
 

 

 

 

令和２年度 

アンケート調査（せきのまちづくり通信簿） 

【結果報告書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

関 市 



 



目 次 

 

１ 調査の概要 ...................................................................... 1 

（１）調査目的 ................................................................... 2 

（２）調査項目 ................................................................... 2 

（３）調査方法 ................................................................... 2 

（４）回収結果 ................................................................... 2 

（５）報告書の見方 ............................................................... 3 

２ 調査結果の概況 .................................................................. 5 

（１）回答者の属性 ............................................................... 6 

（２）関市への居住意向などについて ............................................... 6 

（３）市の主な施策の「満足度・重要度」について ................................... 7 

（４）まちづくりへの意識と取組について ........................................... 7 

３ アンケート調査 調査結果 ........................................................ 9 

（１）回答者の属性 .............................................................. 10 

（２）関市への居住意向などについて .............................................. 20 

（３）市の主な施策の「満足度・重要度」について .................................. 26 

（４）まちづくりへの意識と取組について .......................................... 41 

 

 

 

 



 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

１ 調査の概要 
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（１）調査目的 

本調査は、関市民のまちづくりへの意識等を把握し、政策への反映に生かすことを目的として

実施しました。 

 

 

（２）調査項目 

①回答者の属性 

②関市への居住意向など 

③市の主な施策の「満足度・重要度」について 

④まちづくりへの意識と取組について 

 

 

（３）調査方法 

①調査対象者   ：令和２年 11月現在、関市に居住している満 16歳以上の市民 3,000人 

②抽出法    ：住民基本台帳から対象者を無作為に抽出 

③調査期間   ：令和２年 12月 14日～令和２年 12月 28日 

④調査方法   ：調査票による本人記入方式 

郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

 

 

（４）回収結果 

 

 配布数 有効回収数 回収率 

合計 3,000 1,368 45.6％ 
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（５）報告書の見方 

 

●集計について 

本報告書では、設問ごとに全体の集計結果を記載しています。 

 

●「Ｎ」について 

グラフ中の「Ｎ」とは、Number of Cases の略で、各設問に該当する回答者総数を表しま

す。したがって、各選択肢の％に「Ｎ」を乗じることで、その選択肢の回答者が計算できま

す。 

 

●「％」について 

グラフ中の「％」は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、単数回答の設問（１つ

だけに○をつけるもの）であっても、合計が 100％にならない場合があります。また、複数

回答の設問の場合（あてはまるものすべてに○をつけるもの等）は、「Ｎ」に対する各選択肢

の回答者数を示します。 

 

●選択肢の記載について 

グラフ中の選択肢は、原則として調査票に記載された表現のまま記載しています。 

 

●表について 

「不明・無回答」を除き、回答の割合が高いもの第１位と第２位に網掛けをしています。 
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２ 調査結果の概況 
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（１）回答者の属性 

“性別”は、「男性」が 39.9％、「女性」が 57.8％となっています。 

“年齢”は、「70歳以上」が 25.0％と最も高く、次いで「60歳代」が 21.5％、「50歳代」が 17.3％

と高齢者が多くなっています。 

“住んでいる地域”は、「関地域」が 80.3％と最も高くなっています。関市（旧武儀郡を含む）

に住んで「30年以上」が 63.5％と最も高くなっています。 

“家族構成”は、「２世代が同居（親と子）」が 46.5％と最も高く、次いで「夫婦のみ」が 27.0％

となっています。 

“通勤（通学）場所”は、「関市内」が 57.9％、「関市外」が 37.5％となっており、具体的な場

所としては、「岐阜市」が 23.4％と最も高く、次いで「美濃市」が 15.9％となっています。 

 

（２）関市への居住意向などについて 

“関市が住みよいまちと感じるか”は、『住みよい』（「住みよい」と「どちらかといえば住みよ

い」を合わせた割合）が 78.4％と、『住みにくい』（「住みにくい」と「どちらかといえば住みに

くい」を合わせた割合）の 10.4％より高くなっています。 

“今後も関市に住み続けたいと思うか”は、『住み続けたい』（「ずっと住み続けたい」と「当分

は住んでいたい」を合わせたもの）が 82.8％と高くなっています。一方、“関市から移転したい

理由”は、「公共交通が不便だから」が最も高く、次いで「日用品などの買い物が不便だから」と

なっています。 

“関市に誇りや愛着を感じているか”は、『感じている』（「とても感じている」と「やや感じて

いる」を合わせた割合）が 64.1％と、『感じていない』（「あまり感じていない」と「全く感じて

いない」を合わせた割合）の 24.3％より高くなっています。 

関市が住みよいと思う市民の割合と比較すると、関市に誇りや愛着を感じる市民の割合は低く

なっています。今後、市民が関市に対する愛着を醸成できる活動や環境づくりを進める必要があ

ります。 
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（３）市の主な施策の「満足度・重要度」について 

『満足』（「とても満足」と「まあ満足」を合わせたもの割合）は、「地域福祉・福祉医療」が

41.9％と最も高く、次いで「健康づくり」が 40.8％「子育て支援」が 29.3％となっています。『推

進』（「積極的に推進するべき」と「ある程度推進するべき」を合わせた割合）は、「農業」が 66.8％

と最も高く、次いで「地域福祉・福祉医療」が 66.7％、「高齢者福祉」が 66.2％となっています。 

「早期改善項目」（重要度は高いが、満足度は低い）に分類される施策には、「過疎対策・地域

振興」「公共交通」｢農業｣「住環境」「道路・橋りょう」などがあがっています。 

今後は、早期改善項目を注力して推進するとともに、各施策に対する市民の関心を高める必要

があります。 

 

（４）まちづくりへの意識と取組について 

①健康について 

健康づくりへの取組について、『取り組んでいる』（「取り組んでいる」と「どちらかといえば

取り組んでいる」を合わせた割合）が 56.5％と、『取り組んでいない』（「取り組んでいない」と

「どちらかといえば取り組んでいない」を合わせた割合）の 42.0％より高くなっています。 

 

②地域づくり・協働について 

地域活動（地域委員会や自治会の活動など）への参加経験について、「参加した」の割合が 52.5％

となっています。年齢別にみると、10歳代～30歳代で「参加していない」が、他の年代に比べ高

くなっています。 

ＬＧＢＴという言葉とその意味について、年齢別にみると、40歳代以上で年齢が上がるにした

がい、「知らない」が高くなっています。 

男女の地位の平等意識について、男女別にみると、女性では男性よりも「男性の方が優遇され

ている」の割合が高くなっています。 

ワークライフバランスという言葉とその意味について、年齢が上がるにしたがい、「知らない」

の割合が高くなっています。 

過去１年間の芸術文化を鑑賞した機会について、「ある」が 31.1％、「ない」が 67.1％となって

います。 

パソコンやスマートフォンで本を読むかについて、30 歳代以上で年齢が上がるにしたがい、

「読まない」が高くなっています。 
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③経済・雇用について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響で、就労状況に変化があったかについて、全

体では「特に変わりない」が 82.2％と最も高く、次いで「期間中、休職または休業して、現在は

復職または操業中」が 6.0％となっています。 

前年の同月と比べた、現在のご家庭の収入について、全体では「特に変わりない」が 58.1％と

最も高く、次いで「１～３割収入が減った」が 27.9％となっています。 

 

④防災・生活環境について 

災害時や警戒時の気象情報や避難に関する情報の入手方法について、全体では「テレビ（ニュ

ース、データ放送）」が 71.6％と最も高く、次いで「インターネット、スマートフォン」が 60.7％

となっています。 

環境に配慮した取組について、「資源ごみの分別」が 86.3％となっています。次いで、「食品

ロス対策」が 34.9％となっています。 

 

⑤都市基盤整備について 

市の公共交通の利用について、『利用している』（「週に３日以上利用している」「月に数日利用

している」「年に数日利用している」を合わせた割合）が 10.2％、「利用していない」の割合が

87.2％となっています。また、公共交通を『利用している』方が行く場所では全体では「岐阜市

などの市外」が 35.7％と最も高く、次いで「名古屋市などの県外」が 33.6％となっています。

市の公共交通の利便性について、「便利」の割合が 28.1％と、「不便」の割合が 50.3％よりも低

くなっています。具体的に不便に感じているところは、「市外へのバス移動(高速バス含む)」が

最も高く、次いで「まちなかの交通」となっています。 

公共交通の整備を通して、市内外への移動における利便性の向上を高める必要があります。 

 

⑥行財政運営について 

「広報せき」のレイアウト（写真や文字、イラストの配置）について、全体では「読みやすい」

が 62.7％、「読みづらい」が 12.3％、「読まない」が 19.4％となっています。年齢別にみると、

20歳代で「読みやすい」が 39.5％と、他の年代に比べ低くなっています。 

紙面の見やすさを含め、「広報せき」への関心を高めてもらうための取組を進める必要がありま

す。 
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３ アンケート調査 調査結果 
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39.9 57.8 2.3 

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

全体（Ｎ=1,368)

男性 女性 不明・無回答

2.7 

5.9 9.8 15.8 17.3 21.5 25.0 2.0 

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

全体（Ｎ=1,368)

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳以上 不明・無回答

 

（１）回答者の属性 

 

① あなたの性別はどちらですか。（単数回答、自認する性別をご記入ください。） 

“性別”は、「男性」が 39.9％、「女性」が 57.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② あなたの年齢は次のどれですか。（単数回答） 

“年齢”は、「70歳以上」が 25.0％と最も高く、次いで「60歳代」が 21.5％となっています。 
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80.3 

86.5 

90.1 

86.6 

84.7 

86.9 

77.6 

76.3 

2.4 

0.0 

0.0 

2.2 

1.9 

3.0 

2.4 

3.5 

1.5 

0.0 

1.2 

0.0 

0.5 

0.8 

2.4 

2.6 

7.1 

10.8 

4.9 

6.0 

7.9 

5.1 

9.9 

6.7 

3.9 

0.0 

1.2 

3.0 

4.2 

1.3 

4.4 

6.7 

2.0 

2.7 

1.2 

1.5 

0.9 

1.3 

3.1 

2.6 

0.7 

0.0 

1.2 

0.7 

0.0 

0.8 

0.3 

1.5 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

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

全体（Ｎ=1,368)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

関地域 洞戸地域 板取地域 武芸川地域

武儀地域 上之保地域 その他 不明・無回答

③ あなたが住んでいる地域は次のどれですか。（単数回答） 

“住んでいる地域”は、全体では「関地域」が 80.3％と最も高く、次いで「武芸川地域」が 7.1％

となっています。 

年齢別にみると、すべての年代で「関地域」が最も高くなっています。 
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3.9 

5.4 

9.9 

16.4 

3.7 

1.7 

1.7 

1.5 

2.8 

2.7 

4.9 

14.2 

4.2 

0.8 

0.0 

0.9 

10.8 

91.9 

9.9 

11.9 

29.2 

5.1 

1.4 

3.2 

16.4 

0.0 

75.3 

18.7 

16.7 

27.0 

9.5 

3.2 

63.5 

0.0 

0.0 

38.1 

46.3 

65.0 

86.7 

90.4 

2.5 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

0.4 

0.7 

0.9 

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

全体（Ｎ=1,368)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

５年未満 ５～９年 10～19年

20～29年 30年以上 不明・無回答

④ あなたは関市（旧武儀郡を含む）に住んで何年になりますか。（単数回答） 

“居住年数”は、全体では「30 年以上」が 63.5％と最も高く、次いで「20～29 年」が 16.4％

となっています。 

年齢別にみると、年齢が上がるにしたがい、「30 年以上」が高くなっています。なお、20 歳代

～30歳代で「５年未満」が、他の年代に比べ高くなっています。 
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6.7 

0.0 

2.5 

3.7 

3.7 

4.2 

7.1 

13.5 

27.0 

0.0 

4.9 

5.2 

7.4 

19.0 

44.6 

48.5 

46.5 

67.6 

71.6 

72.4 

64.8 

57.0 

36.1 

21.9 

14.5 

29.7 

19.8 

14.2 

20.8 

16.0 

8.2 

13.5 

3.0 

2.7 

1.2 

4.5 

2.3 

3.8 

3.7 

2.3 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.9 

0.0 

0.3 

0.3 

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

全体（Ｎ=1,368)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

ひとり暮らし 夫婦のみ

２世代が同居（親と子） ３世代が同居（親と子と孫）

その他 不明・無回答

⑤ あなたの家族構成はどのようになっていますか。（単数回答） 

“家族構成”は、全体では「２世代が同居(親と子)」が 46.5％と最も高く、次いで「夫婦のみ」

が 27.0％となっています。 

年齢別にみると、50 歳代以下で「２世代が同居(親と子)」、60 歳代以上で「夫婦のみ」がそれ

ぞれ最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

下有知 2 

津保川台 1 

西部地域 1 

関郊外 1 

西部。保戸島。 1 

岐阜市 1 



14 

30.0 

45.4 

19.8 

5.4 

54.3 

58.2 

49.1 

44.7 

20.1 

2.9 

20.5 

10.8 

27.2 

0.0 

8.6 

16.4 

29.2 

27.4 

25.9 

12.3 

7.6 

10.4 

5.8 

0.0 

1.2 

2.2 

6.9 

8.4 

10.5 

9.6 

1.1 

2.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0.9 

0.4 

1.0 

2.3 

4.2 

2.9 

4.8 

89.2 

23.5 

0.7 

0.5 

0.0 

0.0 

0.0 

14.7 

0.2 

24.7 

0.0 

6.2 

15.7 

7.9 

13.1 

17.3 

20.8 

18.9 

24.7 

14.4 

0.0 

3.7 

2.2 

2.8 

3.0 

22.8 

48.5 

1.5 

1.5 

1.5 

0.0 

2.5 

3.7 

1.4 

1.7 

1.4 

0.6 

1.5 

1.3 

1.8 

5.4 

0.0 

0.0 

1.4 

1.3 

1.0 

2.9 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

会社員、公務員、団体職員

パート、アルバイト、派遣社員、契約社員

自営業（商工業、サービス業）

自営業（農林水産業）

学生

家事従事（主婦・主夫）

無職

その他

不明・無回答

⑥ あなたの職業は、次のうちどれですか。（単数回答） 

“職業”は、全体では「会社員、公務員、団体職員」が 30.0％と最も高く、次いで「パート、

アルバイト、派遣社員、契約社員」が 20.5％となっています。 

男女別にみると、男性では「会社員、公務員、団体職員」が 45.4％、女性では「パート、アル

バイト、派遣社員、契約社員」が、27.2％と最も高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代は「学生」、20 歳代～50 歳代は「会社員、公務員、団体職員」、60 歳

代は「パート、アルバイト、派遣社員、契約社員」、70 歳以上は「無職」がそれぞれ最も高くな

っています。 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

夫婦と子ども 7 

４世代 6 

親、子 2 

息子と同居 1 

息子と二人暮らし 1 

息子家族と同居 1 

母子 1 

義母、妻、子 1 

子どもと義母 1 

夫婦と母 1 

子と孫 1 

姉妹の２人暮らし 1 

母 1 

血縁者 1 

敷地内で２世代が同居 1 

別性夫婦 1 

とにかく大勢 1 
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57.9 

51.6 

63.5 

37.1 

30.1 

58.2 

56.8 

61.2 

64.2 

71.6 

37.5 

43.2 

32.7 

60.0 

67.1 

39.1 

40.5 

35.7 

30.1 

15.8 

4.5 

5.2 

3.8 

2.9 

2.7 

2.7 

2.6 

3.1 

5.8 

12.6 

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

全体（Ｎ=887)

【性別】

男性（Ｎ=403)

女性（Ｎ=468)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=35)

20歳代（Ｎ=73)

30歳代（Ｎ=110)

40歳代（Ｎ=190)

50歳代（Ｎ=196)

60歳代（Ｎ=173)

70歳以上（Ｎ=95)

関市内 関市外 不明・無回答

⑦-１ あなたの通勤（通学）場所はどこですか。（単数回答） 

※⑥で「会社員、公務員、団体職員」「パート、アルバイト、派遣社員、契約社員」「自営業（商

工業、サービス業）」「自営業（農林水産業）」「学生」「その他」のいずれかに○をつけた方への

質問 

 

“通勤（通学）場所”は、全体では「関市内」が 57.9％、「関市外」が 37.5％となっています。 

男女別にみると、「関市内」が男性 51.6％、女性 63.5％と男女ともに最も高く、女性の方が男

性より 11.9ポイント高くなっています。 

年齢別にみると、20歳代以下の年代で「関市外」が「関市内」を上回っています。 

なお、30歳代以上で「関市内」が「関市外」を上回っています。 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

