターネットで」が多くなっています。 

年齢別では、「10～30歳代」で「フェイスブックやツイッター、インターネットで」が、

｢40歳代以上｣で「市の広報で」が最も多くなっています。 

居住地「櫟野」、「大久保」、「高野」で「友人または知人を通じて」が最も多くなってい

ます。 

 

表 １-5 普段の情報の入手方法（複数選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

市
の
広
報
で

街
角
の
掲
示
板
や

ポ
ス
タ
ー

で

フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク

や
ツ
イ

ッ
タ
ー

、

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

で 友
人
ま
た
は
知
人

を
通
じ
て

職
場
や
学
校
な
ど

で

そ
の
他

無
回
答

男性 111 41.4% 18.0% 41.4% 31.5% 20.7% 8.1% 4.5%

女性 168 52.4% 14.9% 32.7% 42.3% 20.2% 7.7% 4.8%

10歳代 17 17.6% 11.8% 70.6% 47.1% 23.5% 5.9% 5.9%

20歳代 57 15.8% 10.5% 64.9% 47.4% 22.8% 5.3% 8.8%

30歳代 49 44.9% 22.4% 49.0% 38.8% 20.4% 8.2% 0.0%

40歳代 40 62.5% 15.0% 40.0% 37.5% 32.5% 10.0% 2.5%

50歳代 42 54.8% 14.3% 19.0% 33.3% 26.2% 9.5% 2.4%

60歳代 41 75.6% 19.5% 7.3% 24.4% 9.8% 7.3% 4.9%

70歳代以上 31 64.5% 19.4% 0.0% 38.7% 3.2% 9.7% 9.7%

櫟野 15 53.3% 20.0% 40.0% 60.0% 33.3% 13.3% 0.0%

神 39 56.4% 17.9% 38.5% 28.2% 15.4% 5.1% 0.0%

大原上田 14 50.0% 7.1% 42.9% 35.7% 7.1% 7.1% 14.3%

大久保 17 17.6% 5.9% 52.9% 64.7% 29.4% 5.9% 17.6%

大原中 26 61.5% 15.4% 34.6% 38.5% 26.9% 11.5% 0.0%

拝坂 34 50.0% 14.7% 29.4% 26.5% 20.6% 8.8% 2.9%

鳥居野 21 47.6% 9.5% 28.6% 33.3% 19.0% 9.5% 14.3%

相模 21 23.8% 4.8% 61.9% 42.9% 14.3% 4.8% 0.0%

大原市場 42 61.9% 26.2% 35.7% 40.5% 28.6% 9.5% 0.0%

高野 19 31.6% 21.1% 21.1% 42.1% 10.5% 10.5% 5.3%

5年未満 28 42.9% 21.4% 57.1% 35.7% 28.6% 7.1% 0.0%

5～10年未満 9 44.4% 33.3% 66.7% 44.4% 33.3% 0.0% 0.0%

10～20年未満 47 40.4% 12.8% 36.2% 34.0% 23.4% 6.4% 4.3%

20～30年未満 72 34.7% 8.3% 48.6% 45.8% 25.0% 5.6% 6.9%

30年以上 119 62.2% 20.2% 21.8% 33.6% 12.6% 10.1% 5.0%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（４）大原自治振興会の専門部会について 

 

① 健康福祉部会の今後必要な活動 

健康福祉部会の今後必要な活動については、「認知症に関する予防・家族でのケア・・・

地域での学習会の実施」（45.7％）、「100 万歩運動の継続や、健康な身体づくりに関する事

業」（30.4％）、「救急救命、ＡＥＤ講習の実施」（29.5％）が上位 3 項目となっています。 

 

6.2%

5.7%

14.7%

17.4%

19.4%

21.4%

22.1%

29.5%

30.4%

45.7%

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

無回答

その他

落語会や寄席の開催

サロンの貸し出し用備品の充実とＰＲ活動

歴史探訪ウォーキングの開催

ふれあいいきいきサロンの

スタッフ交流・研修

体力測定等の実施

救急救命、ＡＥＤ講習の実施

100万歩運動の継続や、

健康な身体づくりに関する事業

認知症に関する予防・家族でのケア・・・

地域での学習会の実施

 

図 １-11 健康福祉部会の今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「認知症に関する予防・

家族でのケア・・・地域での学習会の実施」が多くなっています。 

年齢「10･20歳代」、居住期間「10年未満」で「救急救命、ＡＥＤ講習の実施」が最も多

くなっています。 

居住地「相模」で「認知症に関する予防・家族でのケア・・・地域での学習会の実施」

と同様に、「100万歩運動の継続や、健康な身体づくりに関する事業」が最も多くなってい

ます。 

 

表１-6 健康福祉部会の今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

ふ
れ
あ
い
い
き
い
き
サ
ロ

ン
の
ス
タ

ッ
フ
交
流
・
研

修 サ
ロ
ン
の
貸
し
出
し
用
備

品
の
充
実
と
Ｐ
Ｒ
活
動

認
知
症
に
関
す
る
予
防
・

家
族
で
の
ケ
ア
・
・
・
地

域
で
の
学
習
会
の
実
施

1
0
0
万
歩
運
動
の
継
続

や

、
健
康
な
身
体
づ
く
り

に
関
す
る
事
業

歴
史
探
訪
ウ

ォ
ー

キ
ン
グ

の
開
催

救
急
救
命

、
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習

の
実
施

落
語
会
や
寄
席
の
開
催

体
力
測
定
等
の
実
施

そ
の
他

無
回
答

男性 251 21.9% 16.3% 42.6% 29.9% 21.9% 30.7% 14.7% 23.1% 6.0% 3.6%

女性 324 20.1% 17.3% 48.8% 32.4% 17.3% 29.0% 14.8% 21.6% 5.9% 7.4%

10歳代 20 5.0% 5.0% 40.0% 20.0% 15.0% 50.0% 5.0% 25.0% 0.0% 0.0%

20歳代 59 10.2% 11.9% 44.1% 32.2% 8.5% 47.5% 10.2% 16.9% 0.0% 13.6%

30歳代 68 19.1% 11.8% 45.6% 26.5% 14.7% 41.2% 11.8% 19.1% 10.3% 7.4%

40歳代 74 14.9% 16.2% 43.2% 27.0% 20.3% 31.1% 14.9% 18.9% 8.1% 4.1%

50歳代 101 16.8% 12.9% 48.5% 32.7% 26.7% 30.7% 15.8% 29.7% 9.9% 2.0%

60歳代 147 27.9% 19.7% 49.7% 34.7% 23.1% 21.1% 17.0% 21.1% 4.8% 3.4%

70歳代以上 100 31.0% 26.0% 45.0% 34.0% 17.0% 19.0% 18.0% 24.0% 3.0% 8.0%

櫟野 33 21.2% 27.3% 57.6% 42.4% 21.2% 27.3% 6.1% 15.2% 0.0% 6.1%

神 83 22.9% 12.0% 47.0% 31.3% 21.7% 34.9% 9.6% 24.1% 7.2% 4.8%

大原上田 34 11.8% 23.5% 50.0% 17.6% 26.5% 23.5% 23.5% 11.8% 8.8% 5.9%

大久保 33 33.3% 6.1% 51.5% 24.2% 18.2% 30.3% 12.1% 24.2% 3.0% 3.0%

大原中 45 17.8% 15.6% 44.4% 33.3% 11.1% 42.2% 17.8% 20.0% 4.4% 6.7%

拝坂 66 16.7% 25.8% 43.9% 30.3% 25.8% 36.4% 13.6% 34.8% 3.0% 4.5%

鳥居野 43 20.9% 25.6% 48.8% 39.5% 16.3% 27.9% 11.6% 20.9% 4.7% 7.0%

相模 52 26.9% 19.2% 40.4% 40.4% 25.0% 15.4% 21.2% 23.1% 1.9% 1.9%

大原市場 86 22.1% 10.5% 45.3% 34.9% 17.4% 26.7% 12.8% 22.1% 8.1% 7.0%

高野 47 21.3% 17.0% 46.8% 25.5% 19.1% 31.9% 21.3% 19.1% 6.4% 0.0%

5年未満 36 19.4% 2.8% 41.7% 30.6% 8.3% 41.7% 11.1% 13.9% 2.8% 11.1%

5～10年未満 15 6.7% 6.7% 33.3% 13.3% 20.0% 40.0% 0.0% 26.7% 26.7% 0.0%

10～20年未満 69 10.1% 11.6% 39.1% 29.0% 20.3% 31.9% 8.7% 26.1% 4.3% 7.2%

20～30年未満 108 15.7% 18.5% 49.1% 37.0% 20.4% 37.0% 11.1% 26.9% 3.7% 4.6%

30年以上 339 25.7% 19.5% 48.4% 31.6% 20.1% 25.4% 18.3% 20.9% 5.9% 4.7%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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② 地域振興部会の今後必要な活動 

地域振興部会の今後必要な活動については、「観光まちづくり」（39.5％）、「住民憩いの

場（公園など）の草刈、ごみ拾いなどの環境美化活動」（34.4％）、「歴史・文化の発見、伝

承事業」（29.2％）が上位 3 項目となっています。 

 

7.9%

4.4%

15.3%

16.0%

17.7%

18.7%

25.3%

29.2%

34.4%

39.5%

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

無回答

その他

里山・林道ボランティアの

整備事業に対する活動協力

地域施設の案内板増設

文化財整備事業や案内板設置

里山を活用した都市の親子

との交流イベントの実施

ホタルの観察とホタルが

暮らせる環境整備

歴史・文化の発見、伝承事業

住民憩いの場（公園など）の草刈、

ごみ拾いなどの環境美化活動

観光まちづくり

 

図 １-12 地域振興部会の今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「観光まちづくり」が多

くなっています。 

年齢「20･30歳代」、居住地「櫟野」、「大久保」、「大原中」で「住民憩いの場（公園など）

の草刈、ごみ拾いなどの環境美化活動」が最も多くなっています。 

居住地「鳥居野」で「ホタルの観察とホタルが暮らせる環境整備」が最も多くなってい

ます。 

 