建築（自営業） 1 

建築 1 

介護 1 

保育士 1 

内職 1 

フリーランス 1 

就労支援Ｂ型事業所かしの木 1 

精神の持病の治療をしながら生活中。無職。年金受給者。 1 

高齢者夫婦 1 
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23.4 

22.4 

25.5 

23.8 

24.5 

27.9 

19.5 

20.0 

32.7 

20.0 

13.2 

9.2 

18.3 

9.5 

4.1 

9.3 

16.9 

17.1 

11.5 

33.3 

11.7 

13.8 

9.8 

4.8 

8.2 

20.9 

13.0 

14.3 

5.8 

13.3 

15.9 

11.5 

20.9 

23.8 

10.2 

18.6 

22.1 

8.6 

15.4 

20.0 

1.2 

1.1 

1.3 

0.0 

0.0 

2.3 

0.0 

2.9 

1.9 

0.0 

15.3 

19.5 

9.8 

9.5 

8.2 

11.6 

13.0 

25.7 

19.2 

0.0 

9.6 

8.6 

9.8 

23.8 

20.4 

4.7 

7.8 

4.3 

7.7 

0.0 

9.3 

13.8 

3.9 

4.8 

24.5 

4.7 

7.8 

7.1 

3.8 

13.3 

0.3 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

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

全体（Ｎ=333)

【性別】

男性（Ｎ=174)

女性（Ｎ=153)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=21)

20歳代（Ｎ=49)

30歳代（Ｎ=43)

40歳代（Ｎ=77)

50歳代（Ｎ=70)

60歳代（Ｎ=52)

70歳以上（Ｎ=15)

岐阜市 美濃加茂市

各務原市 美濃市

郡上市 その他岐阜県内

名古屋市 県外（名古屋市以外）

不明・無回答

⑦-２ 具体的な場所はどこですか。（単数回答） 
 

※⑦-１で「関市外」に○をつけた方への質問 

 

“具体的な場所”は、全体では「岐阜市」が 23.4％と最も高く、次いで「美濃市」が 15.9％と

なっています。 

男女別にみると、「岐阜市」が男性 22.4％、女性 25.5％と男女ともに最も高くなっています。 

年齢別にみると、10歳代で「岐阜市」「美濃市」「名古屋市」、20歳代で「岐阜市」「県外（名古

屋市以外）」、30歳代及び 60歳代で「岐阜市」、40歳代で「美濃市」、50歳代で「その他岐阜県内」、

70歳以上で「美濃加茂市」がそれぞれ最も高くなっています。 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

市内の他地域 1 

関市内の便利な車を使わなくても良い町村 1 

関東 1 

静岡県、瀬戸内海周辺 1 

沖縄 1 

日本海側の北国。 1 

外国、カナダ、バンクーバー 1 

特に冬、温かい所 1 

海が見える所 1 

海と山の近く 1 

交通の便が良い所や病院、スーパーが近くにある所 1 

高齢になった時、車がなくても生活できる町ならどこでも 1 

もう少し活動の少ない所 1 

子どもの転居先 1 
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『住みよい』78.4％ ＞ 『住みにくい』10.4％ 

 

 

31.3 

31.0 

31.7 

37.8 

25.9 

25.4 

26.4 

30.0 

31.6 

38.3 

47.1 

45.6 

48.3 

37.8 

56.8 

57.5 

53.2 

47.7 

44.9 

39.5 

8.0 

8.1 

7.8 

10.8 

8.6 

8.2 

6.5 

8.0 

7.5 

8.5 

2.4 

3.7 

1.6 

2.7 

3.7 

1.5 

2.8 

3.0 

2.4 

2.0 

9.8 

10.6 

9.2 

10.8 

4.9 

6.7 

9.7 

10.1 

12.6 

9.6 

1.4 

1.1 

1.3 

0.0 

0.0 

0.7 

1.4 

1.3 

1.0 

2.0 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

住みよい どちらかといえば住みよい

どちらかといえば住みにくい 住みにくい

どちらともいえない 不明・無回答

 

（２）関市への居住意向などについて 

 

問１ あなたは関市が住みよいまちだと感じますか。（単数回答） 

 

 

問１の選択肢にかかる表現は以下のように区分しており、このページ以降の文中においても反映されています。 

○『住みよい』…「住みよい」と「どちらかといえば住みよい」を合わせたもの 

○『住みにくい』…「住みにくい」と「どちらかといえば住みにくい」を合わせたもの 

“関市が住みよいまちと感じるか”は、全体では『住みよい』が 78.4％、『住みにくい』が 10.4％

となっています。 

男女別にみると、『住みよい』が男性 76.6％、女性 80.0％と女性の方が男性より 3.4 ポイント

高くなっていますなっています。 

年齢別にみると、20歳代～30歳代で『住みよい』が８割を超えています。 
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『住み続けたい』82.8％ ＞ 『転居したい』7.3％ 

 

 

52.9 

53.8 

52.5 

10.8

21.0 

46.3 

47.7 

54.9 

57.5 

65.8 

29.9 

29.1 

30.8 

59.5 

48.1 

38.1 

35.2 

28.7 

27.6 

19.3 

6.9 

7.5 

6.2 

10.8 

12.3 

7.5 

6.0 

5.9 

7.1 

5.8 

0.4 

0.0 

0.8 

5.4 

1.2 

0.7 

0.0 

0.8 

0.0 

0.0 

8.7 

8.4 

8.8 

13.5 

17.3 

6.7 

9.7 

8.9 

7.1 

7.3 

1.2 

1.1 

0.9 

0.0 

0.0 

0.7 

1.4 

0.8 

0.7 

1.8 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

ずっと住み続けたい 当分は住んでいたい

できれば移転したい すぐにでも移転したい

どちらともいえない 不明・無回答

問２ あなたは今後も関市に住み続けたいと思いますか。（単数回答） 

 

 

問２の選択肢にかかる表現は以下のように区分しており、このページ以降の文中においても反映されています。 

○『住み続けたい』…「ずっと住み続けたい」と「当分は住んでいたい」を合わせたもの 

○『転居したい』…「すぐにでも転居したい」と「できれば転居したい」を合わせたもの 

“今後も関市に住み続けたいと思うか”は、全体では『住み続けたい』が 82.8％、『転居した

い』が 7.3％となっています。 

男女別にみると、『住み続けたい』が男性 82.9％、女性 83.3％となっています。 

年齢別にみると、10歳代～20歳代で『転居したい』が、他の年代に比べ高くなっています。 
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「公共交通が不便だから」が高い 

4.0 

2.0 

72.0 

20.0 

27.0 

23.0 

3.0 

4.0 

6.0 

26.0 

2.0 

4.0 

11.0 

2.0 

4.0 

11.0 

4.0 

11.0 

10.0 

11.0 

0.0 

7.3 

0.0 

58.5 

26.8 

17.1 

24.4 

2.4 

4.9 

2.4 

24.4 

4.9 

4.9 

9.8 

2.4 

4.9 

7.3 

7.3 

9.8 

9.8 

12.2 

0.0 

1.8 

3.6 

85.5 

16.4 

32.7 

21.8 

3.6 

3.6 

9.1 

25.5 

0.0 

3.6 

10.9 

1.8 

3.6 

10.9 

1.8 

12.7 

10.9 

10.9 

0.0 

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

土地や家賃などの価格が高いから

借家、借地だから

公共交通が不便だから

通勤、通学先が遠いから

日用品などの買い物が不便だから

医療機関への通院が不便だから

子育て環境が整っていないから

教育環境が整っていないから

福祉サービスが充実していないから

働く場所が少ないから

地域の交流やコミュニティ活動が活発でないから

治安に対する不安があるから

災害に対する不安があるから

周辺の自然環境が悪いから

知人や親せきがいないから

市に愛着がないから

まちのイメージや雰囲気が悪いから

行政サービスが充実していないから

市民意見が市政に反映されないから

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=100)

男性（Ｎ=41)

女性（Ｎ=55)

 

問３ 関市から転居したい理由は何ですか。（複数回答） 

※問２で「できれば転居したい」「すぐにでも転居したい」のいずれかに○をつけた方への質問 

 

 

“関市から転居したい理由”は、全体では「公共交通が不便だから」が 72.0％と最も高く、次

いで「日用品などの買い物が不便だから」が 27.0％、「働く場所が少ないから」が 26.0％となっ

ています。 

男女別にみると、「公共交通が不便だから」が男性 58.5％、女性 85.5％と男女ともに最も高く、

女性の方が男性より 27.0ポイント高くなっています。 
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年齢別にみると、すべての年代で「公共交通が不便だから」が最も高くなっています。なお、

70歳以上で「医療機関への通院が不便だから」が 55.0％と、他の年代に比べ高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 土
地
や
家
賃
な
ど
の
価
格
が
高
い
か
ら 

借
家
、
借
地
だ
か
ら 

公
共
交
通
が
不
便
だ
か
ら 

通
勤
、
通
学
先
が
遠
い
か
ら 

日
用
品
な
ど
の
買
い
物
が
不
便
だ
か
ら 

医
療
機
関
へ
の
通
院
が
不
便
だ
か
ら 

子
育
て
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
か
ら 

教
育
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
か
ら 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
な
い
か
ら 

働
く
場
所
が
少
な
い
か
ら 

地
域
の
交
流
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が 

活
発
で
な
い
か
ら 

10歳代（Ｎ=６) 0.0 0.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 50.0 0.0 

20歳代（Ｎ=11) 0.0 0.0 72.7 54.5 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 27.3 0.0 

30歳代（Ｎ=11) 0.0 0.0 72.7 9.1 27.3 18.2 9.1 0.0 9.1 27.3 0.0 

40歳代（Ｎ=13) 23.1 7.7 76.9 30.8 23.1 7.7 0.0 0.0 7.7 30.8 7.7 

50歳代（Ｎ=16) 0.0 0.0 81.3 18.8 37.5 12.5 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 

60歳代（Ｎ=21) 4.8 4.8 57.1 9.5 28.6 33.3 0.0 4.8 4.8 19.0 4.8 

70歳以上（Ｎ=20) 0.0 0.0 70.0 5.0 40.0 55.0 5.0 5.0 10.0 10.0 0.0 

 

 治
安
に
対
す
る
不
安
が
あ
る
か
ら 

災
害
に
対
す
る
不
安
が
あ
る
か
ら 

周
辺
の
自
然
環
境
が
悪
い
か
ら 

知
人
や
親
せ
き
が
い
な
い
か
ら 

市
に
愛
着
が
な
い
か
ら 

ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
や
雰
囲
気
が
悪
い
か
ら 

行
政
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
な
い
か
ら 

市
民
意
見
が
市
政
に
反
映
さ
れ
な
い
か
ら 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

 

10歳代（Ｎ=６) 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  

20歳代（Ｎ=11) 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0  

30歳代（Ｎ=11) 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 36.4 0.0  

40歳代（Ｎ=13) 7.7 0.0 0.0 15.4 15.4 0.0 7.7 0.0 15.4 0.0  

50歳代（Ｎ=16) 0.0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 6.3 0.0  

60歳代（Ｎ=21) 4.8 23.8 4.8 4.8 9.5 4.8 4.8 19.0 9.5 0.0  

70歳以上（Ｎ=20) 5.0 15.0 0.0 5.0 10.0 15.0 25.0 10.0 5.0 0.0  
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「岐阜県内の他の市町村」が高い 

36.0 

39.0 

34.5 

0.0 

36.4 

45.5 

38.5 

50.0 

23.8 

40.0 

17.0 

22.0 

12.7 

0.0 

45.5 

18.2 

15.4 

6.3 

19.0 

10.0 

12.0 

4.9 

18.2 

66.7 

9.1 

0.0 

23.1 

12.5 

0.0 

10.0 

9.0 

7.3 

9.1 

16.7 

0.0 

18.2 

0.0 

12.5 

9.5 

10.0 

19.0 

22.0 

18.2 

16.7 

9.1 

18.2 

15.4 

12.5 

28.6 

25.0 

7.0 

4.9 

7.3 

0.0 

0.0 

0.0 

7.7 

6.3 

19.0 

5.0 

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

全体（Ｎ=100)

【性別】

男性（Ｎ=41)

女性（Ｎ=55)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=6)

20歳代（Ｎ=11)

30歳代（Ｎ=11)

40歳代（Ｎ=13)

50歳代（Ｎ=16)

60歳代（Ｎ=21)

70歳以上（Ｎ=20)

岐阜県内の他の市町村 岐阜県外の東海地方

東海地方以外の地域 その他

わからない 不明・無回答

問４ あなたが転居したい場所を教えてください。（単数回答） 

※問２で「できれば転居したい」「すぐにでも転居したい」のいずれかに○をつけた方への質問 

 

 

“転居したい場所”は、全体では「岐阜県内の他の市町村」が 36.0％と最も高く、次いで「わ

からない」が 19.0％、となっています。 

男女別にみると、「岐阜県内の他の市町村」が男性 39.0％、女性 34.5％と男女ともに最も高く、

男性の方が女性より 4.5ポイント高くなっていますなっています。 

年齢別にみると、10 歳代で「東海地方以外の地域」が 66.7％、20 歳代で「岐阜県外の東海地

方」が 45.5％と、他の年代に比べ高くなっています。 
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『感じている』64.1％ ＞ 『感じていない』24.3％ 

 

 

20.5 

20.7 

20.4 

24.3 

16.0 

16.4 

21.3 

24.1 

16.7 

23.4 

43.6 

44.1 

43.6 

43.2 

55.6 

46.3 

42.6 

43.5 

43.2 

41.2 

22.3 

23.4 

21.1 

18.9 

11.1 

24.6 

23.6 

19.8 

24.5 

22.5 

2.0 

2.4 

1.8 

2.7 

4.9 

3.7 

2.8 

1.3 

1.7 

0.9 

9.7 

7.7 

11.5 

10.8 

12.3 

8.2 

8.3 

10.5 

12.2 

8.5 

1.8 

1.6 

1.6 

0.0 

0.0 

0.7 

1.4 

0.8 

1.7 

3.5 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

とても感じている やや感じている あまり感じていない

全く感じていない どちらともいえない 不明・無回答

問５ あなたは関市に誇りや愛着を感じていますか。（単数回答） 

 

 

問５の選択肢にかかる表現は以下のように区分しており、このページ以降の文中においても反映されています。 

○『感じている』…「とても感じている」と「やや感じている」を合わせたもの 

○『感じていない』…「あまり感じていない」と「全く感じていない」を合わせたもの 

“関市に誇りや愛着を感じているか”は、全体では『感じている』が 64.1％、『感じていない』

が 24.3％となっています。 

男女別にみると、『感じている』が男性 64.8％、女性 64.0％となっています。 

年齢別にみると、20歳代で『感じている』が７割を超えています。 
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（３）市の主な施策の「満足度・重要度」について 

 

問６ 市が行っている次の各施策の「満足度」と、今後市が「積極的に推進するべきか」について

意見をお聞きします。該当する数字を１つずつ○印で囲んでください。 

 
項目 内容 

(１)地域福祉・福祉医療 

福祉関係団体や福祉ボランティア活動の支援、地域におけ

る支え合いの促進、障がい者や子ども（中学生まで）の医

療費の無償化 

(２)低所得者支援 生活困窮者に対する相談、生活困窮者の就労支援 

(３)障がい者福祉 
障がい者の相談支援、障がい福祉サービス、障がい者の就

労支援 

(４)高齢者福祉 
介護サービス（デイサービス、ホームヘルプなど）、高齢者

の健康増進、高齢者の社会参加 

(５)子育て支援 

保育園における保育サービス、幼稚園における幼児教育、

子育てに関する相談、一時預かりや延長保育、子育てサロ

ンなどの親と子の交流の場 

(６)健康づくり 
健康相談、成人・乳幼児の健康診断、がん検診、予防接種、

不妊治療費の助成 

(７)地域医療 
洞戸・板取・津保川診療所、救命救急センターの運営支援、

医師・看護師の確保対策、休日診療の運営支援 

(８)教育環境整備 小学校・中学校の施設整備 

(９)小中学校教育 小学校・中学校における学校教育 

(10)関商工高等学校 
関商工における高等学校教育、関商工における産業教育、

関商工の施設整備 

(11)市民協働 
市民活動の支援、地域委員会の活動支援、自治会活動や地

域コミュニティ活動の支援 

(12)若者活躍 
高校生や大学生のまちづくり活動支援、若者のチャレンジ

支援 

(13)過疎対策・地域振興 地域資源の利活用、地域の担い手の育成、集落の維持 

(14)多様性社会（ダイバーシティ） 
男女共同参画の周知、女性の活躍支援、LGBT理解の周知啓

発、国際理解 

(15)人権 人権教育、人権啓発、人権相談 

(16)生涯学習 
生涯学習講座の開催、青少年の健全育成、図書館・公民館

の運営 

(17)スポーツ 

「１市民１スポーツ」の奨励、体育施設（せきしんふれ愛

アリーナ、中池公園スポーツ施設など）の整備、スポーツ

団体の育成 

(18)文化・芸術・歴史 
文化・芸術活動の支援、文化会館の運営、文化財の保護・

活用 

(19)工業 
産業の振興、中小企業・事業者への支援、企業の誘致、企

業の競争力強化支援 

(20)商業 
商業の振興、消費生活相談、地域内での消費喚起、公設市

場の運営（食材流通） 
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項目 内容 

(21)経済・雇用 
起業・創業の支援、雇用の場の確保、就業・就労に関する相

談 

(22)観光 
観光情報の発信、日本刀鍛錬・小瀬鵜飼・円空などの地域

資源の観光利用、観光客の誘致 

(23)農業 
関市産の農産物の振興、荒廃農地の防止・活用、農産品の

ブランド化、農業の担い手育成 

(24)林業 森林の保全、関市産木材の活用・ＰＲ、有害鳥獣の駆除 

(25)防災・減災・消防 
防災意識の啓発、地域における防災活動（自主防災会、消

防団など）、消防や救急の体制 

(26)交通安全・防犯対策 交通安全教育・交通安全意識の啓発、地域の防犯活動 

(27)循環型社会 
ごみの再資源化・減量化、食品ロス対策、ごみの不適切処

理の防止 

(28)環境保全 自然環境の保全、公害防止対策 

(29)医療保険 医療保険制度の運営（国民健康保険、後期高齢者医療保険） 

(30)都市計画・土地利用 土地開発の指導、土地利用等の規制、魅力ある市街地形成 

(31)住環境 住宅の耐震化の支援、土地区画整理、空き家対策 

(32)公共交通 
市内バスの運行、市内と市外を結ぶバス路線、長良川鉄道

の運行 

(33)景観・公園 景観の保全、公園の整備 

(34)道路・橋りょう 
道路の舗装修繕や拡幅、新しい道路の開設、老朽化した橋

の耐震補強や補修 

(35)治山・治水 急傾斜地の崩壊対策、河川の護岸整備・浚渫・浸水対策 

(36)上水道 安全な飲料水の提供、老朽化した水道施設の更新 

(37)下水道 衛生的な下水の処理、下水道処理施設の更新 

(38)移住定住 
関市へ転入し家を取得した世帯への支援、空き家を活用し

た移住 

(39)広報・シティプロモーション 
関市の魅力発信、まちのＰＲ、ふるさと納税、市広報紙の

発行 

(40)財政運営 健全な財政運営、税収の確保、公共施設の有効活用 

(41)行政運営 効率的な組織、職員の育成、事業の見直し・評価 
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(１)地域福祉・福祉医療

(２)低所得者支援

(３)障がい者福祉

(４)高齢者福祉

(５)子育て支援

(６)健康づくり

(７)地域医療

(８)教育環境整備

(９)小中学校教育

(10)関商工高等学校

(11)市民協働

(12)若者活躍

(13)過疎対策・地域振興

(14)多様性社会

（ダイバーシティ）

(15)人権

(16)生涯学習

(17)スポーツ

(18)文化・芸術・歴史

(19)工業

(20)商業

(21)経済・雇用

(22)観光
(23)農業

(24)林業

(25)防災・減災・消防

(26)交通安全・防犯対策

(27)循環型社会

(28)環境保全

(29)医療保険

(30)都市計画・土地利用

(31)住環境

(32)公共交通

(33)景観・公園

(34)道路・橋りょう

(35)治山・治水

(36)上水道

(37)下水道

(38)移住定住 (39)広報・シティプロモーション

(40)財政運営

(41)行政運営

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4

満足度

重要度

平均 2.88

平均 3.39

Ⅲ 長期対応項目 Ⅳ 現状維持項目

Ⅱ 随時改善項目Ⅰ 早期改善項目

「＜タイプⅠ＞早期改善項目」に分類される施策には、「(13)過疎対策・地域振興」「(32)公共交

通」｢(23)農業｣「(31)住環境」「(34)道路・橋りょう」などがあがっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度と満足度の関係】 

<タイプⅠ>早期改善項目 
（重要度は高いが、満足度は低い） 

⇒現在の施策や事務事業を優先して改革・改善す

べき施策の分野 

<タイプⅡ>随時改善項目 
（重要度が高く、満足度も高い） 

⇒今後も継続して事業に取り組めるよう、事業費が

過大となっていないか点検するとともに、さらなる事

業の効率化を検討する施策の分野 

<タイプⅢ>長期対応項目 
（重要度が低く、満足度も低い） 

⇒施策の重要性に対する認知を高めるとともに、取

組の方向の改善を検討する施策の分野 

<タイプⅣ>現状維持項目 
（重要度は低く、満足度が高い） 

⇒今後も着実に事業の推進を図るとともに、施策の

重要性についての認知を高める施策の分野 

※回答結果を、重要度については「積極的に推進するべき」を５点、「ある程度推進するべき」を４点、「現状通

りでよい」を３点、「あまり推進するべきでない」を２点、「推進するべきでない」を１点、満足度については

「とても満足」を５点、「まあ満足」を４点、「普通・どちらともいえない」を３点、「やや不満」を２点、「と

ても不満」を１点としてそれぞれ点数化し、その数値に回答者数を乗じて施策ごとの平均点を算出しています。 
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施策 満足度 重要度 施策 満足度 重要度 

(１)地域福祉・福祉医療 3.33  3.65  (26)交通安全・防犯対策 2.96  3.41  

(２)低所得者支援 2.91  3.43  (27)循環型社会 2.87  3.55  

(３)障がい者福祉 2.99  3.52  (28)環境保全 2.89  3.40  

(４)高齢者福祉 3.08  3.62  (29)医療保険 2.94  3.43  

(５)子育て支援 3.07  3.56  (30)都市計画・土地利用 2.67  3.30  

(６)健康づくり 3.29  3.60  (31)住環境 2.65  3.45  

(７)地域医療 2.97  3.54  (32)公共交通 2.56  3.50  

(８)教育環境整備 3.07  3.51  (33)景観・公園 2.84  3.27  

(９)小中学校教育 2.93  3.39  (34)道路・橋りょう 2.71  3.47  

(10)関商工高等学校 2.90  3.08  (35)治山・治水 2.73  3.41  

(11)市民協働 2.92  3.13  (36)上水道 3.05  3.46  

(12)若者活躍 2.81  3.36  (37)下水道 3.07  3.36  

(13)過疎対策・地域振興 2.68  3.50  (38)移住定住 2.73  3.25  

(14)多様性社会 2.75  3.18  (39)広報・シティプロモーション 2.91  3.23  

(15)人権 2.82  3.16  (40)財政運営 2.79  3.26  

(16)生涯学習 2.99  3.27  (41)行政運営 2.68  3.30  

(17)スポーツ 3.03  3.22     

(18)文化・芸術・歴史 2.95  3.20     

(19)工業 2.79  3.40     

(20)商業 2.76  3.37     

(21)経済・雇用 2.75  3.46     

(22)観光 2.83  3.52     

(23)農業 2.70  3.51     

(24)林業 2.67  3.34     

(25)防災・減災・消防 2.93  3.45     
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10.4 

2.5 

4.1 

4.2 

5.4 

7.2 

4.6 

31.5 

11.8 

15.6 

21.9 

23.9 

33.6 

17.8 

51.7 

76.7 

73.7 

64.8 

64.2 

52.7 

68.8 

4.8 

7.1 

5.0 

8.0 

5.4 

5.8 

7.4 

1.6 

1.9 

1.6 

1.1 

1.0 

0.8 

1.4 

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

１ 地域福祉・福祉医療

（Ｎ=1,323）

２ 低所得者支援（Ｎ=1,302）

３ 障がい者福祉（Ｎ=1,297）

４ 高齢者福祉（Ｎ=1,316）

５ 子育て支援（Ｎ=1,285）

６ 健康づくり（Ｎ=1,320）

７ 地域医療（Ｎ=1,281）

とても満足 まあ満足
普通・どちらともいえない やや不満
不満

問６の各政策の選択肢にかかる表現は以下のように区分しており、このページ以降の文中においても反映さ

れています。 

満足度  
○『満足』…「とても満足」と「まあ満足」を合わせたもの 

○『不満』…「不満」と「やや不満」を合わせたもの 

重要度 

○『推進』…「積極的に推進するべき」と「ある程度推進するべき」を合わせたもの 

○『推進するべきではない』…「推進するべきでない」と「あまり推進するべきでない」を合わせたもの 

 

【健康・福祉・子育て】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「１ 地域福祉・福祉医療」が 41.9％と最も高く、次いで「６ 健

康づくり」が 40.8％、「５ 子育て支援」が 29.3％となっています。 

 

満足度 
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31.1 

18.5 

23.9 

27.7 

29.7 

28.3 

26.3 

35.6 

38.0 

36.7 

38.5 

32.4 

33.9 

37.0 

32.0 

41.1 

38.7 

33.0 

37.1 

37.4 

36.1 

1.0 

1.4 

0.5 

0.5 

0.6 

0.2 

0.3 

0.3 

1.0 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.2 

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

１ 地域福祉・福祉医療

（Ｎ=1,261）

２ 低所得者支援（Ｎ=1,262）

３ 障がい者福祉（Ｎ=1,257）

４ 高齢者福祉（Ｎ=1,262）

５ 子育て支援（Ｎ=1,246）

６ 健康づくり（Ｎ=1,263）

７ 地域医療（Ｎ=1,245）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき

現状通りでよい あまり推進するべきでない

推進するべきでない

重要度（『推進するべき』の割合）は、「１ 地域福祉・福祉医療」が 66.7％と最も高く、次い

で「４ 高齢者福祉」が 66.2％、「７ 地域医療」が 63.3％となっています。 

 

重要度 
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4.7 

3.6 

4.3 

24.5 

20.6 

17.9 

63.3 

66.9 

73.5 

6.3 

8.1 

3.7 

1.2 

0.9 

0.6 

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

８ 教育環境整備（Ｎ=1,290）

９ 小中学校教育（Ｎ=1,262）

10 関商工高等学校（Ｎ=1,232）

とても満足 まあ満足
普通・どちらともいえない やや不満
不満

25.6 

24.1 

14.8 

34.4 

34.5 

30.1 

39.1 

40.8 

52.3 

0.6 

0.4 

1.8 

0.2 

0.2 

1.1 

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

８ 教育環境整備（Ｎ=1,249）

９ 小中学校教育（Ｎ=1,214）

10 関商工高等学校（Ｎ=1,186）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき
現状通りでよい あまり推進するべきでない
推進するべきでない

【教育】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「８ 教育環境整備」が 29.2％と最も高く、次いで「９ 小中学

校教育」が 24.2％、「10 関商工高等学校」が 22.2％となっています。 

 

満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度（『推進するべき』の割合）は、「８ 教育環境整備」が 60.0％と最も高く、次いで「９ 

小中学校教育」が 58.6％、「10 関商工高等学校」が 44.9％となっています。 

 

重要度 
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2.9 

2.8 

1.9 

1.8 

2.2 

3.0 

3.9 

3.1 

14.8 

11.2 

8.0 

7.2 

8.0 

21.4 

23.8 

16.5 

75.8 

76.1 

70.6 

81.0 

85.5 

69.4 

66.3 

74.0 

5.1 

9.0 

16.3 

8.6 

3.7 

5.6 

5.3 

5.5 

1.4 

1.0 

3.2 

1.4 

0.6 

0.5 

0.7 

0.9 

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

11 市民協働（Ｎ=1,278）

12 若者活躍（Ｎ=1,257）

13 過疎対策・地域振興

（Ｎ=1,268）

14 多様性社会（ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ）

（Ｎ=1,257）

15 人権（Ｎ=1,254）

16 生涯学習（Ｎ=1,276）

17 スポーツ（Ｎ=1,276）

18 文化・芸術・歴史（Ｎ=1,279）

とても満足 まあ満足

普通・どちらともいえない やや不満

不満

【地域づくり・協働】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「17 スポーツ」が 27.7％と最も高く、次いで「16 生涯学習」

が 24.4％、「18 文化・芸術・歴史」が 19.6％となっています。 

 
 

満足度 
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10.8 

20.3 

25.4 

14.8 

13.9 

14.3 

13.7 

14.3 

31.4 

36.7 

39.3 

32.9 

28.0 

34.0 

33.0 

29.6 

54.4 

41.8 

33.8 

49.3 

56.8 

50.5 

51.0 

54.2 

2.2 

0.6 

1.1 

1.9 

0.8 

0.9 

1.5 

1.1 

1.2 

0.6 

0.5 

1.1 

0.4 

0.3 

0.8 

0.8 

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

11 市民協働（Ｎ=1,231）

12 若者活躍（Ｎ=1,224）

13 過疎対策・地域振興

（Ｎ=1,233）

14 多様性社会（ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ）

（Ｎ=1,215）

15 人権（Ｎ=1,219）

16 生涯学習（Ｎ=1,240）

17 スポーツ（Ｎ=1,235）

18 文化・芸術・歴史（Ｎ=1,232）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき
現状通りでよい あまり推進するべきでない
推進するべきでない

重要度（『推進するべき』の割合）は、「13 過疎対策・地域振興」が 64.7％と最も高く、次い

で「12 若者活躍」が 57.0％、「16 生涯学習」が 48.3％となっています。 

 

重要度 
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2.0 

2.3 

3.0 
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1.5 

11.8 

11.8 

10.4 

17.3 

8.3 

6.0 

73.8 

72.5 

74.2 

63.0 

71.0 

76.6 

11.2 

11.8 

11.3 

13.9 

15.7 

12.8 

1.3 

2.0 

1.8 

2.7 

2.7 

3.1 

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

19 工業（Ｎ=1,264）

20 商業（Ｎ=1,259）

21 経済・雇用（Ｎ=1,254）

22 観光（Ｎ=1,274）

23 農業（Ｎ=1,265）

24 林業（Ｎ=1,259）

とても満足 まあ満足
普通・どちらともいえない やや不満
不満

21.5 

20.5 

24.7 

27.1 

25.8 

19.6 

39.7 

39.1 

41.1 

38.3 

41.0 

36.4 

38.0 

39.7 

33.6 

32.3 

31.4 

42.7 

0.7 

0.6 

0.5 

1.8 

1.4 

1.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.5 

0.4 

0.3 

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

19 工業（Ｎ=1,220）

20 商業（Ｎ=1,214）

21 経済・雇用（Ｎ=1,215）

22 観光（Ｎ=1,235）

23 農業（Ｎ=1,231）

24 林業（Ｎ=1,221）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき
現状通りでよい あまり推進するべきでない
推進するべきでない

【産業・経済・雇用】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「22 観光」が 20.3％と最も高く、次いで「20 商業」が 13.8％、

「19 工業」が 13.7％となっています。 

 

満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度（『推進するべき』の割合）は、「23 農業」が 66.8％と最も高く、次いで「21 経済・

雇用」が 65.8％、「22 観光」が 65.4％となっています。 

 

重要度 
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23.1 

22.6 

26.3 

20.7 

22.8 

34.5 

31.9 

36.8 

34.9 

37.5 

41.3 

44.6 

36.3 

43.7 

38.8 

0.8 

0.6 

0.3 

0.4 

0.7 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

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

25 防災・減災・消防（Ｎ=1,245）

26 交通安全・防犯対策

（Ｎ=1,242）

27 循環型社会（Ｎ=1,249）

28 環境保全（Ｎ=1,239）

29 医療保険（Ｎ=1,228）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき
現状通りでよい あまり推進するべきでない
推進するべきでない

3.0 

4.0 

2.8 

2.1 

4.2 

18.1 

18.1 

17.1 

13.2 

19.7 

70.1 

69.5 

65.6 

77.1 

62.5 

7.0 

6.6 

12.0 

6.7 

10.8 

1.7 

1.9 

2.5 

0.9 

2.9 

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

25 防災・減災・消防（Ｎ=1,279）

26 交通安全・防犯対策

（Ｎ=1,284）

27 循環型社会（Ｎ=1,286）

28 環境保全（Ｎ=1,278）

29 医療保険（Ｎ=1,291）

とても満足 まあ満足
普通・どちらともいえない やや不満
不満

【防災・生活環境】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「29 医療保険」が 23.9％と最も高く、次いで「26 交通安全・

防犯対策」が 22.1％、「25 防災・減災・消防」が 21.1％となっています。 

 