表１-7 地域振興部会の今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

歴
史
・
文
化
の
発
見

、
伝

承
事
業

文
化
財
整
備
事
業
や
案
内

板
設
置

住
民
憩
い
の
場

（
公
園
な

ど

）
の
草
刈

、
ご
み
拾
い

な
ど
の
環
境
美
化
活
動

ホ
タ
ル
の
観
察
と
ホ
タ
ル

が
暮
ら
せ
る
環
境
整
備

里
山
・
林
道
ボ
ラ
ン
テ

ィ

ア
の
整
備
事
業
に
対
す
る

活
動
協
力

里
山
を
活
用
し
た
都
市
の

親
子
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト

の
実
施

地
域
施
設
の
案
内
板
増
設

観
光
ま
ち
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

男性 251 31.5% 20.3% 32.7% 22.7% 20.3% 18.3% 17.5% 39.0% 6.0% 6.0%

女性 324 27.8% 16.0% 36.4% 28.1% 11.7% 18.2% 15.4% 40.1% 3.1% 8.3%

10歳代 20 20.0% 5.0% 30.0% 25.0% 10.0% 20.0% 15.0% 40.0% 0.0% 0.0%

20歳代 59 20.3% 11.9% 44.1% 37.3% 20.3% 22.0% 6.8% 39.0% 1.7% 8.5%

30歳代 68 29.4% 14.7% 42.6% 29.4% 13.2% 19.1% 8.8% 41.2% 5.9% 5.9%

40歳代 74 28.4% 18.9% 35.1% 23.0% 13.5% 12.2% 14.9% 45.9% 6.8% 4.1%

50歳代 101 30.7% 24.8% 25.7% 24.8% 16.8% 23.8% 11.9% 41.6% 9.9% 5.0%

60歳代 147 31.3% 15.6% 34.0% 23.8% 18.4% 17.7% 25.2% 34.7% 2.7% 7.5%

70歳代以上 100 33.0% 23.0% 36.0% 23.0% 12.0% 16.0% 21.0% 39.0% 1.0% 12.0%

櫟野 33 27.3% 15.2% 51.5% 12.1% 27.3% 18.2% 24.2% 36.4% 0.0% 9.1%

神 83 28.9% 20.5% 26.5% 16.9% 18.1% 21.7% 15.7% 41.0% 3.6% 6.0%

大原上田 34 29.4% 23.5% 20.6% 32.4% 14.7% 20.6% 20.6% 35.3% 2.9% 8.8%

大久保 33 33.3% 9.1% 39.4% 30.3% 24.2% 18.2% 15.2% 33.3% 9.1% 3.0%

大原中 45 24.4% 6.7% 48.9% 24.4% 13.3% 17.8% 15.6% 35.6% 4.4% 6.7%

拝坂 66 31.8% 28.8% 22.7% 24.2% 19.7% 16.7% 15.2% 54.5% 3.0% 9.1%

鳥居野 43 30.2% 20.9% 39.5% 41.9% 11.6% 20.9% 11.6% 39.5% 2.3% 7.0%

相模 52 34.6% 15.4% 32.7% 32.7% 7.7% 19.2% 13.5% 40.4% 1.9% 9.6%

大原市場 86 33.7% 18.6% 34.9% 30.2% 14.0% 15.1% 16.3% 37.2% 4.7% 8.1%

高野 47 25.5% 21.3% 40.4% 12.8% 19.1% 14.9% 23.4% 42.6% 8.5% 0.0%

5年未満 36 16.7% 19.4% 27.8% 38.9% 8.3% 19.4% 19.4% 41.7% 2.8% 5.6%

5～10年未満 15 26.7% 0.0% 20.0% 20.0% 6.7% 20.0% 0.0% 46.7% 20.0% 0.0%

10～20年未満 69 30.4% 17.4% 31.9% 29.0% 15.9% 20.3% 10.1% 42.0% 2.9% 5.8%

20～30年未満 108 28.7% 18.5% 36.1% 33.3% 19.4% 19.4% 12.0% 43.5% 4.6% 6.5%

30年以上 339 31.6% 18.6% 36.6% 21.2% 15.6% 17.4% 19.5% 38.1% 3.8% 7.7%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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③ 生活環境部会の今後必要な活動 

生活環境部会の今後必要な活動については、「通学路や生活道路の点検などの安全確保の

取組」（58.0％）、「防犯灯のＬＥＤへの交換」（42.2％）、「非常持出し品の準備や家具転倒

防止対策など、防災対策の推進」（26.8％）が上位 3 項目となっています。 

 

5.7%

4.7%

11.6%

13.0%

13.5%

14.8%

16.4%

17.7%

26.8%

42.2%

58.0%

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

無回答

その他

事故やケガを防ぎ、安心安全な暮らしを築く

ための講演（セーフコミュニティ持続の取組）

甲賀駅のロータリーなどを美化する

花いっぱい事業を増やす

ＡＥＤ増設と講習会の実施

防災リーダーの育成

飛び出し忍者等、交通安全

啓発看板の増設・修理

遊具の点検

非常持出し品の準備や家具転倒

防止対策など、防災対策の推進

防犯灯のＬＥＤへの交換

通学路や生活道路の点検

などの安全確保の取組

 

図 １-13 生活環境部会の今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「通学路や生活道路の点

検などの安全確保の取組」が多くなっています。 

年齢「10 歳代」、居住地「大原上田」で「通学路や生活道路の点検などの安全確保の取

組」と同様に、「防犯灯のＬＥＤへの交換」が最も多くなっています。 

 

 

表１-8 生活環境部会の今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

防
犯
灯
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
へ
の
交
換

甲
賀
駅
の
ロ
ー

タ
リ
ー

な
ど
を
美
化

す
る
花
い

っ
ぱ
い
事
業
を
増
や
す

通
学
路
や
生
活
道
路
の
点
検
な
ど
の

安
全
確
保
の
取
組

Ａ
Ｅ
Ｄ
増
設
と
講
習
会
の
実
施

非
常
持
出
し
品
の
準
備
や
家
具
転
倒

防
止
対
策
な
ど

、
防
災
対
策
の
推
進

防
災
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

事
故
や
ケ
ガ
を
防
ぎ

、
安
心
安
全
な

暮
ら
し
を
築
く
た
め
の
講
演

（
セ
ー

フ
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
持
続
の
取
組

）

飛
び
出
し
忍
者
等

、
交
通
安
全
啓
発

看
板
の
増
設
・
修
理

遊
具
の
点
検

そ
の
他

無
回
答

男性 251 44.6% 12.0% 57.4% 15.9% 24.7% 14.7% 9.6% 16.7% 13.9% 6.0% 5.2%

女性 324 41.4% 13.6% 59.9% 11.4% 28.4% 14.8% 13.3% 16.7% 21.3% 3.7% 5.2%

10歳代 20 40.0% 10.0% 40.0% 15.0% 25.0% 5.0% 15.0% 20.0% 15.0% 0.0% 5.0%

20歳代 59 35.6% 15.3% 49.2% 25.4% 39.0% 10.2% 8.5% 18.6% 23.7% 0.0% 5.1%

30歳代 68 48.5% 11.8% 61.8% 19.1% 23.5% 14.7% 11.8% 17.6% 30.9% 2.9% 1.5%

40歳代 74 43.2% 5.4% 62.2% 10.8% 23.0% 8.1% 6.8% 16.2% 31.1% 2.7% 2.7%

50歳代 101 55.4% 14.9% 56.4% 18.8% 20.8% 11.9% 7.9% 14.9% 13.9% 9.9% 1.0%

60歳代 147 38.1% 15.0% 61.9% 8.8% 26.5% 21.8% 13.6% 12.9% 14.3% 5.4% 6.8%

70歳代以上 100 38.0% 13.0% 62.0% 6.0% 32.0% 18.0% 17.0% 23.0% 8.0% 5.0% 10.0%

櫟野 33 33.3% 9.1% 75.8% 12.1% 42.4% 15.2% 6.1% 15.2% 30.3% 0.0% 6.1%

神 83 47.0% 13.3% 55.4% 16.9% 26.5% 9.6% 13.3% 16.9% 7.2% 7.2% 2.4%

大原上田 34 50.0% 20.6% 50.0% 11.8% 17.6% 26.5% 14.7% 23.5% 20.6% 0.0% 8.8%

大久保 33 36.4% 12.1% 48.5% 12.1% 27.3% 21.2% 12.1% 18.2% 18.2% 3.0% 15.2%

大原中 45 42.2% 8.9% 57.8% 11.1% 26.7% 22.2% 17.8% 11.1% 17.8% 4.4% 11.1%

拝坂 66 39.4% 12.1% 60.6% 13.6% 28.8% 21.2% 13.6% 16.7% 21.2% 4.5% 3.0%

鳥居野 43 41.9% 7.0% 72.1% 23.3% 27.9% 9.3% 11.6% 11.6% 23.3% 2.3% 4.7%

相模 52 40.4% 21.2% 53.8% 19.2% 25.0% 15.4% 9.6% 15.4% 21.2% 0.0% 1.9%

大原市場 86 45.3% 14.0% 64.0% 10.5% 26.7% 8.1% 9.3% 15.1% 15.1% 5.8% 3.5%

高野 47 53.2% 10.6% 57.4% 8.5% 23.4% 17.0% 8.5% 34.0% 14.9% 2.1% 0.0%

5年未満 36 19.4% 2.8% 63.9% 22.2% 27.8% 11.1% 8.3% 16.7% 36.1% 0.0% 2.8%

5～10年未満 15 40.0% 13.3% 60.0% 6.7% 26.7% 0.0% 13.3% 13.3% 33.3% 6.7% 6.7%

10～20年未満 69 43.5% 13.0% 56.5% 13.0% 26.1% 5.8% 13.0% 11.6% 17.4% 4.3% 2.9%

20～30年未満 108 46.3% 15.7% 56.5% 21.3% 25.0% 14.8% 8.3% 20.4% 26.9% 4.6% 2.8%

30年以上 339 44.2% 13.0% 60.2% 10.3% 27.7% 18.0% 12.7% 16.8% 13.3% 4.7% 6.2%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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④ 教育文化部会の今後必要な活動 

教育文化部会の今後必要な活動については、「地域の良さを再発見する活動」（47.7％）、

「あいさつ運動」（39.8％）、「小学校の自然環境学習への協力」（32.9％）が上位 3 項目と

なっています。 

 

7.1%

3.2%

12.0%

18.0%

21.1%

29.2%

32.9%

39.8%

47.7%

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

無回答

その他

保護者や関係者を対象とした

人権講演の開催

忍者に関する学習機会の創出

小学生を対象とした林業体験事業

の継続（例：シイタケ菌の植菌など）

大原地域が有する文化遺産

の外部へのＰＲ活動

小学校の自然環境学習への協力

あいさつ運動

地域の良さを再発見する活動

 

図 １-14 教育文化部会の今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「地域の良さを再発見す

る活動」が多くなっています。 

年齢「10歳代」、居住地「櫟野」、「大久保」、居住期間「5年未満」で「あいさつ運動」

が最も多くなっています。 

年齢「30 歳代」、居住地「相模」で「小学校の自然環境学習への協力」が最も多くなっ

ています。 

居住期間「5～10年未満」で「忍者に関する学習機会の創出」が最も多くなっています。 

 

表１-9 教育文化部会の今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

小
学
校
の
自
然
環
境
学
習
へ

の
協
力

小
学
生
を
対
象
と
し
た
林
業

体
験
事
業
の
継
続

（
例
：
シ

イ
タ
ケ
菌
の
植
菌
な
ど

）

保
護
者
や
関
係
者
を
対
象
と

し
た
人
権
講
演
の
開
催

大
原
地
域
が
有
す
る
文
化
遺

産
の
外
部
へ
の
Ｐ
Ｒ
活
動

忍
者
に
関
す
る
学
習
機
会
の

創
出

地
域
の
良
さ
を
再
発
見
す
る

活
動

あ
い
さ
つ
運
動

そ
の
他

無
回
答

男性 251 32.7% 20.3% 10.8% 30.7% 19.5% 43.8% 39.4% 3.6% 6.8%

女性 324 34.3% 22.2% 12.3% 27.8% 17.0% 51.2% 41.4% 2.8% 6.2%

10歳代 20 20.0% 15.0% 20.0% 15.0% 20.0% 35.0% 35.0% 0.0% 5.0%

20歳代 59 33.9% 35.6% 8.5% 20.3% 32.2% 40.7% 27.1% 1.7% 8.5%

30歳代 68 51.5% 29.4% 11.8% 17.6% 22.1% 38.2% 45.6% 4.4% 4.4%

40歳代 74 29.7% 18.9% 4.1% 27.0% 21.6% 54.1% 28.4% 4.1% 4.1%

50歳代 101 36.6% 27.7% 13.9% 24.8% 17.8% 42.6% 33.7% 6.9% 3.0%

60歳代 147 29.3% 12.9% 12.2% 38.1% 15.6% 51.0% 47.6% 2.7% 5.4%

70歳代以上 100 31.0% 18.0% 15.0% 38.0% 9.0% 60.0% 52.0% 0.0% 10.0%

櫟野 33 33.3% 33.3% 15.2% 36.4% 24.2% 45.5% 54.5% 0.0% 6.1%

神 83 41.0% 21.7% 15.7% 20.5% 12.0% 60.2% 34.9% 3.6% 4.8%

大原上田 34 32.4% 14.7% 20.6% 41.2% 23.5% 52.9% 20.6% 5.9% 8.8%

大久保 33 33.3% 12.1% 12.1% 27.3% 6.1% 33.3% 42.4% 3.0% 15.2%

大原中 45 31.1% 24.4% 4.4% 20.0% 22.2% 48.9% 42.2% 2.2% 8.9%

拝坂 66 19.7% 30.3% 16.7% 22.7% 24.2% 53.0% 51.5% 1.5% 3.0%

鳥居野 43 41.9% 27.9% 7.0% 48.8% 25.6% 51.2% 41.9% 0.0% 4.7%

相模 52 42.3% 26.9% 7.7% 40.4% 15.4% 42.3% 36.5% 0.0% 7.7%

大原市場 86 29.1% 17.4% 10.5% 31.4% 16.3% 46.5% 41.9% 4.7% 4.7%

高野 47 34.0% 14.9% 14.9% 23.4% 19.1% 51.1% 38.3% 2.1% 0.0%

5年未満 36 36.1% 30.6% 5.6% 27.8% 16.7% 36.1% 38.9% 2.8% 2.8%

5～10年未満 15 20.0% 13.3% 0.0% 26.7% 46.7% 26.7% 40.0% 20.0% 6.7%

10～20年未満 69 30.4% 23.2% 8.7% 14.5% 18.8% 40.6% 36.2% 2.9% 5.8%

20～30年未満 108 38.9% 28.7% 12.0% 23.1% 23.1% 47.2% 43.5% 2.8% 5.6%

30年以上 339 33.3% 18.6% 13.6% 34.5% 15.3% 52.2% 40.7% 2.1% 6.8%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（５）大原自治振興会のプロジェクトについて 

 

① 見守りプロジェクトの今後必要な活動 

見守りプロジェクトの今後必要な活動については、「高齢者世帯、独居者の見守りのしく

みづくり」（55.3％）、「高齢者世帯、独居者の困りごと支援のしくみづくり」（37.1％）、「子

どもの見守りのしくみづくり」（34.2％）が上位 3 項目となっています。 

 

5.2%

2.9%

11.6%

11.6%

24.8%

26.5%

28.3%

34.2%

37.1%

55.3%

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

無回答

その他

障がい者の困りごと支援のしくみづくり

障がい者の見守りのしくみづくり

子育て世帯の困りごと支援のしくみづくり

認知症サポーター活動（啓発・見守り）

高齢者世帯、独居者、障がい者、

子どもの集まれる場づくり

子どもの見守りのしくみづくり

高齢者世帯、独居者の

困りごと支援のしくみづくり

高齢者世帯、独居者の

見守りのしくみづくり

 

図 １-15 見守りプロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「高齢者世帯、独居者の

見守りのしくみづくり」が多くなっています。 

年齢「20・30歳代」、居住地「櫟野」、居住期間「10年未満」で「子どもの見守りのしく

みづくり」が最も多くなっています。 

 

表１-10 見守りプロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

高
齢
者
世
帯

、
独
居
者
の

見
守
り
の
し
く
み
づ
く
り

障
が
い
者
の
見
守
り
の
し

く
み
づ
く
り

子
ど
も
の
見
守
り
の
し
く

み
づ
く
り

認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー

活
動

（
啓
発
・
見
守
り

）

高
齢
者
世
帯

、
独
居
者
の

困
り
ご
と
支
援
の
し
く
み

づ
く
り

障
が
い
者
の
困
り
ご
と
支

援
の
し
く
み
づ
く
り

子
育
て
世
帯
の
困
り
ご
と

支
援
の
し
く
み
づ
く
り

高
齢
者
世
帯

、
独
居
者

、

障
が
い
者

、
子
ど
も
の
集

ま
れ
る
場
づ
く
り

そ
の
他

無
回
答

男性 251 56.6% 12.4% 39.0% 25.9% 39.4% 12.0% 23.9% 20.7% 3.2% 4.8%

女性 324 53.7% 11.1% 31.8% 26.9% 35.2% 11.4% 26.5% 34.0% 2.8% 4.9%

10歳代 20 45.0% 20.0% 30.0% 20.0% 35.0% 10.0% 30.0% 20.0% 0.0% 5.0%

20歳代 59 40.7% 15.3% 52.5% 22.0% 30.5% 16.9% 44.1% 20.3% 0.0% 3.4%

30歳代 68 47.1% 11.8% 55.9% 20.6% 27.9% 13.2% 41.2% 32.4% 5.9% 1.5%

40歳代 74 60.8% 12.2% 39.2% 32.4% 35.1% 13.5% 18.9% 20.3% 1.4% 5.4%

50歳代 101 59.4% 10.9% 32.7% 33.7% 39.6% 11.9% 24.8% 25.7% 4.0% 2.0%

60歳代 147 57.1% 10.9% 28.6% 25.9% 36.7% 10.2% 17.7% 32.0% 4.8% 4.1%

70歳代以上 100 61.0% 10.0% 20.0% 25.0% 47.0% 9.0% 20.0% 36.0% 1.0% 9.0%

櫟野 33 48.5% 3.0% 54.5% 18.2% 45.5% 15.2% 15.2% 42.4% 0.0% 6.1%

神 83 55.4% 10.8% 32.5% 36.1% 37.3% 14.5% 20.5% 22.9% 1.2% 2.4%

大原上田 34 58.8% 14.7% 38.2% 20.6% 32.4% 2.9% 20.6% 38.2% 0.0% 8.8%

大久保 33 60.6% 12.1% 39.4% 24.2% 42.4% 3.0% 24.2% 30.3% 0.0% 9.1%

大原中 45 48.9% 13.3% 44.4% 22.2% 35.6% 8.9% 22.2% 28.9% 6.7% 8.9%

拝坂 66 57.6% 16.7% 21.2% 27.3% 43.9% 10.6% 18.2% 47.0% 1.5% 1.5%

鳥居野 43 60.5% 16.3% 34.9% 18.6% 34.9% 9.3% 34.9% 20.9% 4.7% 2.3%

相模 52 57.7% 7.7% 42.3% 19.2% 32.7% 11.5% 32.7% 9.6% 1.9% 11.5%

大原市場 86 54.7% 16.3% 32.6% 32.6% 36.0% 18.6% 31.4% 26.7% 2.3% 0.0%

高野 47 53.2% 4.3% 36.2% 31.9% 34.0% 10.6% 27.7% 21.3% 6.4% 2.1%

5年未満 36 50.0% 5.6% 52.8% 22.2% 27.8% 13.9% 50.0% 19.4% 5.6% 0.0%

5～10年未満 15 40.0% 6.7% 53.3% 13.3% 26.7% 6.7% 26.7% 33.3% 6.7% 0.0%

10～20年未満 69 53.6% 15.9% 46.4% 21.7% 36.2% 8.7% 18.8% 18.8% 0.0% 5.8%

20～30年未満 108 53.7% 18.5% 36.1% 29.6% 38.9% 12.0% 28.7% 32.4% 2.8% 3.7%

30年以上 339 57.5% 9.4% 30.1% 27.7% 38.3% 11.8% 23.0% 29.8% 2.9% 5.3%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別

 

 

 



 

－27－ 

② 若者プロジェクトの今後必要な活動 

若者プロジェクトの今後必要な活動については、「若者が楽しく集える場所づくり」

（38.6％）、「地域行事や役員を若者が担い易くするための見直し」（36.4％）、「駅、公民館

などの公共施設を使いやすくする」（26.6％）が上位 3 項目となっています。 

 

7.4%

3.9%

5.9%

16.7%

17.7%

18.0%

21.2%

23.1%

26.6%

36.4%

38.6%

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

無回答

その他

コワーキングスペースの確保

フリーマーケットなどの定期開催

他地域の若者との交流を

増やす取組みをする

大原の良いものを発掘・発信する

会議やサークルに利用できる

無料のフリースペースの確保

婚活イベントの開催

駅、公民館などの公共

施設を使いやすくする

地域行事や役員を若者が

担い易くするための見直し

若者が楽しく集える場所づくり

 

図 １-16 若者プロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「若者が楽しく集える場

所づくり」、「地域行事や役員を若者が担い易くするための見直し」が多くなっています。 

年齢「30歳代」、居住地「大原中」、居住期間「10年未満」で「駅、公民館などの公共施

設を使いやすくする」が最も多くなっています。 

居住期間「5～10 年未満」で「フリーマーケットなどの定期開催」が最も多くなってい

ます。 

 

表１-11 若者プロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

若
者
が
楽
し
く
集
え
る
場

所
づ
く
り

会
議
や
サ
ー

ク
ル
に
利
用

で
き
る
無
料
の
フ
リ
ー

ス

ペ
ー

ス
の
確
保

駅

、
公
民
館
な
ど
の
公
共

施
設
を
使
い
や
す
く
す
る

フ
リ
ー

マ
ー

ケ

ッ
ト
な
ど

の
定
期
開
催

大
原
の
良
い
も
の
を
発

掘
・
発
信
す
る

コ
ワ
ー

キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス

の
確
保

地
域
行
事
や
役
員
を
若
者

が
担
い
易
く
す
る
た
め
の

見
直
し

婚
活
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

他
地
域
の
若
者
と
の
交
流

を
増
や
す
取
組
み
を
す
る

そ
の
他

無
回
答

男性 251 39.0% 21.5% 26.3% 16.7% 15.1% 5.2% 39.8% 26.7% 14.3% 5.2% 7.2%

女性 324 38.9% 21.0% 26.9% 16.7% 20.7% 6.5% 34.6% 20.1% 19.8% 3.1% 6.8%

10歳代 20 60.0% 25.0% 20.0% 15.0% 5.0% 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 10.0% 5.0%