満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度（『推進するべき』の割合）は、「27 循環型社会」が 63.1％と最も高く、次いで「29 医

療保険」が 60.3％、「25 防災・減災・消防」が 57.6％となっています。 

 

重要度 
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1.4 

1.7 

2.2 

2.1 

2.4 

2.1 

5.9 

6.3 

8.1 

6.1 

10.9 

15.6 

12.3 

10.1 

21.7 

21.8 

73.8 

71.6 

56.1 

68.6 

64.6 

73.1 

65.5 

66.4 

12.9 

17.2 

19.9 

11.1 

14.7 

10.9 

5.5 

4.1 

3.8 

3.4 

10.9 

2.6 

6.0 

3.8 

1.5 

1.5 

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

30 都市計画・土地利用

（Ｎ=1,258）

31 住環境（Ｎ=1,271）

32 公共交通（Ｎ=1,279）

33 景観・公園（Ｎ=1,279）

34 道路・橋りょう（Ｎ=1,276）

35 治山・治水（Ｎ=1,262）

36 上水道（Ｎ=1,282）

37 下水道（Ｎ=1,281）

とても満足 まあ満足

普通・どちらともいえない やや不満

不満

【都市基盤整備・上下水道】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「37 下水道」が 28.1％と最も高く、次いで「36 上水道」が 27.6％、

「33 景観・公園」が 17.7％となっています。 

 

満足度 
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18.7 

21.0 

27.8 

16.4 

23.5 

24.3 

24.1 

20.7 

37.2 

44.8 

36.5 

33.9 

39.6 

34.9 

36.0 

33.8 

42.1 

33.3 

34.0 

47.8 

35.6 

39.8 

39.3 

44.8 

1.6 

0.7 

1.0 

1.4 

0.9 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2 

0.8 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

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

30 都市計画・土地利用

（Ｎ=1,215）

31 住環境（Ｎ=1,222）

32 公共交通（Ｎ=1,231）

33 景観・公園（Ｎ=1,226）

34 道路・橋りょう（Ｎ=1,232）

35 治山・治水（Ｎ=1,220）

36 上水道（Ｎ=1,234）

37 下水道（Ｎ=1,230）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき

現状通りでよい あまり推進するべきでない

推進するべきでない

重要度（『推進するべき』の割合）は、「31 住環境」が 65.8％と最も高く、次いで「32 公共

交通」が 64.3％、「34 道路・橋りょう」が 63.1％となっています。 

 

重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

16.8 

15.9 

16.9 

19.8 

36.2 

32.7 

34.0 

34.1 

44.3 

49.1 

47.4 

44.4 

2.1 

1.7 

1.3 

1.2 

0.7 

0.7 

0.4 

0.4 

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

38 移住定住（Ｎ=1,214）

39 広報・シティプロモーション

（Ｎ=1,221）

40 財政運営（Ｎ=1,219）

41 行政運営（Ｎ=1,215）

積極的に推進するべき ある程度推進するべき
現状通りでよい あまり推進するべきでない
推進するべきでない

2.1 

2.8 

1.7 

1.4 

6.8 

20.6 

11.8 

9.6 

81.7 

66.6 

75.1 

72.8 

7.3 

7.6 

8.5 

12.1 

2.1 

2.5 

2.9 

4.1 

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

38 移住定住（Ｎ=1,248）

39 広報・シティプロモーション

（Ｎ=1,270）

40 財政運営（Ｎ=1,267）

41 行政運営（Ｎ=1,254）

とても満足 まあ満足
普通・どちらともいえない やや不満
不満

【行財政・人口対策】 

 

満足度（『満足』の割合）は、「39 広報・シティプロモーション」が 23.4％と最も高く、次い

で「40 財政運営」が 13.5％、「41 行政運営」が 11.0％となっています。 

 

満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要度（『推進するべき』の割合）は、「41 行政運営」が 53.9％と最も高く、次いで「38 移

住定住」が 53.0％、「40 財政運営」が 50.9％となっています。 

 

重要度 
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問７ あなたまたはあなたの家族は、次の施策に関わって（サービスを受けて）いますか。（それぞれ

の施策で単数回答） 

 

「はい」（関わっている（サービスを受けている））は、「⑤小中学校教育」が 17.8％と最も高

く、次いで「④子育て支援」が 17.4％、「③高齢者福祉が 15.8％」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

9.6 

15.8 

17.4 

17.8 

3.3 

85.6 

80.2 

74.3 

69.9 

69.7 

83.0 

12.5 

10.2 

9.9 

12.7 

12.5 

13.7 

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

① 低所得者支援(N=1,368)

② 障がい者福祉(N=1,368)

③ 高齢者福祉（Ｎ=1,368）

④ 子育て支援（Ｎ=1,368）

⑤ 小中学校教育（Ｎ=1,368）

⑥ 関商工高等学校（Ｎ=1,368）

はい いいえ 不明・無回答
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20.8 

24.5 

18.2 

13.5 

14.8 

13.4 

15.3 

16.5 

21.4 

32.2 

35.7 

35.7 

35.8 

54.1 

34.6 

31.3 

32.4 

33.8 

40.5 

35.1 

30.6 

27.3 

33.0 

16.2 

38.3 

43.3 

36.6 

38.8 

25.9 

19.9 

11.4 

11.4 

11.6 

16.2 

12.3 

11.2 

14.8 

10.1 

10.9 

10.2 

1.5 

1.1 

1.4 

0.0 

0.0 

0.7 

0.9 

0.8 

1.4 

2.6 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

取り組んでいる やや取り組んでいる

あまり取り組んでいない 取り組んでいない

不明・無回答

 

（４）まちづくりへの意識と取組について 
 

①健康について  
問８ あなたは、健康づくりに取り組んでいますか。（単数回答） 

問８の選択肢にかかる表現は以下のように区分しており、このページ以降の文中においても反映されています。 

○『取り組んでいる』…「取り組んでいる」と「やや取り組んでいる」を合わせたもの 

○『取り組んでいない』…「あまり取り組んでいない」と「取り組んでいない」を合わせたもの 

健康づくりに取り組んでいるかについて、全体では『取り組んでいる』が 56.5％、『取り組ん

でいない』が 42.0％となっています。 

男女別にみると、『取り組んでいる』が男性 60.2％、女性 54.0％と、男性の方が女性より『取

り組んでいる』が 6.2ポイント高くなっています。 

年齢別にみると、『取り組んでいる』が 10 歳代 67.6％、70 歳以上 67.3％と、他の年代に比べ

高くなっています。 
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9.4 

15.9 

45.5 

13.1 

34.8 

11.3 

2.6 

1.9 

10.4 

9.5 

44.5 

14.2 

41.2 

9.5 

0.9 

1.4 

8.8 

19.8 

46.5 

12.7 

30.9 

12.7 

3.4 

2.0 

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

関心がない

関心はあるが、やり方がわからない

取り組む時間がない

経済的余裕がない

面倒くさい

仲間や指導者がいない

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=574)

男性（Ｎ=211)

女性（Ｎ=353)

問９ 取り組んでいない理由は何ですか。（複数回答） 
 

※問９で「あまり取り組んでいない」「取り組んでいない」のいずれかに○をつけた方への質問 

 

健康づくりに取り組んでいない理由について、全体では「取り組む時間がない」が 45.5％と最

も高く、次いで「面倒くさい」が 34.8％となっています。 

男女別にみると、「関心はあるが、やり方がわからない」が男性 9.5％、女性 19.8％と、女性の

方が男性より 10.3ポイント高くなっています。また、「面倒くさい」が男性 41.2％、女性 30.9％

と、男性の方が女性より 10.3ポイント高くなっています。 
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年齢別にみると、10 歳代及び 70 歳以上で「面倒くさい」、20 歳代～60 歳代で「取り組む時間

がない」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 関
心
が
な
い 
 

関
心
は
あ
る
が
、
や
り
方
が

わ
か
ら
な
い 

取
り
組
む
時
間
が
な
い 

 

経
済
的
余
裕
が
な
い 

面
倒
く
さ
い 

仲
間
や
指
導
者
が
い
な
い 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=12) 41.7 8.3 33.3 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

20歳代（Ｎ=41) 12.2 24.4 41.5 7.3 34.1 12.2 0.0 0.0 

30歳代（Ｎ=73) 5.5 16.4 49.3 20.5 43.8 11.0 0.0 0.0 

40歳代（Ｎ=111) 6.3 12.6 57.7 18.0 37.8 10.8 1.8 0.0 

50歳代（Ｎ=116) 7.8 18.1 50.9 10.3 33.6 13.8 0.0 0.9 

60歳代（Ｎ=108) 10.2 14.8 44.4 12.0 25.0 10.2 5.6 3.7 

70歳以上（Ｎ=103) 11.7 15.5 29.1 11.7 35.0 12.6 5.8 4.9 

 

【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

「３ あまり取り組んでいない」と回答した方  

テレビ体操のみ。 1 

足(膝)が痛いから。 1 

やろうと思っても肺と気管支が悪いのであまり動けません。 1 

病気をしたため。 1 

体質的に。 1 

運動が続かない。サプリメントは飲んでる。 1 

続かない。 1 

関心はあるが面倒くさい。 1 

自分の怠慢。 1 

やる気がない。 1 

近所との付き合いが難しい。 1 

「４ 取り組んでいない」と回答した方  

体が悪い。 1 

持病を考えると一歩が出ない。 1 

膝痛がひどいため。 1 

取り組む気持ちがない。 1 

家族に年寄りがいて留守にできない。 1 

長生きより若者世代に任せるべき。 1 
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7.2 

2.9 

9.9 

0.0 

2.5 

6.7 

6.5 

6.3 

8.5 

8.5 

28.1 

21.6 

32.6 

8.1 

12.3 

30.6 

33.3 

32.1 

25.5 

28.9 

62.9 

73.6 

55.9 

91.9 

84.0 

61.2 

59.3 

59.9 

65.3 

58.8 

1.9 

1.8 

1.6 

0.0 

1.2 

1.5 

0.9 

1.7 

0.7 

3.8 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

内容まで知っている 名称だけは知っている

知らない 不明・無回答

問 10 関市の健康づくり事業「しあわせヘルスプロジェクト」の取組を知っていますか。（単数回答） 
 

「しあわせヘルスプロジェクト」の取組について、全体では「内容まで知っている」が 7.2％、

「名称だけは知っている」が 28.1％、「知らない」が 62.9％となっています。 

男女別にみると、「知らない」が男性 73.6％、女性 55.9％と、男性の方が女性より 17.7ポイン

ト高くなっています。 

年齢別にみると、10歳代～20歳代で「知らない」が８割を超えて高くなっています。 
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1.2 

0.9 

1.3 

0.0 

1.2 

0.0 

0.9 

1.3 

0.7 

2.0 

10.8 

10.6 

10.9 

0.0 

6.2 

6.7 

7.9 

11.0 

12.9 

14.3 

86.5 

87.0 

86.9 

100.0 

92.6 

91.8 

90.3 

86.9 

85.7 

81.0 

1.4 

1.5 

1.0 

0.0 

0.0 

1.5 

0.9 

0.8 

0.7 

2.6 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

内容まで知っている 名称だけは知っている

知らない 不明・無回答

問 11 関市が新たに取組を始める、「クアオルト健康ウオーキング」を知っていますか。 

（単数回答） 
 

「クアオルト健康ウオーキング」について、全体では「内容まで知っている」が 1.2％、「名称

だけは知っている」が 10.8％、「知らない」が 86.5％となっています。 

男女別にみると、それぞれ大差はみられません。 

年齢別にみると、10歳代で「知らない」が 100.0％と、他の年代に比べ最も高くなっています。 
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77.6

75.6

79.1

64.9

56.8

60.4

69.0

73.4

85.7

92.4

21.0

22.9

19.8

35.1

42.0

38.8

30.1

25.3

13.6

5.3

1.5

1.5

1.0

0.0

1.2

0.7

0.9

1.3

0.7

2.3

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

はい いいえ 不明・無回答

問 12 あなたにはかかりつけ医（主治医）がいますか。（単数回答） 

 

かかりつけ医(主治医)の有無について、全体では「はい」が 77.6％、「いいえ」が 21.0％とな

っています。 

男女別にみると、「はい」が男性 75.6％、女性 79.1％と、男性の方が女性より 3.5 ポイント低

くなっています。 

年齢別にみると、20歳代以上で年齢が上がるにしたがい、「はい」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

61.7 

3.1 

48.8 

16.1 

24.1 

59.3 

3.4 

40.0 

13.8 

28.6 

63.3 

3.0 

54.6 

17.7 

21.6 

0% 20% 40% 60% 80%

内科

精神科

歯科

それ以外

不明・無回答

全体（Ｎ=1,061)

男性（Ｎ=413)

女性（Ｎ=626)

問 12-１ かかりつけ医（主治医）の専門について（複数回答） 
 

※問 12 で「はい」に○をつけた方への質問 

かかりつけ医(主治医)について、全体では内科」が 61.7％と最も高く、次いで「歯科」が 48.8％

となっています。 

男女別にみると、「歯科」が男性 40.0％、女性 54.6％と、女性の方が男性より 14.6ポイント高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10 歳代及び 40 歳代以上で「内科」、20 歳代～30 歳代で「歯科」がそれぞれ

最も高くなっています。 

 

【年齢別】 単位：％ 

 内
科 

精
神
科 

歯
科 

そ
れ
以
外 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=24） 58.3 0.0 54.2 25.0 29.2 

20歳代（Ｎ=46） 39.1 6.5 47.8 21.7 26.1 

30歳代（Ｎ=81） 49.4 6.2 50.6 21.0 23.5 

40歳代（Ｎ=149） 57.0 2.7 51.0 18.8 22.1 

50歳代（Ｎ=174） 56.3 5.7 50.6 20.1 28.2 

60歳代（Ｎ=252） 66.3 1.6 43.3 13.1 23.0 

70歳以上（Ｎ=316） 69.9 2.2 50.3 12.3 23.7 
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52.5

60.6

47.2

18.9

19.8

38.1

58.3

53.2

63.9

56.4

45.8

37.5

51.6

81.1

80.2

60.4

40.7

46.0

34.7

40.4

1.7

1.8

1.3

0.0

0.0

1.5

0.9

0.8

1.4

3.2

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

参加した 参加していない 不明・無回答

②地域づくり・協働について 

問 13 あなたは、過去１年間に地域活動（地域委員会や自治会の活動など）に参加したことがあ

りますか。（単数回答） 

過去１年間の地域活動の参加の有無について、全体では「参加した」が 52.5％、「参加してい

ない」が 45.8％となっています。 

男女別にみると、「参加した」が男性 60.6％、女性 47.2％と、男性の方が女性より 13.4ポイン

ト高くなっています。 

年齢別にみると、10歳代～30歳代で「参加していない」が、他の年代に比べ高くなっています。 
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57.1

57.9

57.1

86.5

80.2

71.6

71.8

60.8

51.0

37.1

40.7

40.5

40.8

13.5

19.8

27.6

27.3

38.4

48.0

57.3

2.2

1.6

2.0

0.0

0.0

0.7

0.9

0.8

1.0

5.6

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

知っている 知らない 不明・無回答

問 14 あなたは、LGBT という言葉とその意味を知っていますか。（単数回答） 

ＬＧＢＴについて、全体では「知っている」が 57.1％、「知らない」が 40.7％となっています。 

男女別にみると、それぞれ大差はみられません。 

年齢別にみると、40歳代以上で年齢が上がるにしたがい、「知らない」が高くなっています。 
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47.6

41.4

52.2

29.7

44.4

54.5

49.1

50.2

51.7

41.8

17.7

25.3

12.3

18.9

18.5

11.9

6.9

15.2

18.4

27.2

4.5

7.0

2.8

8.1

9.9

4.5

8.3

4.2

3.1

1.8

28.0

24.9

30.2

43.2

27.2

28.4

34.3

29.1

25.2

24.3

2.3

1.5

2.5

0.0

0.0

0.7

1.4

1.3

1.7

5.0

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

男性の方が優遇されている 平等である

女性の方が優遇されている わからない

不明・無回答

 

問 15 あなたは、社会全体として男女の地位が平等であると感じますか。（単数回答） 

社会全体として男女の地位が平等であると感じるかについて、全体では「男性の方が優遇され

ている」が 47.6％と最も高く、次いで「わからない」が 28.0％となっています。 

男女別にみると、「男性の方が優遇されている」が男性 41.4％、女性 52.2％と男女ともに最も

高く、女性の方が男性より 10.8ポイント高くなっています。 

年齢別にみると、40歳代以上で年齢が上がるにしたがい、「平等である」が高くなっています。

なお、30歳代及び 50歳代～60歳代で「男性の方が優遇されている」が、５割を超えています。 
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34.4