20歳代 59 40.7% 28.8% 32.2% 18.6% 15.3% 8.5% 23.7% 20.3% 13.6% 1.7% 6.8%

30歳代 68 29.4% 32.4% 42.6% 26.5% 8.8% 10.3% 33.8% 23.5% 13.2% 7.4% 2.9%

40歳代 74 31.1% 23.0% 31.1% 10.8% 12.2% 6.8% 41.9% 20.3% 17.6% 4.1% 6.8%

50歳代 101 42.6% 16.8% 21.8% 17.8% 17.8% 5.9% 33.7% 27.7% 16.8% 4.0% 3.0%

60歳代 147 38.8% 17.7% 19.7% 16.3% 23.1% 4.1% 44.2% 27.9% 19.0% 4.8% 6.1%

70歳代以上 100 44.0% 17.0% 27.0% 14.0% 27.0% 5.0% 39.0% 16.0% 25.0% 1.0% 14.0%

櫟野 33 51.5% 15.2% 18.2% 21.2% 15.2% 6.1% 36.4% 33.3% 21.2% 3.0% 9.1%

神 83 33.7% 19.3% 27.7% 19.3% 20.5% 4.8% 39.8% 20.5% 19.3% 1.2% 8.4%

大原上田 34 32.4% 17.6% 17.6% 17.6% 35.3% 8.8% 38.2% 11.8% 14.7% 5.9% 11.8%

大久保 33 36.4% 24.2% 21.2% 9.1% 12.1% 3.0% 42.4% 24.2% 15.2% 6.1% 15.2%

大原中 45 28.9% 17.8% 33.3% 17.8% 15.6% 8.9% 26.7% 22.2% 11.1% 4.4% 13.3%

拝坂 66 43.9% 28.8% 28.8% 22.7% 19.7% 4.5% 39.4% 18.2% 24.2% 4.5% 1.5%

鳥居野 43 46.5% 18.6% 18.6% 18.6% 20.9% 11.6% 41.9% 27.9% 20.9% 9.3% 7.0%

相模 52 42.3% 23.1% 21.2% 25.0% 17.3% 5.8% 44.2% 13.5% 13.5% 0.0% 7.7%

大原市場 86 41.9% 31.4% 36.0% 10.5% 18.6% 4.7% 32.6% 25.6% 14.0% 4.7% 0.0%

高野 47 42.6% 14.9% 29.8% 8.5% 14.9% 6.4% 38.3% 36.2% 25.5% 6.4% 0.0%

5年未満 36 36.1% 36.1% 38.9% 25.0% 8.3% 11.1% 25.0% 27.8% 8.3% 2.8% 0.0%

5～10年未満 15 6.7% 6.7% 40.0% 40.0% 13.3% 0.0% 26.7% 6.7% 13.3% 26.7% 0.0%

10～20年未満 69 33.3% 27.5% 27.5% 21.7% 13.0% 0.0% 34.8% 24.6% 4.3% 7.2% 4.3%

20～30年未満 108 38.9% 25.9% 31.5% 18.5% 18.5% 11.1% 32.4% 17.6% 21.3% 2.8% 6.5%

30年以上 339 42.2% 17.7% 23.6% 13.3% 20.6% 5.3% 41.3% 24.8% 19.5% 2.7% 8.3%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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③ まちづくりプロジェクトの今後必要な活動 

まちづくりプロジェクトの今後必要な活動については、「空き家のあり方と対策を定める

取組み」（43.0％）、「次世代のまちづくりの担い手の発掘・育成」（40.5％）、「高齢者社会

に向けた公共交通の充実に向けた運動」（35.6％）が上位 3 項目となっています。 

 

5.9%

3.7%

6.7%

11.6%

11.8%

13.7%

14.2%

24.8%

35.6%

40.5%

43.0%

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

無回答

その他

他地域の自治振興会との交流

自治区と自治振興会との協働の推進

地域でのエネルギー生産の推進

まちづくりに関する研修や勉強会の開催

自治振興会の組織、運営に関する見直し

交付金や助成金の情報収集

高齢者社会に向けた公共交通の充実に向けた運動

次世代のまちづくりの担い手の発掘・育成

空き家のあり方と対策を定める取組み

 

図 １-17 まちづくりプロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「空き家のあり方と対策

を定める取組み」、「次世代のまちづくりの担い手の発掘・育成」が多くなっています。 

性別「女性」、年齢「70歳代以上」、居住地「大久保」、「大原中」で「高齢者社会に向け

た公共交通の充実に向けた運動」が最も多くなっています。 

居住地「櫟野」で「交付金や助成金の情報収集」が最も多くなっています。 

 

表１-12 まちづくりプロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

空
き
家
の
あ
り
方
と
対
策

を
定
め
る
取
組
み

次
世
代
の
ま
ち
づ
く
り
の

担
い
手
の
発
掘
・
育
成

交
付
金
や
助
成
金
の
情
報

収
集

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
研

修
や
勉
強
会
の
開
催

高
齢
者
社
会
に
向
け
た
公

共
交
通
の
充
実
に
向
け
た

運
動

地
域
で
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

生

産
の
推
進

自
治
振
興
会
の
組
織

、
運

営
に
関
す
る
見
直
し

自
治
区
と
自
治
振
興
会
と

の
協
働
の
推
進

他
地
域
の
自
治
振
興
会
と

の
交
流

そ
の
他

無
回
答

男性 251 44.2% 41.8% 23.1% 15.9% 24.7% 17.9% 19.1% 13.1% 7.2% 4.0% 4.8%

女性 324 43.2% 39.8% 26.9% 12.0% 44.8% 7.4% 10.2% 10.2% 6.5% 3.1% 5.2%

10歳代 20 25.0% 20.0% 20.0% 10.0% 20.0% 20.0% 20.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%

20歳代 59 42.4% 49.2% 25.4% 8.5% 35.6% 13.6% 13.6% 6.8% 5.1% 1.7% 6.8%

30歳代 68 45.6% 44.1% 25.0% 11.8% 35.3% 16.2% 17.6% 4.4% 7.4% 2.9% 4.4%

40歳代 74 44.6% 32.4% 31.1% 12.2% 27.0% 14.9% 10.8% 8.1% 8.1% 5.4% 2.7%

50歳代 101 42.6% 39.6% 26.7% 17.8% 37.6% 12.9% 14.9% 8.9% 5.9% 6.9% 1.0%

60歳代 147 48.3% 42.9% 23.1% 10.9% 37.4% 9.5% 14.3% 16.3% 8.2% 3.4% 4.8%

70歳代以上 100 43.0% 43.0% 23.0% 20.0% 44.0% 7.0% 11.0% 18.0% 6.0% 0.0% 9.0%

櫟野 33 51.5% 39.4% 51.5% 9.1% 42.4% 6.1% 15.2% 9.1% 6.1% 0.0% 3.0%

神 83 56.6% 53.0% 26.5% 12.0% 33.7% 14.5% 12.0% 10.8% 4.8% 2.4% 3.6%

大原上田 34 32.4% 41.2% 32.4% 23.5% 26.5% 11.8% 11.8% 8.8% 5.9% 0.0% 11.8%

大久保 33 36.4% 33.3% 18.2% 24.2% 36.4% 6.1% 9.1% 9.1% 9.1% 3.0% 12.1%

大原中 45 44.4% 24.4% 17.8% 13.3% 51.1% 11.1% 13.3% 11.1% 6.7% 6.7% 2.2%

拝坂 66 40.9% 54.5% 34.8% 15.2% 34.8% 10.6% 16.7% 10.6% 6.1% 4.5% 1.5%

鳥居野 43 44.2% 44.2% 32.6% 7.0% 34.9% 7.0% 27.9% 7.0% 7.0% 4.7% 2.3%

相模 52 40.4% 40.4% 15.4% 13.5% 36.5% 7.7% 15.4% 17.3% 7.7% 1.9% 9.6%

大原市場 86 52.3% 40.7% 10.5% 14.0% 29.1% 16.3% 14.0% 16.3% 4.7% 4.7% 4.7%

高野 47 40.4% 36.2% 31.9% 12.8% 38.3% 19.1% 4.3% 10.6% 12.8% 4.3% 0.0%

5年未満 36 52.8% 36.1% 22.2% 11.1% 41.7% 5.6% 16.7% 0.0% 5.6% 5.6% 2.8%

5～10年未満 15 33.3% 46.7% 26.7% 13.3% 13.3% 6.7% 26.7% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0%

10～20年未満 69 47.8% 29.0% 26.1% 7.2% 29.0% 21.7% 8.7% 4.3% 2.9% 4.3% 2.9%

20～30年未満 108 37.0% 42.6% 30.6% 17.6% 38.9% 10.2% 19.4% 11.1% 9.3% 2.8% 5.6%

30年以上 339 44.8% 43.7% 24.2% 14.2% 36.6% 11.5% 12.4% 15.0% 7.4% 2.7% 5.3%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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④ 防災プロジェクトの今後必要な活動 

防災プロジェクトの今後必要な活動については、「家庭で取組める防災対策の普及」

（51.1％）、「避難所の運営訓練」（32.0％）、「自治会での課題抽出など、防災活動への支援」

（20.1％）が上位 3 項目となっています。 

 

6.4%

3.7%

5.7%

11.3%

11.5%

15.2%

16.4%

18.0%

18.9%

20.1%

32.0%

51.1%

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

無回答

その他

薪などの木質燃料の備蓄

被災地など防災先進地への研修

災害地への支援活動

防災リーダーの育成

行政・福祉機関を交えての防災対策会議

ＡＥＤ講習会、災害訓練などの推進

防災関係の講演や講習の実施

自治会での課題抽出など、防災活動への支援

避難所の運営訓練

家庭で取組める防災対策の普及

 

図 １-18 防災プロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択）（N=593） 

 



 

－32－ 

【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「家庭で取組める防災対

策の普及」が多くなっています。 

年齢「30 歳代」、居住地「櫟野」、「高野」で「避難所の運営訓練」が最も多くなってい

ます。 

 

表１-13 防災プロジェクトの今後必要な活動（3 つ以内選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