34.4

34.8

78.4

56.8

49.3

44.0

39.2

26.5

16.7

62.7

63.4

62.3

21.6

43.2

50.0

54.6

58.6

71.4

76.9

2.9

2.2

2.9

0.0

0.0

0.7

1.4

2.1

2.0

6.4

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

知っている 知らない 不明・無回答

問 16 あなたは、ワークライフバランスという言葉とその意味を知っていますか。（単数回答） 

ワークライフバランスについて、全体では「知っている」が 34.4％、「知らない」が 62.7％と

なっています。 

男女別にみると、それぞれ大差はみられません。 

年齢別にみると、年齢が上がるにしたがい、「知らない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

55.2

57.9

53.1

73.0

46.9

44.0

40.7

46.4

61.6

69.0

43.3

40.8

45.5

27.0

53.1

55.2

57.9

52.7

37.4

28.1

1.5

1.3

1.4

0.0

0.0

0.7

1.4

0.8

1.0

2.9

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

している していない 不明・無回答

問 17 あなたは、１週間に１回以上運動やスポーツ（ラジオ体操、散歩、ウォーキングも含む）をし 

ていますか。（単数回答） 

１週間に１回以上運動やスポーツをしているかについて、全体では「している」が 55.2％、「し

ていない」が 43.3％となっています。 

男女別にみると、「している」が男性 57.9％、女性 53.1％と男性の方が女性より 4.8 ポイント

高くなっています。 

年齢別にみると、10歳代で「している」が 73.0％と、他の年代に比べ高くなっています。 
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31.1

30.8

31.6

48.6

38.3

29.9

27.3

32.9

27.2

32.7

67.1

67.6

66.9

51.4

61.7

69.4

71.8

66.2

72.1

62.9

1.8

1.6

1.5

0.0

0.0

0.7

0.9

0.8

0.7

4.4

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

ある ない 不明・無回答

 

問 18 あなたは、過去１年間に芸術文化を鑑賞したことがありますか。（単数回答） 

過去１年間に芸術文化を鑑賞したことがあるかについて、全体では「ある」が 31.1％、「ない」

が 67.1％となっています。 

男女別にみると、それぞれ大差はみられません。 

年齢別にみると、10歳代で「ある」が 48.6％と、他の年代に比べ高くなっています。 
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55.0 

55.1 

54.7 

35.1 

66.7 

56.7 

45.4 

56.5 

59.2 

54.7 

31.4 

30.4 

32.5 

37.8 

24.7 

30.6 

36.6 

32.5 

28.9 

31.3 

8.7 

10.1 

7.8 

24.3 

7.4 

9.0 

12.5 

5.9 

6.8 

8.8 

3.4 

3.1 

3.7 

2.7 

1.2 

3.0 

4.6 

3.8 

4.4 

2.3 

1.5 

1.3 

1.3 

0.0 

0.0 

0.7 

0.9 

1.3 

0.7 

2.9 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

０冊 １～２冊 ３～７冊 ７冊以上 不明・無回答

問 19 あなたは、最近１か月に何冊本を読みましたか。（単数回答） 

最近１か月に何冊本を読んだかについて、全体では「０冊」が 55.0％と最も高く、次いで「１

～２冊」が 31.4％となっています。 

男女別にみると、「０冊」が男性 55.1％、女性 54.7％と男女ともに最も高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代で「３～７冊」が 24.3％、20 歳代で「０冊」が 66.7％と、他の年代

に比べ高くなっています。 
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19.2

21.6

18.0

40.5

34.6

38.8

34.3

18.1

11.6

4.1

79.1

76.7

80.7

59.5

65.4

59.7

64.4

81.0

87.4

92.7

1.7

1.6

1.4

0.0

0.0

1.5

1.4

0.8

1.0

3.2

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

読む 読まない 不明・無回答

問 20 あなたは、パソコンやスマートフォンで本を読みますか。（単数回答） 

パソコンやスマートフォンで本を読むかについて、全体では「読む」が 19.2％、「読まない」

が 79.1％となっています。 

男女別にみると、「読む」が男性 21.6％、女性 18.0％と男性の方が女性より 3.6 ポイント高く

なっています。 

年齢別にみると、30歳代以上で年齢が上がるにしたがい、「読まない」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

問 21 あなたは、関市立図書館を利用していますか。（単数回答） 

関市立図書館の利用について、全体では「あまり利用していない」が 37.1％と最も高く、次い

で「利用したことがない」が 36.9％となっています。 

男女別にみると、男性では「利用したことがない」が 43.6％、女性では「あまり利用していな

い」が 38.6％と最も高くなっています。 

年齢別にみると、10 歳代～20 歳代で「あまり利用していない」が 56.8％、70 歳以上で「利用

したことがない」が 51.8％と、他の年代に比べ高くなっています。 

0.1 

0.0 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.3 

0.3 

1.3 

1.8 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.4 

1.7 

2.3 

6.7 

4.8 

7.8 

8.1 

4.9 

9.0 

8.8 

3.4 

6.5 

7.0 

16.5 

13.6 

19.1 

21.6 

13.6 

23.9 

28.7 

20.7 

8.8 

10.8 

37.1 

35.0 

38.6 

56.8 

56.8 

37.3 

35.6 

48.9 

34.0 

25.1 

36.9 

43.6 

32.4 

13.5 

24.7 

29.1 

24.5 

25.7 

48.0 

51.8 

1.3 

1.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.7 

0.9 

0.8 

0.7 

2.6 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

ほぼ毎日利用している 週に１～２回以上利用している
月に１～２回以上利用している 年に数回以上利用している
あまり利用していない 利用したことがない
不明・無回答
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82.2 

84.2 

81.3 

86.5 

84.0 

82.1 

85.2 

85.7 

82.7 

77.2 

1.0 

0.5 

1.4 

0.0 

2.5 

2.2 

1.4 

0.4 

1.0 

0.6 

1.6 

2.2 

1.3 

0.0 

1.2 

2.2 

0.5 

1.3 

3.1 

1.5 

6.0 

4.9 

6.7 

10.8 

3.7 

10.4 

7.9 

6.8 

5.1 

3.2 

2.6 

2.7 

2.5 

0.0 

6.2 

1.5 

2.3 

3.0 

3.4 

1.8 

6.6 

5.3 

6.8 

2.7 

2.5 

1.5 

2.8 

3.0 

4.8 

15.8 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

特に変わりない

期間中、離職または廃業して、現在は就職している

期間中、離職または廃業して、現在は無職

期間中、休職または休業して、現在は復職または操業中

期間中、休職または休業して、現在も継続中

不明・無回答

③経済・雇用について 

問 22 ご家庭の生計中心者が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響で、就労状況

に変化があったかおたずねします。（令和２年１月から現在まで）（単数回答） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響で、就労状況に変化があったかについて、全

体では「特に変わりない」が 82.2％と最も高く、次いで「期間中、休職または休業して、現在は

復職または操業中」が 6.0％となっています。 

男女別にみると、「特に変わりない」が男性 84.2％、女性 81.3％と男女ともに最も高くなって

います。 

年齢別にみると、10 歳代及び 30 歳代で「期間中、休職または休業して、現在は復職または操

業中」が他の年代に比べ高くなっています。 
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58.1 

58.8 

57.4 

59.5 

45.7 

56.0 

52.8 

55.7 

54.4 

69.0 

1.6 

1.5 

1.8 

0.0 

3.7 

2.2 

2.8 

1.3 

1.7 

0.6 

27.9 

28.9 

27.6 

32.4 

35.8 

36.6 

37.5 

30.4 

28.2 

14.9 

6.7 

5.3 

7.7 

5.4 

4.9 

3.0 

4.2 

8.0 

10.2 

6.4 

2.0 

2.7 

1.6 

0.0 

4.9 

0.0 

0.9 

1.7 

2.7 

2.9 

3.7 

2.7 

3.9 

2.7 

4.9 

2.2 

1.9 

3.0 

2.7 

6.1 

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

特に変わりない 収入が増えた

１～３割収入が減った ４～６割収入が減った

７割以上収入が減った 不明・無回答

問 23 前年の同月と比べた、現在のご家庭の収入についておたずねします。（単数回答） 

前年の同月と比べた、現在のご家庭の収入について、全体では「特に変わりない」が 58.1％と

最も高く、次いで「１～３割収入が減った」が 27.9％となっています。 

男女別にみると、「特に変わりない」が男性 58.8％、女性 57.4％と男女ともに最も高くなって

います。 

年齢別にみると、20歳代で「収入が増えた」が 3.7％、60歳代で「４～６割収入が減った」が

10.2％と他の年代に比べ高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

43.8 

52.0 

71.6 

60.7 

13.4 

4.2 

0.7 

1.4 

2.1 

39.7 

43.0 

71.4 

61.5 

12.1 

3.8 

1.1 

1.8 

0.2 

48.0 

60.3 

74.3 

62.5 

14.7 

4.4 

0.5 

1.1 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80%

防災行政無線（同報無線）

あんしんメール、関市の公式LINE

テレビ（ニュース、データ放送）

インターネット、スマートフォン

自主防災会など地域からの情報伝達

戸別受信機

その他

入手していない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,368)

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

④防災・生活環境について 

問 24 あなたは、災害時や警戒時において気象情報や避難に関する情報をどのような

方法で入手しますか。（複数回答） 

災害時や警戒時の気象情報や避難に関する情報の入手方法について、全体では「テレビ（ニュ

ース、データ放送）」が 71.6％と最も高く、次いで「インターネット、スマートフォン」が 60.7％

となっています。 

男女別にみると、「あんしんメール、関市の公式 LINE」が男性 43.0％、女性 60.3％と、女性の

方が男性より 17.3ポイント高くなっています。 
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年齢別にみると、10歳代～40歳代で「インターネット、スマートフォン」、50歳代以上で「テ

レビ（ニュース、データ放送）」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 防
災
行
政
無
線
（
同
報
無
線
） 

あ
ん
し
ん
メ
ー
ル
、
関
市
の
公
式L

I
NE 

テ
レ
ビ
（
ニ
ュ
ー
ス
、
デ
ー
タ
放
送
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

自
主
防
災
会
な
ど
地
域
か
ら
の
情
報
伝
達 

戸
別
受
信
機 

そ
の
他 

入
手
し
て
い
な
い 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=37) 27.0 62.2 62.2 89.2 10.8 2.7 0.0 0.0 0.0 

20歳代（Ｎ=81) 25.9 44.4 65.4 81.5 6.2 1.2 1.2 3.7 0.0 

30歳代（Ｎ=134) 35.8 61.2 70.9 82.8 9.7 1.5 2.2 1.5 0.0 

40歳代（Ｎ=216) 40.3 67.6 69.0 82.9 11.1 1.9 0.5 1.9 0.5 

50歳代（Ｎ=237) 45.1 62.9 75.5 73.8 11.8 3.8 0.0 0.8 0.4 

60歳代（Ｎ=294) 50.0 50.0 70.7 54.4 12.6 6.1 1.0 1.4 0.0 

70歳以上（Ｎ=342) 52.3 37.7 79.5 31.3 21.1 6.4 0.6 1.2 0.0 

 

【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

ラジオ 6 

ライブカメラ 1 

岐阜県気象情報 1 

会社の安否確認 LINE 1 
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16.2 

34.9 

19.5 

21.1 

14.0 

86.3 

18.0 

1.0 

5.9 

2.3 

17.4 

29.3 

21.2 

21.2 

16.1 

83.7 

19.8 

1.5 

8.6 

0.4 

15.9 

39.9 

19.0 

21.5 

12.9 

90.9 

17.3 

0.6 

4.3 

0.4 

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

生ごみのたい肥化

食品ロス対策

小型家電等リサイクル

乾電池の拠点回収場所への持込

蛍光灯の拠点回収場所への持込

資源ごみの分別

環境美化活動への参加（ごみゼロの日等）

その他

特にない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,368)

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

 

問 25 あなたは、環境に配慮した取組としてどのようなことを行っていますか。（複数回答） 

環境に配慮した取組について、全体では「資源ごみの分別」が 86.3％と最も高く、次いで「食

品ロス対策」が 34.9％となっています。 

男女別にみると、「食品ロス対策」が男性 29.3％、女性 39.9％と、女性の方が男性より 10.6ポ

イント高くなっています。 
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年齢別にみると、すべての年代で「資源ごみの分別」が最も高く、次いで「食品ロス対策」と

なっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 生
ご
み
の
た
い
肥
化 

食
品
ロ
ス
対
策 

小
型
家
電
等
リ
サ
イ
ク
ル 

乾
電
池
の
拠
点
回
収
場
所
へ
の
持
込 

蛍
光
灯
の
拠
点
回
収
場
所
へ
の
持
込 

資
源
ご
み
の
分
別 

環
境
美
化
活
動
へ
の
参
加 

（
ご
み
ゼ
ロ
の
日
等
） 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=37) 10.8 32.4 2.7 8.1 2.7 70.3 0.0 2.7 21.6 0.0 

20歳代（Ｎ=81) 6.2 34.6 11.1 21.0 6.2 77.8 1.2 0.0 14.8 0.0 

30歳代（Ｎ=134) 6.0 29.1 14.2 19.4 9.0 79.9 4.5 0.0 14.9 0.0 

40歳代（Ｎ=216) 7.9 28.7 17.1 16.2 9.7 86.6 10.2 1.4 7.4 0.5 

50歳代（Ｎ=237) 16.0 36.7 24.1 22.8 16.9 92.0 19.0 0.0 2.1 0.4 

60歳代（Ｎ=294) 23.5 41.8 25.9 21.1 14.3 91.8 25.2 1.0 2.7 0.0 

70歳以上（Ｎ=342) 23.7 36.8 19.9 26.6 20.8 90.4 28.7 1.8 3.5 0.9 

 

【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

公道のごみ拾い 1 

ごみ拾い 1 

ごみ集積場の清掃 1 

ごみを小さく処理し回数、量を減らす 1 

ペットボトルの蓋を集めて寄付する 1 

剪定くず・落葉・もみがら等の堆肥化 1 

物を買う量を減らした 1 

ボランティア、清掃 1 

地域の草刈り、溝さらえ 1 

風呂の水を洗濯、花の水やり 1 

荒地を利用した花木の植え込み 1 

打ち水、３Ｒ 1 

地域環境委員 1 
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1.5

1.1

1.9

13.5

2.5

1.5

2.3

0.4

1.0

0.9

1.9

1.3

2.4

2.7

4.9

0.7

1.9

1.7

1.4

2.3

6.8

7.5

6.6

8.1

11.1

5.2

6.5

10.5

6.1

5.0

87.2

90.1

88.1

75.7

80.2

92.5

88.9

86.9

91.5

90.4

2.6

0.0

1.0

0.0

1.2

0.0

0.5

0.4

0.0

1.5

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

週に３日以上利用している 月に数日利用している

年に数日利用している 利用していない

不明・無回答

⑤都市基盤整備について 

問 26 市の公共交通を利用していますか。（単数回答） 

市の公共交通を利用しているかについて、全体では「利用していない」が 87.2％と最も高く、

次いで「年に数日利用している」が 6.8％となっています。 

男女別にみると、「利用していない」が、男性 90.1％、女性 88.1％と男女ともに最も高くなっ

ています。 

年齢別にみると、10歳代で「週に３日以上利用している」が 13.5％と、他の年代に比べ高くな

っています。 
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32.1 

35.7 

33.6 

12.9 

25.9 

38.9 

29.6 

18.5 

36.0 

33.7 

36.0 

9.3 

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

市内

岐阜市などの市外

名古屋市などの県外

不明・無回答

全体（Ｎ=140)

男性（Ｎ=54)

女性（Ｎ=86)

問 27① 公共交通を利用して主にどこに行きますか。（複数回答） 
 

※問 26 で「週に３日以上利用している」「月に数日利用している」「月に数日利用している」のい 

ずれかに○をつけた方への質問 

公共交通を利用して主にどこに行くかについて、全体では「岐阜市などの市外」が 35.7％と最

も高く、次いで「名古屋市などの県外」が 33.6％となっています。 

男女別にみると、男性では「岐阜市などの市外」が 38.9％、女性では「市内」「名古屋などの

県外」が 36.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10歳代及び 30歳代～40歳代で「岐阜市などの市外」、20 歳代で「岐阜市な

どの市外」「名古屋市などの県外」、50歳代で「名古屋市などの県外」、60歳代以上で「市内」が

それぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 市
内 

岐
阜
市
な
ど
の
市
外 

名
古
屋
市
な
ど
の
県
外 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=９) 33.3 55.6 11.1 0.0 