防
災
関
係
の
講
演
や
講
習

の
実
施

被
災
地
な
ど
防
災
先
進
地

へ
の
研
修

行
政
・
福
祉
機
関
を
交
え

て
の
防
災
対
策
会
議

自
治
会
で
の
課
題
抽
出
な

ど

、
防
災
活
動
へ
の
支
援

家
庭
で
取
組
め
る
防
災
対

策
の
普
及

防
災
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

薪
な
ど
の
木
質
燃
料
の
備

蓄 Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
会

、
災
害
訓

練
な
ど
の
推
進

避
難
所
の
運
営
訓
練

災
害
地
へ
の
支
援
活
動

そ
の
他

無
回
答

男性 251 16.7% 12.4% 21.1% 26.7% 43.4% 15.9% 6.0% 18.3% 27.9% 12.4% 4.8% 5.6%

女性 324 20.4% 9.9% 13.3% 15.4% 58.6% 14.8% 5.6% 18.2% 36.1% 11.1% 2.8% 5.6%

10歳代 20 10.0% 10.0% 20.0% 10.0% 45.0% 5.0% 0.0% 35.0% 10.0% 20.0% 5.0% 5.0%

20歳代 59 13.6% 8.5% 10.2% 11.9% 52.5% 13.6% 11.9% 27.1% 42.4% 23.7% 1.7% 6.8%

30歳代 68 19.1% 13.2% 14.7% 14.7% 47.1% 17.6% 5.9% 33.8% 47.1% 8.8% 4.4% 4.4%

40歳代 74 13.5% 14.9% 13.5% 13.5% 51.4% 5.4% 4.1% 14.9% 35.1% 8.1% 2.7% 4.1%

50歳代 101 22.8% 8.9% 21.8% 18.8% 45.5% 14.9% 8.9% 17.8% 34.7% 13.9% 5.9% 2.0%

60歳代 147 18.4% 11.6% 19.0% 29.9% 55.8% 19.0% 4.1% 14.3% 29.3% 8.2% 4.1% 4.1%

70歳代以上 100 24.0% 10.0% 16.0% 24.0% 58.0% 20.0% 3.0% 9.0% 24.0% 11.0% 1.0% 11.0%

櫟野 33 24.2% 15.2% 15.2% 18.2% 48.5% 3.0% 12.1% 18.2% 51.5% 12.1% 0.0% 6.1%

神 83 22.9% 15.7% 15.7% 20.5% 48.2% 12.0% 7.2% 15.7% 32.5% 8.4% 2.4% 4.8%

大原上田 34 26.5% 11.8% 14.7% 23.5% 44.1% 26.5% 8.8% 14.7% 20.6% 11.8% 5.9% 14.7%

大久保 33 18.2% 15.2% 15.2% 18.2% 54.5% 12.1% 0.0% 12.1% 42.4% 12.1% 3.0% 6.1%

大原中 45 26.7% 2.2% 20.0% 11.1% 55.6% 13.3% 2.2% 28.9% 40.0% 8.9% 0.0% 4.4%

拝坂 66 21.2% 19.7% 16.7% 25.8% 53.0% 18.2% 6.1% 16.7% 30.3% 18.2% 1.5% 0.0%

鳥居野 43 18.6% 7.0% 20.9% 20.9% 48.8% 14.0% 4.7% 30.2% 30.2% 14.0% 4.7% 9.3%

相模 52 17.3% 1.9% 23.1% 21.2% 59.6% 19.2% 3.8% 17.3% 36.5% 3.8% 1.9% 3.8%

大原市場 86 12.8% 9.3% 17.4% 24.4% 51.2% 17.4% 7.0% 17.4% 22.1% 11.6% 2.3% 5.8%

高野 47 12.8% 8.5% 8.5% 19.1% 48.9% 12.8% 4.3% 19.1% 51.1% 10.6% 8.5% 4.3%

5年未満 36 5.6% 5.6% 11.1% 19.4% 50.0% 16.7% 2.8% 30.6% 44.4% 13.9% 0.0% 5.6%

5～10年未満 15 13.3% 6.7% 13.3% 6.7% 53.3% 0.0% 6.7% 20.0% 33.3% 13.3% 20.0% 0.0%

10～20年未満 69 14.5% 10.1% 14.5% 10.1% 46.4% 8.7% 2.9% 14.5% 30.4% 13.0% 4.3% 5.8%

20～30年未満 108 18.5% 12.0% 14.8% 26.9% 50.0% 18.5% 9.3% 25.0% 34.3% 16.7% 3.7% 2.8%

30年以上 339 21.8% 11.5% 18.3% 21.5% 54.0% 16.5% 5.6% 15.9% 31.3% 9.4% 2.7% 6.2%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（６）今後の大原自治振興会のあり方について 

 

① 大原自治振興会の今後のあり方 

大原自治振興会の今後のあり方については、「わからない」（33.1％）が最も多く、次い

で「積極的に活動すべき」（25.0％）、「今のままでよい」（24.3％）となっています。「活動

を減らすべき」は 7.4％と少ない意向となっています。 

 

25.0% 7.4% 24.3% 33.1%

4.6% 5.7%

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

回答者

（593人）

積極的に活動すべき 活動を減らすべき

今のままでよい わからない

その他 無回答
 

図 １-19 大原自治振興会の今後のあり方について（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

年齢「20歳代」で「積極的に活動すべき」の割合が 40％以上と他の年齢よりも多くなっ

ています。 

26.7%

24.4%

30.0%

44.1%

20.6%

20.3%

18.8%

23.8%

30.0%

27.3%

18.1%

26.5%

27.3%

22.2%

31.8%

20.9%

28.8%

30.2%

23.4%

27.8%

26.7%

24.6%

25.9%

25.1%

10.8%

4.6%

0.0%

5.1%

7.4%

6.8%

5.9%

11.6%

5.0%

3.0%

2.4%

11.8%

12.1%

11.1%

4.5%

9.3%

5.8%

11.6%

8.5%

11.1%

0.0%

1.4%

7.4%

8.3%

23.5%

24.7%

30.0%

8.5%

25.0%

28.4%

29.7%

27.9%

18.0%

30.3%

24.1%

29.4%

18.2%

13.3%

24.2%

20.9%

28.8%

24.4%

38.3%

19.4%

20.0%

33.3%

16.7%

26.0%

29.1%

37.7%

40.0%

39.0%

38.2%

36.5%

34.7%

26.5%

34.0%

33.3%

43.4%

17.6%

36.4%

44.4%

36.4%

32.6%

30.8%

27.9%

17.0%

41.7%

46.7%

34.8%

41.7%

29.5%

5.6%

3.4%

0.0%

0.0%

4.4%

6.8%

7.9%

4.8%

2.0%

0.0%

4.8%

2.9%

3.0%

4.4%

0.0%

11.6%

1.9%

4.7%

8.5%

0.0%

6.7%

1.4%

2.8%

5.6%

4.4%

5.2%

0.0%

3.4%

4.4%

1.4%

3.0%

5.4%

11.0%

6.1%

7.2%

11.8%

3.0%

4.4%

3.0%

4.7%

3.8%

1.2%

4.3%

0.0%

0.0%

4.3%

5.6%

5.6%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

積極的に活動すべき 活動を減らすべき 今のままでよい

わからない その他 無回答

 

図 １-20 大原自治振興会の今後のあり方について 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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② 大原自治振興会への参加意向 

大原自治振興会への参加意向については、「時間があれば参加したい」（44.2％）が最も

多く、次いで「どちらかといえば参加したくない」（34.7％）となっています。「参加した

くない」は 12.6％と約１割、一方「積極的に参加したい」は 3.4％と少ない意向となって

います。 

 

3.4%

44.2% 34.7% 12.6% 5.1%

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

回答者

（593人）

積極的に参加したい

時間があれば参加したい

どちらかといえば参加したくない

参加したくない

無回答
 

図 １-21 大原自治振興会への参加意向（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

5.6%

1.9%

10.0%

3.4%

1.5%

4.1%

3.0%

4.1%

3.0%

3.0%

1.2%

2.9%

15.2%

0.0%

7.6%

0.0%

0.0%

3.5%

6.4%

5.6%

0.0%

4.3%

4.6%

2.9%

42.6%

45.7%

45.0%

45.8%

41.2%

45.9%

42.6%

47.6%

43.0%

51.5%

39.8%

41.2%

42.4%

44.4%

40.9%

44.2%

50.0%

48.8%

48.9%

36.1%

40.0%

49.3%

37.0%

47.5%

33.5%

36.4%

35.0%

28.8%

36.8%

33.8%

42.6%

37.4%

30.0%

36.4%

38.6%

32.4%

24.2%

37.8%

43.9%

32.6%

38.5%

30.2%

34.0%

33.3%

33.3%

31.9%

43.5%

33.3%

13.5%

12.3%

10.0%

18.6%

19.1%

16.2%

9.9%

7.5%

12.0%

9.1%

13.3%

14.7%

15.2%

15.6%

4.5%

18.6%

5.8%

16.3%

8.5%

25.0%

26.7%

10.1%

12.0%

10.9%

4.8%

3.7%

0.0%

3.4%

1.5%

0.0%

2.0%

3.4%

12.0%

0.0%

7.2%

8.8%

3.0%

2.2%

3.0%

4.7%

5.8%

1.2%

2.1%

0.0%

0.0%

4.3%

2.8%

5.3%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

積極的に参加したい 時間があれば参加したい

どちらかといえば参加したくない 参加したくない

無回答
 

図 １-22 大原自治振興会への参加意向について 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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③ 大原自治振興会からの参加案内 

＜大原自治振興会への参加について「積極的に参加したい」、「時間があれば参加したい」

のいずれかを回答した 282 人対象＞ 

大原自治振興会から案内を送付で、名前、住所を記入している回答者は、35 人となって

います。 

 

 

④ 大原自治振興会に参加したくない理由 

＜大原自治振興会の活動を「どちらかといえば参加したくない」、「参加したくない」の

いずれかを回答した 281 人対象＞ 

今後、大原自治振興会に参加したくない理由は、「生活や健康面などでゆとりがないから」

（28.8％）が最も多く、次いで「活動する時間がないから」（23.8％）、「参加したいと思う

活動がないから」（13.9％）となっています。 

 

23.8% 28.8% 12.5% 7.8% 13.9% 9.3%

3.9%

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

回答者

（281人）

活動する時間がないから

生活や健康面などでゆとりがないから

活動するのが面倒だから

参加しなくても生活に支障がないから

参加したいと思う活動がないから

その他

無回答
 

図 １-23 大原自治振興会に参加したくない理由（N=281） 

 

【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

 居住期間｢10～30 歳代｣、「5～10 年未満」で「活動する時間がないから」が 30％以上と

地域全体と比べて多くなっています。 

 年齢｢70 歳代以上｣、居住地「櫟野」、「高野」、居住期間｢30 年以上｣で「生活や健康面な

どでゆとりがないから」が 40％以上と地域全体と比べて多くなっています。 
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24.6%