20歳代（Ｎ=15) 6.7 53.3 53.3 6.7 

30歳代（Ｎ=10) 10.0 60.0 30.0 20.0 

40歳代（Ｎ=23) 13.0 47.8 30.4 21.7 

50歳代（Ｎ=30) 30.0 20.0 50.0 13.3 

60歳代（Ｎ=25) 44.0 32.0 32.0 4.0 

70歳以上（Ｎ=28) 60.7 21.4 17.9 17.9 

 



65 

20.2 

27.9 

4.8 

13.5 

14.4 

23.1 

13.5 

1.9 

10.5 

23.7 

5.3 

23.7 

10.5 

23.7 

15.8 

2.6 

25.8 

30.3 

4.5 

7.6 

16.7 

22.7 

12.1 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40%

病院

商業施設（スーパー、商店等）

市役所などの公共施設

職場

学校

レジャー施設

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=104)

男性（Ｎ=38)

女性（Ｎ=66)

問 27② 行先を教えてください。（複数回答） 

公共交通を利用する目的について、全体では「商業施設（スーパー、商店等）」が 27.9％と最

も高く、次いで「レジャー施設」が 23.1％となっています。 

男女別にみると、男性では「商業施設（スーパー、商店等）」「職場」「レジャー施設」が 23.7％

と最も高く、女性では「商業施設（スーパー、商店等）」が 30.3％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10歳代～20歳代で「学校」、30歳代～40歳代で「職場」、50歳代で「商業施

設（スーパー、商店等）」「レジャー施設」、60歳代で「商業施設（スーパー、商店等）」、70歳以

上で「病院」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 病
院 

商
業
施
設
（
ス
ー
パ
ー
、

商
店
等
） 

市
役
所
な
ど
の 

公
共
施
設 

職
場 

学
校 

レ
ジ
ャ
ー
施
設 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=９) 0.0 11.1 0.0 0.0 77.8 22.2 0.0 0.0 

20歳代（Ｎ=11) 9.1 27.3 0.0 18.2 36.4 27.3 9.1 0.0 

30歳代（Ｎ=６) 0.0 33.3 0.0 50.0 16.7 33.3 16.7 0.0 

40歳代（Ｎ=15) 6.7 20.0 6.7 26.7 20.0 20.0 20.0 0.0 

50歳代（Ｎ=23) 17.4 30.4 4.3 8.7 0.0 30.4 13.0 0.0 

60歳代（Ｎ=21) 28.6 33.3 4.8 9.5 0.0 23.8 19.0 4.8 

70歳以上（Ｎ=19) 47.4 31.6 10.5 5.3 0.0 10.5 10.5 5.3 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

「１ 市内」と回答した方  

会議 1 

「２ 岐阜市などの市外」と回答した方  

飲食街 1 

居酒屋 1 

「３ 名古屋市などの県外」と回答した方  

おけいこ事 1 

買い物 1 

他県への用がある時 1 

美術館 1 

ライブハウス 1 

行き先が無回答の方  

岐阜駅、名古屋駅 1 

観光 1 
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28.1

27.8

29.1

37.8

23.5

26.1

25.0

24.9

36.1

28.4

50.3

52.4

50.7

56.8

66.7

64.9

58.8

55.7

42.9

41.2

21.6

19.8

20.2

5.4

9.9

9.0

16.2

19.4

21.1

30.4

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

便利 不便 不明・無回答

 

問 28① 市の公共交通は便利ですか。（単数回答） 

市の公共交通の便利さについて、全体では「便利」が 28.1％、「不便」が 50.3％となっていま

す。 

男女別にみると、「不便」が男性 52.4％、女性 50.7％となっています。 

年齢別にみると、「便利」が 10 歳代 37.8％、60 歳代 36.1％と、他の年代に比べ高くなってい

ます。 
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26.9 

5.1 

11.2 

40.3 

15.0 

12.2 

2.9 

22.7 

4.9 

11.5 

41.3 

15.0 

10.8 

3.5 

29.9 

5.2 

11.0 

39.4 

15.0 

13.2 

2.5 

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

まちなかの交通

旧武儀郡の交通

旧武儀郡とまちなかを結ぶ交通

市外へのバス移動（高速バス含む）

長良川鉄道

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=688)

男性（Ｎ=286)

女性（Ｎ=401)

問 28② 具体的に不便に感じているところは主にどこですか。（複数回答） 
 

※問 28①で「不便」に○をつけた方への質問 

具体的に不便に感じているところについて、全体では「市外へのバス移動(高速バス含む)」が

40.3％と最も高く、次いで「まちなかの交通」が 26.9％となっています。 

男女別にみると、「市外へのバス移動(高速バス含む)」が男性 41.3％、女性 39.4％と男女とも

に最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10歳代～60歳代で「市外へのバス移動(高速バス含む)」、70歳以上で「まち

なかの交通」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 ま
ち
な
か
の
交
通 

旧
武
儀
郡
の
交
通 

旧
武
儀
郡
と
ま
ち
な
か
を 

結
ぶ
交
通 

市
外
へ
の
バ
ス
移
動 

（
高
速
バ
ス
含
む
） 

長
良
川
鉄
道 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=21) 9.5 4.8 0.0 38.1 33.3 23.8 0.0 

20歳代（Ｎ=54) 13.0 3.7 7.4 44.4 29.6 13.0 3.7 

30歳代（Ｎ=87） 20.7 6.9 8.0 46.0 23.0 13.8 1.1 

40歳代（Ｎ=127) 24.4 5.5 7.9 48.0 21.3 9.4 1.6 

50歳代（Ｎ=132) 30.3 3.8 9.1 40.2 16.7 12.9 4.5 

60歳代（Ｎ=126) 30.2 7.1 18.3 37.3 4.8 10.3 2.4 

70歳以上（Ｎ=141) 34.8 3.5 14.9 31.2 3.5 12.8 4.3 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

利用したことがない・利用しない  

使用したことがない。 18 

車移動のため使わない 8 

公共交通機関を利用するより、車や自転車で移動する方が楽。 1 

時間帯や便数、所要時間に関すること  

便数が少ない／時間が思うようにならない 16 

鉄道・バス・JR の便が少ないこと。 1 

本数が少ない・運賃が高い・改札がない、全部です。 1 

定期的に運行してほしい。 1 

市中心部へ向かうバスが常時ではない。 1 

バスの本数が少なすぎるので利用しづらい。 1 

運行ルート、頻度から公共交通と呼べない。 1 

時間がかかる。 1 

最寄り駅や停留所までが遠い、またはアクセス方法がない  

バス停、駅までが遠い。 6 

バスの（前日）予約をしなくてはいけない。 1 

バス停がわかりにくい。 1 

家からも最寄のバス停がない。 1 

新鵜沼駅までのバスが必要。復活させてほしい。 1 

名鉄鵜沼駅へのアクセスが悪い(以前はあった)。 1 

JR、名鉄に直接つながるものがない。長良川鉄道は本数少ない。 1 

他地域へのアクセスがない・不便  

岐阜市、名古屋市へ行く電車がない。 7 

市外へのアクセスがない。 1 

郊外から市街への移動。 1 

鵜沼方面。 1 

寺尾、谷口周辺から高富へ直通バスが無い。巡回バスでスーパーや酒屋などへも

行ってほしい。 
1 

自治会内のルートがない。 1 

何処へ行くにも不便。 1 

利用の仕方など  

路線を含め、どう利用してよいかわからない。 1 

どのよに使うと便利なのかわからない。 1 

乗り方がわからない。 1 

ルートがわからない。 1 

乗り物の案内が不親切。 1 

停車場内が不便 1 
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「その他」の内容 件数 

デマンドタクシーの停車地 1 

その他  

タクシー 1 

１～５が連携してない 1 

①～⑥の全体 1 

効率的でない 1 

すべてが不便 1 

なくて良い 1 

交通の邪魔 1 

今のところは自家用車。近いうちに車が使用できなくなると公共交通を使用する

でしょう(何も知りません) 
1 

そもそも知らない 1 
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62.7

60.4

66.5

48.6

39.5

56.0

68.5

73.8

66.7

62.6

12.3

11.9

13.0

0.0

12.3

6.0

5.1

12.2

16.3

18.1

19.4

25.8

15.8

51.4

48.1

36.6

25.0

12.2

11.9

12.0

5.6

1.8

4.7

0.0

0.0

1.5

1.4

1.7

5.1

7.3

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

全体（Ｎ=1,368)

【性別】

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

【年齢別】

10歳代（Ｎ=37)

20歳代（Ｎ=81)

30歳代（Ｎ=134)

40歳代（Ｎ=216)

50歳代（Ｎ=237)

60歳代（Ｎ=294)

70歳以上（Ｎ=342)

読みやすい 読みづらい 読まない 不明・無回答

⑥行財政運営について 

問 29① あなたは、「広報せき」のレイアウト（写真や文字、イラストの配置）についてどう思います 

か。（単数回答） 

「広報せき」のレイアウト（写真や文字、イラストの配置）について、全体では「読みやすい」

が 62.7％、「読みづらい」が 12.3％、「読まない」が 19.4％となっています。 

男女別にみると、「読まない」が男性 25.8％、女性 15.8％と、男性の方が女性より 10.0ポイン

ト高くなっています。 

年齢別にみると、20歳代で「読みやすい」が 39.5％と、他の年代に比べ低くなっています。 
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56.5 

13.1 

11.9 

16.1 

16.1 

4.8 

52.3 

16.9 

10.8 

20.0 

20.0 

3.1 

59.2 

10.7 

12.6 

13.6 

13.6 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80%

文字が小さい

写真やイラストが少ない

色合いが悪い

書体が見づらい

その他

不明・無回答

全体（Ｎ=168)

男性（Ｎ=65)

女性（Ｎ=103)

問 29② 読みづらい主な理由は何ですか。（複数回答） 
 

※問 28①で「読みづらい」に○をつけた方への質問 

読みづらい理由について、全体では「文字が小さい」が 56.5％と最も高く、次いで「書体が見

づらい」「その他」が 16.1％となっています。 

男女別にみると、「文字が小さい」が男性 52.3％、女性 59.2％と男女ともに最も高く、女性の

方が男性より 6.9ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20 歳代で「写真やイラストが少ない」、30 歳代で「色合いが悪い」、40 歳代

以上で「文字が小さい」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 文
字
が
小
さ
い 

写
真
や
イ
ラ
ス
ト
が

少
な
い 

色
合
い
が
悪
い 

 

書
体
が
見
づ
ら
い 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

20歳代（Ｎ=10) 30.0 40.0 20.0 10.0 20.0 0.0 

30歳代（Ｎ=８) 12.5 25.0 62.5 0.0 12.5 0.0 

40歳代（Ｎ=11) 36.4 27.3 27.3 9.1 18.2 0.0 

50歳代（Ｎ=29) 55.2 13.8 0.0 13.8 27.6 10.3 

60歳代（Ｎ=48) 70.8 12.5 10.4 18.8 6.3 4.2 

70歳以上（Ｎ=62) 59.7 4.8 8.1 19.4 17.7 4.8 

 

 
※10歳代は回答者なし。 
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【その他の内容】 

「その他」の内容 件数 

全般的なレイアウトに関すること  

旧広報紙が読みやすかった。 1 

以前の広報紙のレイアウトが見やすかった。 1 

縦書きページと横書きページがあるのはなぜ？ 1 

前の方が読みやすい。 1 

以前の縦書きから横書きに変わったため。 1 

読む方向が読みにくい。 1 

配置が見づらい。 1 

漠然としたレイアウト。 1 

レイアウトが悪い。 1 

内容に関すること  

他市を参考にして。 1 

内容 1 

内容が今ひとつ。 1 

内容を詰め込みすぎ。どうしてもなら頁の増加を。 1 

変化に乏しい。 1 

わかりやすくかみ砕いた表現にならないか。 1 

写真が悪い、使い方。 1 

情勢がさがしにくい。 1 

表紙の人物はやめた方が良い。 1 

その他  

ページ数が多い。 1 

挟んである資料、綴じ込みが一緒でない。 1 

部分刷のバランスが悪い。 1 

アパートなので配布されない。 1 

普通 1 
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16.4 

36.2 

18.0 

7.2 

1.0 

24.5 

5.3 

15.9 

29.7 

20.3 

4.9 

0.9 

31.5 

3.1 

17.4 

42.0 

17.1 

9.0 

1.0 

20.5 

3.3 

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

巻頭特集

イベント・講座

制度・事業

子育て

その他

特にない

不明・無回答

全体（Ｎ=1,368)

男性（Ｎ=546)

女性（Ｎ=791)

問 30 あなたは、「広報せき」で最も読みたいと思う内容は何ですか。（複数回答） 

「広報せき」で最も読みたいと思う内容について、全体では「イベント・講座」が 36.2％と最

も高く、次いで「特にない」が 24.5％となっています。 

男女別にみると、「イベント・講座」が男性 29.7％、女性 42.0％と、女性の方が男性より 12.3

ポイント高くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10 歳代～20 歳代で「特にない」、30 歳代で「子育て」、40 歳代以上で「イベ

ント・講座」がそれぞれ最も高くなっています。 

【年齢別】 単位：％ 

 巻
頭
特
集 

イ
ベ
ン
ト
・
講
座 

制
度
・
事
業 

子
育
て 

そ
の
他 

特
に
な
い 

不
明
・
無
回
答 

10歳代（Ｎ=37) 10.8 29.7 10.8 0.0 0.0 54.1 0.0 

20歳代（Ｎ=81) 11.1 32.1 13.6 13.6 1.2 38.3 0.0 

30歳代（Ｎ=134) 11.2 26.9 7.5 35.8 0.7 31.3 0.0 

40歳代（Ｎ=216) 19.9 37.5 18.1 12.0 1.4 21.8 2.8 

50歳代（Ｎ=237) 19.4 42.6 19.0 3.8 0.4 19.4 2.5 

60歳代（Ｎ=294) 17.0 38.4 21.8 1.4 1.0 23.1 4.1 

70歳以上（Ｎ=342) 17.0 37.1 21.3 0.0 1.2 23.7 6.1 
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【その他の内容】 

その他 件数 

医療、福祉、スポーツ 1 

福祉関係をもっと手厚く 1 

無料相談 1 

レクリエーションの募集 1 

新型コロナウイルス患者の特定人物 1 

 

 

 

関市のまちづくりについて、日頃から感じていることがありましたら、ご自由にご記入ください。 
自由意見 

(１)地域福祉・福祉医療 

子育て世代です。子どもがよくかぜをひき、現在は医療費無料なので助かりますが、高校等進学後

の医療費除せいや、インフルエンザの補助金等だしていただきたいです。 

自治会がない地域（南貸上）なので広報も届かず、情報を得るまでに時間がかかる。本町 BASEなど

魅力ある施設も何の情報がないのでもったいないと思う。 

子どもの医療費の無償化を他市や他県と同じように 18 歳（高校卒業）までの期間にしていただける

と凄く助かります。 

40 代で子育てをしながら暮らしていますが、日々の生活に困りごとはなく住みやすいです。ただ、

うちの自治体一つとっても高齢者のひとり暮らしは日々の移動が難しく大変そうです。免許返納が

よく言われますが、正直車移動以外で市の中心部に行けません。公共交通が関市にあるの？って感

じです。例えばタクシー券を渡すとか、できないものかなと思います(月に３回だけ使えるとか）。

あと、日雇いの簡単な仕事と、休業なので困っている人がバイト感覚でやれる、そういうつなぎを

役所でやれたりしませんか？ 

医療費を高校まで無料にしてもらえたら嬉しいです。 

インフルエンザワクチン中学生以下の無料に。 

高校生の子にも医療費の無償化をお願いしたいです（18 歳以下の学生）。子ども達に様々な意見を発

言させ、考えるような企画があればいいと思います。 

自治会を市で管理してほしい。過剰な活動が強制的に行われたり、加入しない世帯が不利になった

り。加入したものの、活動が負担になっているが脱会させてもらえない。ごみステーションは自治

会管轄だったりするので。 

小学生の登校で地域の見守りボランティアの方々に大変お世話になっています。これからも続けて

もらえると助かります。いろいろなボランティア活動が広がる町はステキですね。（私もボラ活中）。

特に夕方など交通安全活動をよろしくお願いします。 

50 歳の後半の人でも、ぬくもりネットを利用できるようにしていただきたいです。 

自治会から離れる人が多いです。理由は役員をやりたくないからだそうです。自治会長など、役員

の負担をなるべく低減してください。 
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自由意見 

障害者、高齢者のいる家族の負担を少しでも減らして生活できるように、もっといろいろな事に耳

を傾けてもらい住みやすい関市であってほしい。 

独居の高齢者を地域で見守る福祉委員の働きがあってよい。 

もう少し年を重ねた時を考えると不安があります。自動車免許を返納した時とかＳＮＳでの情報今

は何とかなるけど、どこまでついていけるかとか。どの世代にも障がい者にも住みやすいまちづく

りをお願いします。 

地域の大人が子育てにもって関わる環境づくりをしてほしい。未来ある子どものためのまちづくり

を優先してほしい！ 

ボランティア人口の増加。 

本町に人影がないのが寂しいです。ベビーカー、シルバーカー、車いすの人達が自由に出歩けると

いいなと思います。 

70 歳以上でまだパートをしており、いろいろなイベントに参加できません。仕事を辞めてから近所

さんの人々とかの楽しい先があるのか？皆さん元気な人達ばかりでは無いので、楽しい会話ができ

るかな？ 

以前から住んでいる人にはいいかもしれないが、よそからきたものにはいつまでもよそ者扱い。そ

れで、人を使う時には平気で使う。 

インフルエンザワクチンなど、山県市の方が市の助成が多くて安いのは残念です。 

回覧板は本当に必要でしょうか？岐阜県また関市の安心メールを受け取っています。回覧板で来る

内容が特に必要を感じない。隣までが遠いので、老いては大変なのでメールにしてほしい。家族も

忙しいので同意見です。 

近所に自分勝手な人が居ます。何回か止めてもらいたく苦情を申し出ましたが、なかなか止めても

らえず折角良い処なのに逃げ出したくなる時があります。役所の方の見回りとか忠告とかしていた

だきたい。人のふり見て吾がふり直す自分も気をつけます！ 

現在は車で買い物で出かけておりますが、車に乗らなくなった時のことを思うと移動買い物バス（食

料品等を乗せて）が巡回するとうれしいです（近くにスーパー等がないため）。 

退職し 42年ぶりに実家に戻り、武儀地区で生活して感じることは、高齢化がすすんだためか、田舎

特有の地域性なのか定かではないが、自治会活動や奉仕活動等への参加が消極的である。 

子ども医療費を高校生までにしてもらいたいです。 

(２)低所得者支援 

働けるのに働かずして保護を受けたり、手当をもらったりしている方を何人も聞いています。基準

の見直しや見極めを徹底してもらいたい。 

旧郡部、低所得者を見捨てないでください。 

生活保護を受けている方が当たり前に生きているというオーラを出されているが、もう少し遠慮し

た生活はできないものか？生活保護を受けなくてもいい方ばかりがなっている現状…。関はそのあ

たりしっかりしていただきたい。 

低所得者を大切にしてほしい。 

低所得者支援があること自体知りませんでした。広報にありましたか？ 
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自由意見 

(３)障がい者福祉 

市内に重度の障がい者の福祉施設がなく、仲間はみんな岐阜市へ毎日、朝と夕、送迎で二往復（３

時間）してます。市内に重度の障がい者の生活介護施設（寝たきり）があれば助かります。 

障害者のためにできる手続きを、ドライブスルーにできると良いと思う。 

(４)高齢者福祉 

旧市街地区では生活上（高齢者特に）交通の不便が主な問題点かと思います。いろいろ対策はして

いると思うのですが、ダイヤがよくかわる…。～行はなくなった等話を耳にします。ある程度でい

いので（たくさん走ってほしいわけではない）オープンにして地域バスの充実が必要だと思う。 

旧武儀町は若者も減少していき、高齢者は交通・医療の面についてだんだん住みにくくなっている。

市長は田舎の事もちゃんと教えてくださると言われていたような記憶がある。子どもの支援ばかり

ではなく高齢者の支援も考えていただきたい。 

自身も年を重ねるごとに先の事が不安になります。できたら、高齢者の方が住み良い取り組みがで

きる事を願います。 

自動車免許返納後のサポートを取り組んでほしい。＜例＞１．コミュニティーバスの本数を増やす。

停留所を多くする。２．タクシーを利用して市内一律を月定額制にして（安く 5000 円～1 万円）も

しくは距離を決めて移動できるようにする。 

８時、17 時のチャイムは時間の目安としてありがたいです。時刻のチャイムも良いですが、誰でも

体が覚えてるラジオ体操を放送で流して貰えたら、外に出たいけど出られない方、出たくない方に

も体が動かせます。ラジオの無い方、早朝苦手な方でも、８時でも９時でも良いと思います。 

高齢者は地域バスでの移動は大変です。玄関から玄関へ荷物も人も運んでもらえる移動手段を是非

考えてほしいです。 

自分も含め高齢者の多くが交通の不便、不安、不満を感じていると思います。これから先安心して

暮らせるまちづくりの一環としてコミュニティーバスの路線を更に充実させていただき、人に頼ら

ずできるだけ自立した生活が送れるにお願いします。 

関市の中心部ばかりでなく、離れた地域に生活している、特に高齢者が安心して生活できるにして

もらえたら嬉しいです。 

近くに老人のカフェがほしい。 

独居老人が安心して暮らせるようなまちづくりを！ 

老人の都合は交通(マイクロを増やすこと)。今は私、自動車に乗れるけど老人のために交通を考え

てやってほしい。関市外行くにも病院に行くにもお願いします。 

(５)子育て支援 

子育て支援の充実を積極的にお願いします。また受けれる支援の内容を一覧で見れるようなものも

お願いします。 

まだ引っ越してきたばかりですが、子育てしやすいまちになると嬉しいです。 

未満児として子どもを預ける親は、共働きを必要とする収入なのです。未満児の保育料が約４万円

ととても高く、何のために働いているのかわからなくなります。これでは２人目、３人目を考える

のは厳しいですね。もっと子育てしやすく、家計の負担にならないような環境を整えていただきた
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自由意見 

いです。 

子ども（乳児）に対してごみ袋がもらえたりするのはありがたいです。 

子育てしやすい市だと思います。 

コロナの影響はあるものの、子育てイベントが多く予定されていたりするので子どもにやさしい市

だと感じています。 

子どもがたくさんいる世帯で所得が低い所にもう少し支援があると良いと思います。 

結婚を機に関に住んでいますが、元から関に住んでいる方が多く、疎外感を感じることがたくさん

ありました。子育てしながら仕事をしたいと職安に行った時も「関は同居もしくは近くに祖父母が

要る方が多く、子どもさんをいつでも預けれる所がないと難しいですね」と帰されました。母親が

周りに頼らず働ける場所があると良いです。 

コロナウイルスの影響で市のイベントができず、仕事をしながら子育てしているひとり親としては、

遠足もできないため。子どもを楽しませる方法や手段に乏しく、悩ましい一年です。刻々と状況は

変化しますが、スピーディーな対応のできる市政をお願い致します。 

子育て支援の充実をさせてほしい。 

子育て支援は現金支給でなく、直接すべて学校で必要と知る部分へ。 

子どもの利用（幼児～小学生）がしやすい、（講座や遊び場）を専門化が常駐する指定管理施設をつ

くってほしい。自然の家も岐阜市のように、いろいろ事業をしてほしい。関市民プールをどうにか

してほしい。幼児プールは本当に小さい子だけ。大きいプールは保育園児には深すぎる。坂祝プー

ルに（幅広い年代の人も楽しめるとても良いプールでした。）人が流れていたのは明白。夏にあんな

ガラガラなプールに税金を無駄に使わないで、もっと改善してほしい。もう少し、レジャー向けに

変えても良いのでは？と思う。 

(６)健康づくり 

関市が健康に力を入れるならば、岐阜市の長良川の堤防のランニングコースのように小瀬鵜飼のあ

たりの堤防を整備してはどうですか？鵜飼ももっと知られると思います。 

(７)地域医療 

インフルエンザワクチン足りなかった。 

救急車を PM11 時に依頼。中濃 HP へ。処置が AM2 時終了。帰宅するタクシー無く、朝まで長いすで

寝た。岐阜市の友人に話したら笑われた。安心して救急車にも頼れない。老人化なのに！ 

郡部の医療が不足していて専門医がなく、つらい。 

(８)教育環境整備 

給食センターが統合されて、子どもたちが「給食の楽しみがなくなった」と言っている。「味が落ち

た」「汁ものが多すぎ」「ご飯ばっかりが量が多い」「一品が少なくなったような気がする」と言って

いる。子どもの友達も。 

過疎地の子どもたちが将来に向けて、選択の幅が広がるような学校への通学方法の検討。 

岐阜医療、中部学院の一部学部が市外に移転しており、関市内に大学を残す努力をしないと関市内

の活力がなくなっていくと思います。 
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自由意見 

子どもが小学校に通っていますが、学校付近の通学路がとても気になります。車が２台すれ違うギ

リギリの幅の所に、自転車通学の高校生達が大勢通っていきます。幼稚園や他のバスもよく通る中、

よく事故もなく通学できていると思います。関市の学校であるのになぜ、通学路の整備はされずに

いたのか、不思議でなりません。一度、朝の通学風景を視察して検討していただきたいです。 

(９)小中学校教育 

学生時に思ったが、関市の小中教育は都心部と比べて低いと感じる。底上げを願いたい。交通機関

も貧しいので一流の塾にも通えない。 

子どもが小学校に通っています。コロナでの休校、その後の再開と先生方も大変だろうと思います

が、他の市の学校対応と比べると、子ども達の事を考えているのかなと思う事があると、妻がよく

言います。教育委員会の方針が他の市と異なるのでしょうが、もっと子どもの安全やからだのこと

を考えた判断をしてもらいたいです。あとは、校内で今、どう取り組んでいるかわからないのもの

が多々あるので、そういう質問はすべて３にしました。選択肢に「知らない、わからない」があっ

ても良いのでは？市民がどれだけ取り組みを知っているかの指標になると思います。 

子どもの学校教育について、すべての子どもに平等に教育が受けれるよう力を入れてください。 

タブレット学習は本当に必要ですか？やるなら学校だけでいいのでは?と思いました。字がしっかり

書けない子が多い中、ますます書けなくなる気がします。小中学生、始業式、終業式を一日授業に

して（土日は無理ですが）給食ありにしてもらいたい。式だけにする意味は？授業日数も確保でき

る。 

土曜授業は必要がない。子ども、現場にとって負担である。 

学校教育は将来の日本をつくる仕事だから、教師の数を増やし、きめ細かい指導をしてほしい 

関には観光地と言える所はなく、外から人を呼び込むことが困難であるから、観光事業に税金を使

うのは税金の無駄遣いである。もっと教育に力を入れてほしい。 

(10)関商工高等学校 

関商工生、校外のマナーが悪い。バス等の（関口駅乗車する朝のバス、５.６人の女子生徒）公共機

関で密の状態の中、皆私語等極力控えているのに、周りがうるさく感じる程の声を出して会話して

たり、バス停で降車する後方の人が、すみませんと言うまでどくこともせず。道路では、自転車左

側通行も守らず、歩行者と同じ側でもおかまいなしに爆音でスマホで音楽を鳴らし、歩行者が危な

いと感じて避けることになったりと、一部の生徒のために、まじめな生徒たちも”関商工生”とひ

とまとめにされてしまう。非常に残念。校内だけでなく校外での指導も忘れないでほしい。 

関商工の生徒や指導する教師も関市としてしっかり指導してほしい！ 

(11)市民協働 

引っ越してまだ２年でコロナで活動が少なく、関市のことがまだわからない状態です。今後いろん

な事に参加したいと思います。 

自治会、地区等の消防団員を出せない地区がある。理由は操縦等で出席できない理由があっても無

理に出席させられるので、基本訓練だけを年に１～２回数日実施してもらう程度でよい。自区での

消火訓練（消火栓）を年１回位である程度対応できると思います。 
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(12)若者活躍 

まちづくりに携わりたいですが、他の仕事をするとどのように参加すればよいかわかりません。気

軽に参加できる情報がほしいです。 

関の本町通に若者が出店できる環境をつくってくださると賑やかになると思います。例えば空き店

舗を格安に貸し出すとか…。 

(13)過疎対策・地域振興 

郡部の過疎化が気になっています。 

地元消防団に 14年も所属している。人がいなく退団もできない。何とかしてほしい。 

家の近くにスーパーや薬局などお店がないので、車がないと不便です。車に乗れなくなったら住み

続けるのが不安です。 

過疎地域が忘れ去られている感がある。 

勝手に氏子になっていて自由がない。よそ者扱いされる。 

消防団の人員確保の強制をやめてほしい（自主参加に）。地区自治会への人数の割り当てはやめてほ

しい。 

お隣さんが少なくなってしまい、息子に花嫁不足。 

企画部市民協働課に自治会の要望書を提出しても予算がないから順次と回答はくるが、なかなか実

行していただけない。予算が無いなら山の上に大金をはたいて一部の人が利用するだけの展望台な

どつくらないで。皆さんのためになる事に使ってほしい。最近は気候変動で全国各地災害が起きて

いるから河川の底さらえ。高齢化により側溝掃除ができなくなっている所もあるから、定期的に清

掃してもらいたい。県道 281 号の本町 8 丁目交差点から文化会館までぐらいの道路の舗装轍ができ

ている所もあるから補修してほしい。歩道も最初のころからでこぼこで、これで施工検査してのか

疑わしい。つまずくくらいの段がある。以前も不具合の場所を地図を書いて提出したことがある。 

急激に過疎化が進んでいるように思われる。市では過疎化対策をどのように進めているのか見えて

こない。過疎化が進んだ場合、何がなくなり、何が増えるのか具体的に町民に知らせていただきた

い。 

中山間地域の農地を遊休荒廃過疎化から守るためには、地区の担い手個人の育成を積極的に推進す

るべきと感じています（大きい営農組織では経営的に成り立たないと思う）。 

理由はそれぞれあると思いますが、田舎から若者が出て行ってしまい、高齢者ばかりが残っていま

す。私たちは同級生が 64 人もいたのに、今は 10 人とかの人数。集落も、70 世帯のうち若夫婦が一

緒に住んでいるのが 13世帯。田舎に住まない理由は何でしょうか。 

過疎になってきた。ひとり暮らしや老人世帯のみ！！病気やひとり暮らし等が困難になって、子ど

もさんの所へ移住することが２年前から増え、10 年後には誰も（自分も含めて）いなくなるのでは

ないか？商店に補助金を出してください。２軒のおかげです。買い物。 

消防団員は走法大会参加（練習時間が仕事に影響あり）にある団体ではない。地域の安心安全に寄

与する活動ができるような環境を整える必要があると思います。 

(14)多様性社会（ダイバーシティ） 

（本分野に関するご意見はありませんでした。） 
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(15)人権 