22.8%

55.6%

35.7%

36.8%

21.6%

26.4%

16.7%

7.1%

20.0%

27.9%

18.8%

30.8%

16.7%

31.3%

4.5%

34.8%

22.5%

20.0%

28.6%

44.4%

31.0%

31.7%

17.3%

25.4%

32.3%

0.0%

21.4%

18.4%

18.9%

32.1%

36.4%

45.2%

40.0%

30.2%

25.0%

15.4%

16.7%

31.3%

22.7%

34.8%

30.0%

40.0%

9.5%

0.0%

17.2%

28.3%

37.3%

15.3%

10.1%

22.2%

10.7%

18.4%

16.2%

9.4%

10.6%

7.1%

6.7%

11.6%

18.8%

30.8%

12.5%

12.5%

18.2%

8.7%

7.5%

15.0%

23.8%

11.1%

17.2%

8.3%

11.3%

7.6%

8.2%

0.0%

17.9%

2.6%

5.4%

7.5%

7.6%

11.9%

0.0%

9.3%

12.5%

7.7%

8.3%
0.0%

13.6%

8.7%

12.5%
0.0%

9.5%

0.0%

6.9%

6.7%

9.3%

14.4%

13.3%

22.2%

3.6%

15.8%

24.3%

9.4%

13.6%

11.9%

33.3%

11.6%

12.5%

15.4%

12.5%

6.3%

13.6%

8.7%

15.0%

15.0%

19.0%

22.2%

20.7%

10.0%

11.3%

8.5%

9.5%

0.0%

10.7%

7.9%

10.8%

9.4%

9.1%

9.5%

0.0%

4.7%

12.5%

0.0%

12.5%

15.6%

22.7%
0.0%

10.0%

10.0%

9.5%

22.2%

6.9%

10.0%

8.0%

4.2%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

5.7%

6.1%

7.1%

0.0%

4.7%

0.0%

0.0%

20.8%

3.1%

4.5%

4.3%

2.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.0%

5.3%

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

【性別】

男性（n=118）

女性（n=158）

【年齢別】

10歳代（n=9）

20歳代（n=28）

30歳代（n=38）

40歳代（n=37）

50歳代（n=53）

60歳代（n=66）

70歳代以上（n=42）

【居住地区別】

櫟野（n=15）

神（n=43）

大原上田（n=16）

大久保（n=13）

大原中（n=24）

拝坂（n=32）

鳥居野（n=22）

相模（n=23）

大原市場（n=40）

高野（n=20）

【居住期間別】

5年未満（n=21）

5～10年未満（n=9）

10～20年未満（n=29）

20～30年未満（n=60）

30年以上（n=150）

活動する時間がないから 生活や健康面などでゆとりがないから
活動するのが面倒だから 参加しなくても生活に支障がないから
参加したいと思う活動がないから その他
無回答

 

図 １-24 大原自治振興会に参加したくない理由 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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（７）大原地域について 

 

① 今後の大原地域での居住意向 

今後の大原地域での居住意向は、「大原地域に住み続ける」（72.8％）が最も多く、次い

で「将来、甲賀市外への移住を決めていたり、希望している」（15.2％）となっています。

「将来、甲賀市内の他地域への移住を決めていたり、希望している」と回答した方は 4.7％

と少ないがおられます。 

 

72.8%

4.7%

15.2% 7.3%

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

回答者

（593人）

大原地域に住み続ける

将来、甲賀市内の他地域への移住を決めていたり、希望している

将来、甲賀市外への移住を決めていたり、希望している

無回答

 

図 １-25 今後の大原地域での居住意向（N=593） 

 

【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

 年齢｢10～20 歳代｣、居住期間「5～10 年未満」で「大原地域に住み続ける」が 40％以

下と地域全体と比べて少なくなっています。 
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69.7%

75.9%

25.0%

35.6%

66.2%

77.0%

82.2%

83.0%

85.0%

84.8%

78.3%

67.6%

69.7%

68.9%

68.2%

67.4%

78.8%

76.7%

80.9%

55.6%

40.0%

58.0%

61.1%

84.7%

4.0%

5.2%

10.0%

15.3%

10.3%

5.4%
2.0%

1.4%

0.0%

3.0%

3.6%

5.9%

3.0%

6.7%

4.5%
0.0%

7.7%

4.7%

8.5%

11.1%

20.0%

10.1%

5.6%
2.1%

17.9%

13.0%

60.0%

44.1%

16.2%

13.5%

11.9%

6.8%

5.0%

9.1%

10.8%

20.6%

9.1%

17.8%

22.7%

27.9%

9.6%

10.5%

6.4%

25.0%

33.3%

30.4%

25.0%

6.8%

8.4%

5.9%

5.0%

5.1%

7.4%

4.1%

4.0%

8.8%

10.0%

3.0%

7.2%

5.9%

18.2%

6.7%

4.5%

4.7%

3.8%

8.1%

4.3%

8.3%

6.7%

1.4%

8.3%

6.5%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

大原地域に住み続ける
将来、甲賀市内の他地域への移住を決めていたり、希望している
将来、甲賀市外への移住を決めていたり、希望している
無回答

 

図 １-26 今後の大原地域での居住意向 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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② 移転されるのか、希望される理由 

＜今後の大原地域での居住意向で「将来、甲賀市外への移住を決めていたり、希望して

いる」、「将来、甲賀市内の他地域への移住を決めていたり、希望している」のいずれかを

回答した 118 人対象＞ 

移転されるのか、希望される理由は、「古い慣習やしきたりが多いから」（39.8％）、「交

通の便が悪いから」（39.0％）、「就職・進学のため」（21.2％）が上位 3 項目となっていま

す。 

 

2.5%

24.6%

21.2%

39.0%

39.8%

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

無回答

その他

就職・進学のため

交通の便が悪いから

古い慣習やしきたりが多いから

 

図 １-27 移転されるのか、希望される理由（複数選択）（N=118） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「古い慣習やしきたりが

多いから」、「交通の便が悪いから」が多くなっています。 

年齢「20歳代」、居住期間「20～30年未満」で「就職・進学のため」が最も多くなって

います。 

 

表 １-14 移転されるのか、希望される理由（複数選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

就
職
・
進
学

の
た
め

交
通
の
便
が

悪
い
か
ら

古
い
慣
習
や

し
き
た
り
が

多
い
か
ら

そ
の
他

無
回
答

男性 55 23.6% 30.9% 43.6% 18.2% 1.8%

女性 59 20.3% 45.8% 33.9% 30.5% 3.4%

10歳代 14 50.0% 64.3% 21.4% 14.3% 0.0%

20歳代 35 42.9% 31.4% 25.7% 20.0% 2.9%

30歳代 18 16.7% 33.3% 50.0% 27.8% 0.0%

40歳代 14 0.0% 28.6% 42.9% 35.7% 7.1%

50歳代 14 0.0% 28.6% 35.7% 50.0% 0.0%

60歳代 12 0.0% 58.3% 41.7% 8.3% 8.3%

70歳代以上 5 0.0% 40.0% 100.0% 20.0% 0.0%

櫟野 4 25.0% 0.0% 75.0% 25.0% 0.0%

神 12 25.0% 41.7% 41.7% 0.0% 0.0%

大原上田 9 22.2% 44.4% 55.6% 0.0% 11.1%

大久保 4 50.0% 75.0% 25.0% 25.0% 0.0%

大原中 11 18.2% 45.5% 36.4% 36.4% 0.0%

拝坂 18 16.7% 33.3% 11.1% 38.9% 5.6%

鳥居野 12 25.0% 58.3% 16.7% 33.3% 0.0%

相模 9 11.1% 33.3% 44.4% 11.1% 11.1%

大原市場 13 15.4% 15.4% 53.8% 46.2% 0.0%

高野 7 28.6% 42.9% 28.6% 28.6% 0.0%

5年未満 13 15.4% 30.8% 38.5% 53.8% 0.0%

5～10年未満 8 37.5% 50.0% 62.5% 25.0% 0.0%

10～20年未満 28 25.0% 53.6% 39.3% 14.3% 3.6%

20～30年未満 33 33.3% 30.3% 21.2% 30.3% 3.0%

30年以上 30 6.7% 33.3% 50.0% 16.7% 3.3%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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③ 移住者の受け入れについて 

移住者の受け入れについて、「積極的に受け入れるべき」（55.8％）が最も多く、次いで

「条件によっては受け入れてもいいと思う」（16.2％）となっています。「受け入れには抵

抗がある」と回答した方は 8.4％と少ないがおられます。 

 

55.8% 8.4% 16.2%

2.5%

17.0%

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

回答者

（593人）

積極的に受け入れるべき

受け入れには抵抗がある

条件によっては受け入れてもいいと思う

その他

無回答
 

図 １-28 移住者の受け入れについて（N=593） 

 

【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

 年齢｢70 歳代以上｣、居住期間「30 年以上」で「積極的に受け入れるべき」が 50％以下

と地域全体と比べて少なくなっています。 
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60.2%

53.4%

75.0%

76.3%

60.3%

51.4%

65.3%

54.4%

38.0%

42.4%

47.0%

50.0%

57.6%

48.9%

63.6%

69.8%

57.7%

64.0%

68.1%

72.2%

86.7%

63.8%

69.4%

48.4%

8.4%

8.3%

15.0%

6.8%

8.8%

5.4%

6.9%

9.5%

10.0%

9.1%

13.3%

11.8%

12.1%

6.7%

7.6%

9.3%

7.7%

7.0%

2.1%

0.0%

0.0%

10.1%

7.4%

9.7%

13.9%

17.9%

5.0%

11.9%

13.2%

31.1%

13.9%

17.0%

12.0%

24.2%

20.5%

17.6%

15.2%

15.6%

18.2%

9.3%

9.6%

12.8%

12.8%

13.9%

6.7%

14.5%

15.7%

17.1%

3.6%

1.5%

0.0%

0.0%

2.9%

5.4%

4.0%

1.4%

2.0%

6.1%

2.4%

2.9%

0.0%

4.4%

0.0%

2.3%

1.9%

2.3%

2.1%

0.0%

0.0%

4.3%
0.0%

3.2%

13.9%

18.8%

5.0%

5.1%

14.7%

6.8%

9.9%

17.7%

38.0%

18.2%

16.9%

17.6%

15.2%

24.4%

10.6%

9.3%

23.1%

14.0%

14.9%

13.9%

6.7%

7.2%

7.4%

21.5%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

積極的に受け入れるべき 受け入れには抵抗がある

条件によっては受け入れてもいいと思う その他

無回答
 

図 １-29 移住者の受け入れについて 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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④ 将来を担う若者が今後も大原地域に暮らし続けるために必要なこと 

将来を担う若者が今後も大原地域に暮らし続けるために必要なことは、「就労場所の確

保」（62.1％）、「慣習やしきたりの見直し、改善」（56.5％）、「草津線の増便」（47.4％）、

「身近な医療サービスの充実」（41.3％）、「地域や自治会等での金銭・労務の負担軽減」

（30.2％）が上位 5 項目となっています。 

 

4.0%

6.2%

0.3%

3.5%

6.6%

8.9%

9.9%

12.5%

12.8%

21.4%

23.8%

23.8%

28.5%

30.2%

41.3%

47.4%

56.5%

62.1%

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

無回答

その他

特に何も必要でない

外国人を含めたまちづくり活動

ICTを利用したテレワークや

サテライトオフィスを用いた移住の提案

農林業振興と農林業後継者の育成

世代間交流の促進

教育の質の向上や、学習機会の充実

子どもへの地域についての学習機会の充実

女性が働きやすい職場を増やす

地場産業の育成

観光に力をいれ、地域経済を活性化させる

出産・育児のための環境整備

地域や自治会等での金銭・労務の負担軽減

身近な医療サービスの充実

草津線の増便

慣習やしきたりの見直し、改善

就労場所の確保

 

図 １-30 将来を担う若者が今後も大原地域に暮らし続けるために必要なこと（5 つ以内

選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「就労場所の確保」が多

くなっています。 

年齢「60歳代」、居住地「櫟野」、「神」、「大久保」で「慣習やしきたりの見直し、改善」

が最も多くなっています。 

年齢「10・20歳代」、居住地「高野」、居住期間「10～20年未満」で「草津線の増便」が

最も多くなっています。 

居住期間「5～10年未満」で「身近な医療サービスの充実」が最も多くなっています。 

 

表 １-15 将来を担う若者が今後も大原地域に暮らし続けるために必要なこと 

（5 つ以内選択）（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

子
ど
も
へ
の
地
域
に
つ
い
て
の
学
習
機
会

の
充
実

観
光
に
力
を
い
れ

、
地
域
経
済
を
活
性
化

さ
せ
る

身
近
な
医
療
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

地
場
産
業
の
育
成

農
林
業
振
興
と
農
林
業
後
継
者
の
育
成

就
労
場
所
の
確
保

草
津
線
の
増
便

女
性
が
働
き
や
す
い
職
場
を
増
や
す

出
産
・
育
児
の
た
め
の
環
境
整
備

教
育
の
質
の
向
上
や

、
学
習
機
会
の
充
実

世
代
間
交
流
の
促
進

慣
習
や
し
き
た
り
の
見
直
し

、
改
善

外
国
人
を
含
め
た
ま
ち
づ
く
り
活
動

地
域
や
自
治
会
等
で
の
金
銭
・
労
務
の
負

担
軽
減

I
C
T
を
利
用
し
た
テ
レ
ワ
ー

ク
や
サ
テ

ラ
イ
ト
オ
フ

ィ
ス
を
用
い
た
移
住
の
提
案

特
に
何
も
必
要
で
な
い

そ
の
他

無
回
答

男性 251 13.5% 26.7% 35.9% 25.9% 10.8% 64.1% 43.8% 19.9% 27.1% 12.4% 10.0% 56.6% 5.2% 29.1% 7.2% 0.0% 7.2% 4.0%

女性 324 12.3% 21.6% 44.8% 22.2% 7.7% 61.4% 50.3% 22.5% 30.6% 13.0% 9.3% 56.2% 2.2% 30.6% 6.2% 0.6% 5.6% 3.4%

10歳代 20 25.0% 30.0% 25.0% 5.0% 5.0% 30.0% 95.0% 15.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 5.0% 0.0% 10.0% 0.0% 15.0% 0.0%

20歳代 59 16.9% 27.1% 40.7% 13.6% 11.9% 47.5% 64.4% 28.8% 40.7% 18.6% 10.2% 25.4% 6.8% 13.6% 10.2% 0.0% 5.1% 1.7%

30歳代 68 20.6% 17.6% 39.7% 20.6% 4.4% 63.2% 38.2% 27.9% 51.5% 13.2% 10.3% 48.5% 7.4% 19.1% 8.8% 0.0% 7.4% 2.9%

40歳代 74 8.1% 18.9% 39.2% 17.6% 8.1% 74.3% 51.4% 17.6% 27.0% 17.6% 8.1% 58.1% 1.4% 28.4% 5.4% 0.0% 9.5% 2.7%

50歳代 101 9.9% 22.8% 38.6% 21.8% 5.9% 68.3% 55.4% 16.8% 34.7% 8.9% 6.9% 62.4% 3.0% 37.6% 7.9% 0.0% 8.9% 1.0%

60歳代 147 11.6% 25.2% 41.5% 31.3% 9.5% 63.3% 38.1% 18.4% 22.4% 6.8% 10.9% 72.1% 2.7% 40.8% 6.1% 0.7% 4.1% 4.8%

70歳代以上 100 12.0% 28.0% 45.0% 32.0% 15.0% 63.0% 37.0% 27.0% 14.0% 16.0% 13.0% 56.0% 2.0% 30.0% 2.0% 1.0% 2.0% 8.0%

櫟野 33 9.1% 30.3% 45.5% 24.2% 21.2% 48.5% 39.4% 21.2% 33.3% 9.1% 9.1% 54.5% 3.0% 42.4% 6.1% 0.0% 0.0% 3.0%

神 83 10.8% 16.9% 32.5% 22.9% 9.6% 60.2% 42.2% 28.9% 19.3% 9.6% 7.2% 63.9% 3.6% 34.9% 4.8% 0.0% 6.0% 3.6%

大原上田 34 14.7% 26.5% 52.9% 20.6% 8.8% 70.6% 47.1% 26.5% 26.5% 5.9% 2.9% 55.9% 0.0% 35.3% 8.8% 2.9% 0.0% 2.9%

大久保 33 9.1% 21.2% 33.3% 30.3% 15.2% 54.5% 48.5% 15.2% 18.2% 12.1% 6.1% 57.6% 3.0% 15.2% 12.1% 0.0% 6.1% 9.1%

大原中 45 24.4% 17.8% 51.1% 24.4% 6.7% 60.0% 51.1% 24.4% 28.9% 13.3% 13.3% 51.1% 2.2% 24.4% 8.9% 0.0% 6.7% 6.7%

拝坂 66 12.1% 37.9% 33.3% 22.7% 9.1% 68.2% 54.5% 24.2% 34.8% 9.1% 10.6% 51.5% 6.1% 19.7% 6.1% 1.5% 9.1% 0.0%

鳥居野 43 11.6% 25.6% 48.8% 25.6% 9.3% 79.1% 46.5% 25.6% 30.2% 23.3% 9.3% 48.8% 2.3% 14.0% 9.3% 0.0% 14.0% 2.3%

相模 52 15.4% 21.2% 36.5% 34.6% 15.4% 61.5% 38.5% 15.4% 28.8% 17.3% 17.3% 55.8% 5.8% 28.8% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%

大原市場 86 15.1% 23.3% 46.5% 23.3% 3.5% 60.5% 43.0% 15.1% 39.5% 14.0% 12.8% 52.3% 4.7% 38.4% 5.8% 0.0% 4.7% 4.7%

高野 47 10.6% 27.7% 31.9% 19.1% 8.5% 57.4% 63.8% 14.9% 21.3% 17.0% 6.4% 57.4% 2.1% 36.2% 8.5% 0.0% 6.4% 4.3%

5年未満 36 16.7% 16.7% 38.9% 13.9% 5.6% 63.9% 38.9% 36.1% 50.0% 16.7% 2.8% 33.3% 8.3% 22.2% 11.1% 0.0% 11.1% 8.3%

5～10年未満 15 13.3% 26.7% 60.0% 6.7% 0.0% 20.0% 40.0% 26.7% 33.3% 13.3% 6.7% 60.0% 0.0% 33.3% 6.7% 0.0% 13.3% 0.0%

10～20年未満 69 17.4% 27.5% 39.1% 14.5% 10.1% 50.7% 73.9% 15.9% 26.1% 14.5% 4.3% 40.6% 1.4% 13.0% 7.2% 0.0% 8.7% 1.4%

20～30年未満 108 13.9% 25.0% 43.5% 23.1% 7.4% 65.7% 58.3% 21.3% 31.5% 13.0% 10.2% 56.5% 4.6% 27.8% 8.3% 0.9% 7.4% 1.9%

30年以上 339 11.2% 23.6% 39.8% 28.3% 10.0% 66.1% 39.8% 20.6% 26.0% 11.8% 11.5% 61.1% 3.2% 34.5% 5.6% 0.3% 4.7% 4.4%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（８）大原地域の空き屋について 

 

① 10 年以内に、現在の居住地が空き家になる可能性 

10 年以内に、現在の居住地が空き家になる可能性は、「ない」（82.0％）が最も多く、次

いで「ある」（12.5％）となっています。 

 

12.5% 82.0%

5.6%

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

回答者

（593人）

ある ない 無回答

 

図 １-31 10 年以内に、現在の居住地が空き家になる可能性（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向と

なっています。 

13.9%

11.4%

0.0%

11.9%

8.8%

10.8%

10.9%

14.3%

19.0%

12.1%

13.3%

20.6%

6.1%

17.8%

6.1%

9.3%

13.5%

12.8%

12.8%

11.1%

13.3%

7.2%

9.3%

14.5%

84.1%

84.6%

100.0%

88.1%

89.7%

89.2%

86.1%

80.3%

75.0%

81.8%

80.7%

79.4%

93.9%

73.3%

93.9%

90.7%

84.6%

83.7%

83.0%

86.1%

80.0%

91.3%

89.8%

81.7%

2.0%

4.0%

0.0%

0.0%

1.5%

0.0%

3.0%

5.4%

6.0%

6.1%

6.0%

0.0%

0.0%

8.9%

0.0%

0.0%

1.9%

3.5%

4.3%

2.8%

6.7%

1.4%

0.9%

3.8%

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

【性別】

男性（n=251）

女性（n=324）

【年齢別】

10歳代（n=20）

20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）

50歳代（n=101）

60歳代（n=147）

70歳代以上（n=100）

【居住地区別】

櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）

鳥居野（n=43）

相模（n=52）

大原市場（n=86）

高野（n=47）

【居住期間別】

5年未満（n=36）

5～10年未満（n=15）

10～20年未満（n=69）

20～30年未満（n=108）

30年以上（n=339）

ある ない 無回答

 

図 １-32 10 年以内に、現在の居住地が空き家になる可能性 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 
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② 空き家になる理由 

＜10 年以内に、現在の居住地が空き家になる可能性で、「ある」と回答した 74 人対象＞ 

空き家になる理由は、「高齢世帯などで将来住む者がいないため」（62.2％）が最も多く、

次いで「転出・転勤のため」（23.0％）となっています。 

 

23.0% 62.2% 9.5%

5.4%

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

回答者

（74人）

転出・転勤のため

高齢世帯などで将来住む者がいないため

その他

無回答

 

図 １-33 空き家になる理由（N=74） 

 



 

－50－ 

③ 空き屋の処理について 

もしも、あなたの家が空き家になったときの空き屋の処理について、「自分や身内で使

用・管理したい」（43.3％）、「売りたい」（26.8％）、「貸したい」（16.7％）が上位 3 項目と

なっています。 

 

16.4%

3.4%

4.6%

8.6%

16.7%

26.8%

43.3%

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

無回答

その他

国や市や誰かに譲りたい

取り壊したい

貸したい

売りたい

自分や身内で使用・管理したい

 

図 １-34 空き屋の処理方法（複数選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「自分や身内で使用・管

理したい」が多くなっています。 

居住地「拝坂」、居住期間「10年未満」で「売りたい」が最も多くなっています。 

 

表 １-16 空き屋の処理方法（複数選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

自
分
や
身
内
で
使

用
・
管
理
し
た
い

貸
し
た
い

売
り
た
い

国
や
市
や
誰
か
に

譲
り
た
い

取
り
壊
し
た
い

そ
の
他

無
回
答

男性 251 45.4% 15.1% 28.7% 4.4% 9.6% 3.2% 12.4%

女性 324 44.1% 18.8% 26.2% 4.6% 8.3% 3.7% 15.4%

10歳代 20 40.0% 15.0% 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0%

20歳代 59 47.5% 23.7% 27.1% 1.7% 5.1% 5.1% 13.6%

30歳代 68 41.2% 20.6% 30.9% 1.5% 8.8% 5.9% 13.2%

40歳代 74 44.6% 18.9% 41.9% 4.1% 5.4% 1.4% 5.4%

50歳代 101 39.6% 27.7% 29.7% 5.0% 12.9% 4.0% 12.9%

60歳代 147 50.3% 8.2% 25.2% 7.5% 10.2% 4.1% 12.2%

70歳代以上 100 45.0% 13.0% 13.0% 4.0% 7.0% 2.0% 26.0%

櫟野 33 51.5% 12.1% 27.3% 3.0% 6.1% 3.0% 12.1%

神 83 36.1% 19.3% 19.3% 10.8% 14.5% 4.8% 14.5%

大原上田 34 41.2% 35.3% 32.4% 5.9% 11.8% 0.0% 5.9%

大久保 33 48.5% 27.3% 21.2% 0.0% 9.1% 9.1% 15.2%

大原中 45 62.2% 13.3% 20.0% 2.2% 2.2% 4.4% 13.3%

拝坂 66 42.4% 16.7% 56.1% 3.0% 0.0% 1.5% 7.6%

鳥居野 43 39.5% 14.0% 25.6% 2.3% 11.6% 11.6% 14.0%

相模 52 55.8% 11.5% 11.5% 1.9% 5.8% 1.9% 19.2%

大原市場 86 44.2% 12.8% 24.4% 5.8% 10.5% 1.2% 19.8%

高野 47 46.8% 17.0% 21.3% 2.1% 12.8% 2.1% 14.9%

5年未満 36 27.8% 25.0% 44.4% 0.0% 5.6% 5.6% 16.7%

5～10年未満 15 13.3% 26.7% 60.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0%

10～20年未満 69 44.9% 13.0% 34.8% 2.9% 8.7% 0.0% 11.6%

20～30年未満 108 44.4% 22.2% 34.3% 4.6% 1.9% 7.4% 13.0%

30年以上 339 48.4% 14.5% 19.8% 5.3% 11.8% 2.7% 15.6%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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④ 空き屋・空き地の地域利用について 

空き屋・空き地の地域利用については、「移住希望者のためのおためし居住施設」（44.7％）、

「地域住民が気軽に集まれる憩いの場」（32.4％）、「田舎体験などの都市農村交流のための

施設」（26.3％）が上位 3 項目となっています。 

 

16.4%

5.6%

8.6%

16.7%

26.3%

32.4%

44.7%

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

無回答

その他

物品販売所

防災倉庫や防災拠点

田舎体験などの都市農村交流のための施設

地域住民が気軽に集まれる憩いの場

移住希望者のためのおためし居住施設

 

図 １-35 空き屋・空き地の地域利用（複数選択）（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別／居住期間別】 

性別、年齢別、居住地区別、居住期間別にみると、どの属性も「移住希望者のためのお

ためし居住施設」が多くなっています。 

年齢「70 歳代以上」、居住地「鳥居野」、「相模」で「地域住民が気軽に集まれる憩いの

場」が最も多くなっています。 

 

表 １-17 空き屋・空き地の地域利用（複数選択） 

（性別・年齢別・居住地区別・居住期間別） 

n数

地
域
住
民
が
気
軽

に
集
ま
れ
る
憩
い

の
場

物
品
販
売
所

防
災
倉
庫
や
防
災

拠
点

田
舎
体
験
な
ど
の

都
市
農
村
交
流
の

た
め
の
施
設

移
住
希
望
者
の
た

め
の
お
た
め
し
居

住
施
設 そ

の
他

無
回
答

男性 251 28.3% 7.2% 18.3% 27.1% 51.4% 7.6% 12.4%

女性 324 37.3% 9.9% 16.0% 26.9% 41.7% 4.3% 15.4%

10歳代 20 30.0% 15.0% 15.0% 25.0% 35.0% 10.0% 15.0%

20歳代 59 30.5% 16.9% 25.4% 22.0% 40.7% 3.4% 13.6%

30歳代 68 35.3% 7.4% 26.5% 32.4% 57.4% 10.3% 11.8%

40歳代 74 17.6% 8.1% 20.3% 29.7% 52.7% 10.8% 8.1%

50歳代 101 29.7% 5.0% 12.9% 34.7% 55.4% 4.0% 8.9%

60歳代 147 41.5% 6.1% 15.6% 23.8% 42.2% 5.4% 14.3%

70歳代以上 100 40.0% 12.0% 10.0% 23.0% 35.0% 2.0% 23.0%

櫟野 33 27.3% 3.0% 21.2% 30.3% 42.4% 3.0% 15.2%

神 83 25.3% 6.0% 18.1% 34.9% 44.6% 6.0% 15.7%

大原上田 34 35.3% 2.9% 17.6% 23.5% 47.1% 2.9% 2.9%

大久保 33 36.4% 12.1% 18.2% 36.4% 42.4% 9.1% 18.2%

大原中 45 26.7% 11.1% 24.4% 20.0% 40.0% 6.7% 17.8%

拝坂 66 42.4% 9.1% 18.2% 24.2% 56.1% 7.6% 7.6%

鳥居野 43 41.9% 9.3% 16.3% 25.6% 37.2% 11.6% 11.6%

相模 52 46.2% 9.6% 11.5% 21.2% 38.5% 0.0% 19.2%

大原市場 86 36.0% 10.5% 15.1% 26.7% 50.0% 5.8% 11.6%

高野 47 27.7% 10.6% 21.3% 29.8% 46.8% 6.4% 14.9%

5年未満 36 30.6% 11.1% 25.0% 25.0% 66.7% 5.6% 13.9%

5～10年未満 15 26.7% 6.7% 13.3% 20.0% 60.0% 20.0% 6.7%

10～20年未満 69 29.0% 10.1% 17.4% 23.2% 36.2% 7.2% 17.4%

20～30年未満 108 34.3% 13.0% 21.3% 32.4% 55.6% 1.9% 8.3%

30年以上 339 34.8% 7.1% 15.3% 27.1% 42.2% 5.9% 15.3%

性
別

年
齢
別

居
住
地
区
別

居
住
期
間
別
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（９）回答者の属性 

① 性別 

回答者の性別は、「男性」が 42.3％、「女性」が 54.6％となっています。 

 

42.3% 54.6%

3.0%

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

回答者

（593人）

男性 女性 無回答

 

図 １-36 回答者の性別（N=593） 

 

回答者の性別の割合を、2010 年国勢調査データと比較すると、「男性」が 6.9 ポイント

低く、「女性」3.8 ポイント高くなっています。 

 

表 １-18 回答者の性別、2010 年国勢調査データとの比較 

単位：人
回答数 割合 実数 割合 差

男性 251 42.3% 1,918 49.2% -6.9%
女性 324 54.6% 1,984 50.8% 3.8%
無回答 18 3.0% 0 0.0% 3.0%
合計 593 100.0% 3,902 100.0%
実数：2010年国勢調査15～79歳  
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② 年齢 

 回答者の年齢は、「60 歳代」（24.8％）が最も多く、次いで「50 歳代」（17.0％）、「70

歳以上」（16.9％）となっています。 

 

3.4%

9.9% 11.5% 12.5% 17.0% 24.8% 16.9%

4.0%

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

回答者

（593人）

10歳代 20歳代 30歳代

40歳代 50歳代 60歳代

70歳代以上 無回答
 

図 １-37 回答者の年齢（N=593） 

 

回答者の年齢別の割合を、2010 年国勢調査データと比較すると、「50 歳代以下」が 5 ポ

イント以内で低く、「60 歳代」が 7.2 ポイント、「70 歳代以上」2.9 ポイント高くなってい

ます。 

 

表 １-19 回答者の年齢別、2010 年国勢調査データとの比較 

単位：人
回答数 割合 実数 割合 差

10歳代 20 3.4% 293 7.5% -4.1%
20歳代 59 9.9% 566 14.5% -4.6%
30歳代 68 11.5% 568 14.6% -3.1%
40歳代 74 12.5% 548 14.0% -1.5%
50歳代 101 17.0% 697 17.9% -0.9%
60歳代 147 24.8% 685 17.6% 7.2%
70歳代以上 100 16.9% 545 14.0% 2.9%
無回答 24 4.0% 0 0.0% 4.0%
合計 593 100.0% 3,902 100.0%
実数：2010年国勢調査15～79歳  
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③ 居住地区 

 回答者の居住地区は、「大原市場」（14.5％）が最も多く、次いで「神」（14.0％）、「拝坂」

（11.1％）となっています。 

 

5.6%

14.0%

5.7% 5.6%

7.6% 11.1% 7.3% 8.8% 14.5% 7.9% 12.0%

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

回答者

（593人）

櫟野 神 大原上田 大久保

大原中 拝坂 鳥居野 相模

大原市場 高野 無回答

 

図 １-38 回答者の居住地区（N=593） 

 

回答者の居住地区別の割合を、2010 年国勢調査データと比較すると、「大原中」が 6.8

ポイントで低くなっていますが、その他の地区は概ね 1.0 ポイント以内となっています。 

 

表 １-20 回答者の居住地区別、2010 年国勢調査データとの比較 

単位：人
回答数 割合 実数 割合 差

櫟野 33 5.6% 238 6.1% -0.5%
神 83 14.0% 673 17.2% -3.2%
大原上田 34 5.7% 204 5.2% 0.5%
大久保 33 5.6% 262 6.7% -1.1%
大原中 45 7.6% 562 14.4% -6.8%
拝坂 66 11.1% 436 11.2% -0.1%
鳥居野 43 7.3% 315 8.1% -0.8%
相模 52 8.8% 364 9.3% -0.5%
大原市場 86 14.5% 583 14.9% -0.4%
高野 47 7.9% 265 6.8% 1.1%
無回答 71 12.0% 0 0.0% 12.0%
合計 593 100.0% 3,902 100.0% 0.0%
実数：2010年国勢調査15～79歳  
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④ 居住期間 

 回答者の居住期間は、「30 年以上」（57.2％）が最も多く、次いで「20 年～30 年未満」

（18.2％）、「10 年～20 年未満」（11.6％）となっています。 

 

6.1% 2.5%

11.6% 18.2% 57.2%

4.4%

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

回答者

（593人）

5年未満 5年～10年未満 10年～20年未満

20年～30年未満 30年以上 無回答
 

図 １-39 回答者の居住期間（N=593） 
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【性別／年齢別／居住地区別別】 

性別別にみると、どの属性も地域全体と同様の傾向となっています。 

 年齢「20・30 歳代」で居住期間「5年未満」が 15％以上と地域全体と比べて多くなって

います。 

 居住区「拝坂」で居住期間「30 年以上」が 15.2％と地域全体と比べて少なくなってい

ます。 

 居住区「櫟野」、「大原上田」、「鳥居野」、「相模」、「高野」で居住期間「30 年以上」が

70％以上と地域全体と比べて多くなっています。 
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20歳代（n=59）

30歳代（n=68）

40歳代（n=74）
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櫟野（n=33）

神（n=83）

大原上田（n=34）

大久保（n=33）

大原中（n=45）

拝坂（n=66）
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図 １-40 回答者の居住期間（性別・年齢別・居住地区別） 
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