差別がない関にしたいです。人とのコミュニケーションを増やせるまちにしたいです。 

(16)生涯学習 

生まれてからずっと関市に住んでいます。ヨガなどのサークルに参加したいと思っていますが、仕

事をしているため、時間や曜日が合わないのが残念です。日曜日や夜 19時以降に開催していただけ

ると嬉しいです。関市の発展に貢献していければと思います。 

(17)スポーツ 

スポーツをもっとさかんに行ってほしい。（トップアスリートを呼んでほしい）。 

(18)文化・芸術・歴史 

もっと沢山のアーティストのコンサートを計画してほしい。 

関全体のおまつりを増やしてほしい。子どもマルシェが以前住んでいた地域では沢山あった。 

将棋教室が無いのでつくってほしいです。 

私は美術品が好きなので、皆さんがつくった絵画や作品を展示、またはそういった作品を一般の方

で見て関心が持てる環境がほしいです。病院などの不満はあります。 

関市まつりあんどうみこしコンクールは、各町内等で毎回作成していて、長年、開催しているだけ

で、高山、美濃市と比べて伝統がないのでやめた方が良い。中池はスポーツばかりが中心なので、

もっと市民の憩いの場所にしていただきたい。 

文化的に低調。 

関は美術館がないので建ててほしい（子ども達のために）。 

もっと歴史的なことに学芸員が関心をもち、刀ばかりでなく、せっかくある安桜山の長月のことな

どやってもらいたい。 

(19)工業 

（本分野に関するご意見はありませんでした。） 

(20)商業 

家の近くにコンビニとかほしい！少ないと不便。 

マーゴシネマはとても環境が整ってますが、4DXができるとなお嬉しいです。 

もっといろんな飲食店、パン屋、遊べるところが増えると嬉しい。本町にもっといろいろ新しい店

があると良い。 

とてもおいしい関の銘菓や農産物があると、手土産にいいのにと思っています。 

本町や関駅に若者が集まるようにしてほしい。例えば、JR 多治見駅みたいに駅の裏にカフェや中庭

みたいな所があって、たくさんの学生はそこで勉強しています。 

高齢化が進み働き手が少なくなり、慣れ親しんだお店(シャトレーゼ、ココス)が無くなってしまっ

たのはとても悲しかった。 

商店街の活性化をこれからもよろしくお願い致します。 

ホームセンターが少ないので、遠くまで買いに行くのが面倒。田原方面に誘致してほしい。 

本町通りが以前のにウィンドーショッピング等店舗が増すと良い（シャッター通りになっている）。

コロナが心配ですが…。 
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(21)経済・雇用 

以前より商業施設も増え、活気がある町になったと思います。子どもからお年寄りまでもっと安心

して暮らせるようなあたたかい町になってほしいです。最低賃金がもう少し上がると若者も戻って

きてくれるのではないでしょうか（大学で県外に行っている若者）。 

子育て世代には比較的住みやすいと感じていますが、市内の雇用は不十分なのでどうしても有能な

若者は県外へ流出してしまうと思います。IT系企業がほしいです。 

社会福祉、医療、教育等は私自身が利用する立場にないため、良否を把握していない。一方、過疎

化は深刻な問題である。流出が止まらず、今後、この地域に住み続ける自信はない。地域産業の確

立、観光資源の発掘、熟成、企業誘致等が必要と考える。特に過疎地域における観光産業、飲食店

等へ手厚い支援が必要ではないか。 

積極的な企業誘致、雇用拡大を望みます。 

本町がシャッターを閉じたところが多く、寂しいです。関市の中心がもっと繁栄していると良いで

す。市としては隣の美濃市より特徴がないように思います。”これ”っていえる物、場所があった

ら良いです。 

コロナで大変な中、市はプレミアム商品券を出して皆を元気にしてくださいましたが、２回目に買

うつもりで年金もらったらと思っていたところ、売り切れでした。年寄りは大変です。もう１度こ

ういう事をして、町を元気にしてもらいたい。 

もっと仕事の場をつくっていただきたいです。コロナで仕事をなくした人は多いです。 

(22)観光 

関市のイベントは地域活性にとても貢献していると思います。これからも多くのイベントを企画し

てほしいです。 

ラーメン屋さんがあり、他にも美味しい店があるのでもっと全面的にラーメン屋を売り出していく

といいのではないかと思う。ラーメンはリーズナブルで庶民的な食べ物であり、行きやすいしＳＮ

Ｓ等で広まり、”関”という名が広まる。 

過去にエヴァンゲリオンとコラボで刀の展示がありましたが、鬼滅も独自で関市の刀鍛治とコラボ

できるのでは。今後アニメ化が続くのであれば刀鍛治編も出てくるので。 

コロナが落ち着いたら、いろいろなイベントをしてほしい。関市を今以上にいい町（市）にしてい

きましょう。 

世界農業遺産 GIAHS「長良川の鮎」を発信し、観光、産業に繋げる支援があると良い。また漁業に対

する支援策があると、若者も鮎、漁業への興味も増えると思う。 

せっかく Lisaが関市出身なのに活かしきれていない。鬼滅の刃の刀をつくるべき。 

企業の誘致(新たな工業団地の整備)、移住者に補助金、観光客、学生の呼び込みなど、今以上に人

が増える政策、まちづくりを期待したいです。「岐阜ファミリーパーク」のような、家族で一日遊べ

る広大な公園施設の整備。 

市のイベントアピールが弱いのか、「何かやってる？」感が多い。 

商店街を以前のように活気ある場所にしてほしいです。観光地らしい場所をもっと増やしてほしい

です。市役所の北側の田んぼを規制を考慮しながら開発をすすめてはいかがですか。北側の方は開
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発がされていないように思えます。 

関市には誇れる文化財、観光、地場産業工芸品があって、それぞれに観光客やファンの方がいると

思いますが、孤立化していて、もったいない気がします。関市をまるごとテーマパークのようにで

きれば、もっと楽しめる市になるのでは？訪れる人は一つの関市か知らないと思います。 

観光にもっと力を入れて外から人が来てもらえるように関市内で１日楽しめるようにする。通り道

になっており、目的地ではない。 

洞戸が発展するにはどうしたらいいのか、観光面でもう少し PR するべきだと思う。皆が(どこの事

業所も)発展することを考えていくべきだと思う。 

（22）観光活用、誘致とあるが小瀬鵜飼と円空を両立させた政策が見えてこない。 

旧関は昔から職人町で、外からの流入を拒んできたのが他の地域より立ち後れた間がする（観光に

関して）。 

関市の物産観光のＰＲに力を入れた方が良い。 

関市役所近辺に広い土地があるようなので（本町通りがシャッター通りと言われているので）お店

をまとめて、マーゴ、マーゴウエストがもう一か所あってもいいかなと思っています。飛騨古川町

を久しぶりに訪れ、落ち着いたセンスのいいまちづくりがされていて、良い街になったなと癒され

ました。関も小さくても落ち着ける街を望みます。名古屋からの来客にフェザーミュージアムと、

関鍛治伝承館を案内して大変喜ばれました。（今年 1 月）お正月の鍛治を楽しみに変えられましたが、

残念です。 

(23)農業 

耕作放棄地ばかりが目立つので、農業で生計が立つ方法を。 

(24)林業 

サルに畑荒らされる。 

武芸川町に住んでいるのですが、近年サルの出没が多くなってきております。車での移動時には危

険と感じる事はありませんが、歩行者はかなり恐怖に感じていると思います。爆竹だけではサルが

逃げませんので、何か画期的なアイデアがありましたら教えていただきたいです。 

猿、猪、鹿等の獣害が酷くなる一方なので対策を是非。 

(25)防災・減災・消防 

武儀地域住居ですが、もし災害で関金山線が通行できなくなると武儀、上之保地区は孤立します。

２年前の津保川の洪水のときもそうだったが、なんとか別に道路をつくるとかトンネルとか考えて

ください。 

川沿いをコンクリート化していただき、災害の時に備えていただきたい。 

大雨などの際は早めに広報を流してほしい。西日本の時はもう少しで家から出られなくなるところ

でした。 

(26)交通安全・防犯対策 

本町２丁目、３丁目、千年町あたりの歩道を駐車場がわりに利用している人達に、指導並びに再発

防止に有効な施策をお願いします。特に点字ブロック上に車を置く行為は止めてほしい。点字ブロ

ックがグラグラと動く所もあり危険です。 
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朝、通勤時大変混む時が多いので街中の信号機を増やすか、矢印式信号機に変更してほしい。特に

矢印式信号機は便利なので、増やすことを検討してほしい。 

外灯が少ない。東新町 7 丁目新興住宅に住んでいますが、外灯が少ないので夜が暗いので、子ども

達の安全のためにも、外灯をつけてほしい。まちづくりのために、夜に調査して外灯をもっとつけ

てほしい！！ 

元気に挨拶してゴールド免許講座は関市にやってくるのでしょうか。長らくお世話になりました。 

関、江南線の渋滞が土日になるとひどいので、もうちょっと何とかしてほしい。 

外灯が少なすぎる。もう少し増やしてほしい。 

勤労会館（ワークプラザ）の信号と、郵便局の信号の連動が悪いので、優先車道がわかりづらいの

で、関市以外の人はわからないので危険！何回も危ないと思った事がある。 

平和通りの飲食店のドライブスルーの影響で、道路にまで渋滞が生じています。コロナ禍のステイ

ホームで特にそうなっていると感じます。 

道路がガタガタのところが多い。街全体が夜になると暗い。「子ども１１０番」の家の表示がわかり

にくい(実際子どもたちは１１０番のお宅を把握しているのだろうか？）。 

道の案内標識が薄くなっていてみっともない。道路でのルールが車が優先になっている。横断歩道

にいても車は止まりません。とにかく交通ルールがめちゃくちゃだと思います。 

三心の近くの道、自転車での車が来て危ない。街灯がなく真っ暗で朝 5時半～暗くて道が見づらい。

マーゴから卵屋の道まっくら。街灯がなく見づらい。 

私の住んでいる地域では道幅が広くなった分、交通量が増しました。車が随分な速度で走り、度々

タイヤを鳴らして走る車もあり、家から車で出る時など恐いです。道路にでてもすぐ後ろにすでに

車がきている。曲がり（カーブ）があるので余計にです。カーブミラーもすごく見づらいので困り

ます。 

子ども達の通学路が危険（車が多い道を歩いている）。空地の草が刈られない（県有地）。公共交通

機関がない。各務原に行くのさえ不便。 

日本外より働きに来ている方たちは自転車を多く使ってみえますが(特に男の方が）、真っ黒の服で

電気をつけず暗い夜は知っているので、車に乗っていると大変怖いです（見えないため）。指導して

いただけるとありがたいです（光るものを渡すとか）。よろしくお願いします。 

(27)循環型社会 

プラスチック資源ごみを復活させてほしい。焚火に困っています。 

庭でごみを燃やす方がいます。煙、臭いで困っています。強く注意を呼び掛けてほしいです。 

関市のごみの再資源化について、もう少し積極的にすべきだと思う。特に色や柄の付いたトレイを

なぜ回収しないのか、疑問に思う。他市町村ではそういったトレイも回収しているので、リサイク

ルできるはず。ごみの減量化ができない要因のひとつなのでは？また、リサイクル回収日を月２回

にした方がよいと思う。 

関市の燃えるごみの袋が高いと思う(他のごみ袋も)。市外ではもっと安く購入できるところがある。

10 枚で 500円は家計の負担になっている。 

紙ごみの収集がなくなって近所の高齢者が大変困っている。公共サービスとしてやるべき。 
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市役所まわりのごみや落ち葉が気になります。委託の業者の方や市民が掃除しているのをみかけま

すが、どこの会社でも従業員が始業時間前に無償で清掃してみえますので、市役所の職員が行うべ

きだと思います。 

各務原市では毎月みどりのごみ日という草木専用のごみの日が指定されています。関市でも是非そ

のような取り組みを実施していただきたいと切に願います。 

環境問題でペットボトル販売ゼロ、利用ゼロを関市をはじめとして進めていただきたい（マイボト

ルを利用する）。 

クリーンプラザ中濃へのごみの搬入を月一度の日曜日ではなく、毎週持ち込めるようにしていただ

きたいです。 

ごみ処理代が他の市に比べ高い。 

ごみ袋が高すぎます。 

資源ごみの缶ですが、ガス抜きは中に残っている場合（使い切っていない）できないので、すみま

せんがそういう缶を別に収集してほしいです。 

生ごみの堆肥化の講習会を開いてください。 

年に一度くらい市民清掃（各地域の道路）ボランティアをやってみては？ 

各家庭のペット（犬、猫等）を飼っている方への注意事項の徹底。特に糞等の処理、衛生上非常に

問題あり。自治会活動の範囲内の活動では限界が生じている。 

ごみの不法投棄が見られます。これを何とかしてほしい。 

ごみのポイ捨てが途上国並みに多い。庄中橋近辺の堤防の整備をしてはどうか。 

ダンボール等の月日が無くなりました。復活してほしい。なんか関市はさみしい。マーゴがにぎわ

って少しほっとしている。 

ごみの不法投棄。特に堤防、用水。せっかくキレイに清掃しても無駄になる。何とかならないかな。 

ごみ袋の代金が高いのでもう少し安くしてほしい。 

(28)環境保全 

ごみの回収が遅く、ごみが散らかっていて街の景観が悪い。 

近年ソーラ発電が沢山でき、田園風景が台無しです。ソーラ柵の周りの雑草を取り除く規制はない

のですか。多勢の人が毎日歩いています。他所者（ソーラ業者）に破壊されたくないです。この町

が好きですから。 

関市内のあるコンビニで野良猫が３匹も放置されており、中濃総合庁舎の保健センターでは対応し

てくれませんでした。よって関市の保健センターで処分してください。動物からでもコロナに感染

する事例もあるからです。 

生物多様性の面から庭木を(防火・夏の高温を防ぐ、鳥・CO2・酸素 etc）もっと大切にすべき。近頃

「切れ、切れ」という人が多すぎる。魚のいない（少ない）川や鳥のいない公園はおかしい。板取、

洞戸、武儀の自然をもっと調べ大切にするべき。 

(29)医療保険 

（本分野に関するご意見はありませんでした。） 
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(30)都市計画・土地利用 

12 月の関シティーターミナル周辺の電飾は、電気の無駄なのでやめた方がよい。 

関市がもっと発展し、都市化が進むと嬉しい。 

関市は住みやすいと思うのですが、買い物をするところや、市の公園などもう少し増やして貰える

と良いです。 

道路づくりを熱心にやりすぎ。公共交通機関が不便。（バス路線が旧市街ばかり通る。）旧市街（安

桜山南方）の寂れ方が著しい。 

関市街地に空地があるのに、田んぼを埋め立てて宅造するのには問題がある。線引きをするべきだ

（市街地と非市街化）。 

本町通りを活性化して、昔のように人通りのある魅力ある場所にしてもらいたい。アーケードを復

活させてほしい。 

昔からあるお店がどんどん閉店し、本町は本当にさみしい所になって残念です。美濃市郡上市高山

など歩いていて楽しい場所が関市にはない。公共交通は利用したいと思わせる方法を考えるべき。 

老人と子育て中の女性が安心して住めるだけの地域では、若者は流出していく。もっと刺激のある

まちづくりが必要。数十年後に及ぶ計画な施策により市の中心がどこなのかわからないような見苦

しい街である。近い将来の人に対し切迫感がない地域である。 

関市街のメインストリート（本町通り）の再生（再開発）を市の担当者は策を以ってお考えでしょ

うか。 

土地の区画整理をもっと推進してほしい。昔からのやり方で、複雑な所が多いため、個人でやると

金額も高い。岐阜市のように早くやってほしい。 

バスターミナル前の駐車場が空車が多く、良い場所なので残念に思っています。キッチンカーや屋

台の出店など利用して、盛り上げられるスペースになると楽しいのにと期待しています。 

本町通りが賑わいがない。寂しい。もっと盛り上げな。 

本町通りを楽しい町にしてほしい！ 

本町は見限るべき。 

関市において画期的な出来事は「関シティターミナル」の設営だと、常日頃より感謝しています。

市外県外からの人々にとっても大変有意義であると思います。 

全国から関市を見てください。全国、外国（北欧）の市の事を研究、実践してください。 

本町通りの活性化。 

(31)住環境 

小瀬地区の”ごみ屋敷”を何とかしてください。いつも日増しに増えて危険です。地域で迷惑して

います。 

旧市内の空き家が多くなり、手の入っていない家は倒壊の可能性があります。今後更に多くなるか

と思います。また当家もいずれそういう事になりますが、取り壊す費用もありませんし、そうした

家はどうしたら宜しいでしょうか。 

空き地、土地の木草を整地してください。 

空き地の雑草。 
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最近、空き家が多くなったせいか、野良ネコが増え、今ではこのあたりだけでも７～８匹います。

毎日家の回りの糞をとっておりますが、このまま増え続けるとネコもかわいそうですし、「関の町」

が「ネコの町」になってしまいます。高山市の事例を参考に、早急に対策を考えて下さるようお願

い致します。 

市の施策の件は、私達にはわかりません。若い人にきいた方がいいですね。町の中に工場が入り、

音がやかましくなっています。見回りも必要かと思います。 

本町通りの空き家、空き地対策を進めてほしい。 

(32)公共交通 

お年寄りの方々のためのバスの運行はとても良いと思います。しかし、学生や働いている方々がも

っと便利に移動できるように、バスや電車の運行時間を拡大すると良いなと思います。 

バスと電車の本数を増やしてほしい。 

(電車)鉄道を、岐阜駅や鵜沼駅直結できるようにしてほしい。 

市内の公共交通について山県、美濃加茂、各務原など、岐阜市以外への利便性、市内での利便性(本

数）が悪く感じます。買い物線の見直しだけでなく、小金田、千足線の始終車の時刻見直し(通勤、

通学で利用できるなど）また、高速名古屋線について、赤土坂までだけでなく、山田方面まで通っ

ていただけると利便性が大変向上します。定期券補助について、岐阜方面への補助も早急にご対応

いただけると幸いです。長々と失礼しました。よろしくお願い致します。 

少子高齢化がすすんで免許の返納が話題になっているのに、公共交通機関が不便過ぎて、これから

どうするのかなといつも思います。障がい者、子ども、女性、高齢者の弱者に対する配慮もあまり

感じられません。 

土日に名古屋へ行く際に私は岐阜バスを利用しているが、長良川鉄道がもう少し安ければそちらも

利用したいと考えている。市として長良川鉄道への運賃の支援などができれば利用者は増えるよう

に思います。 

関市から他の市への移動手段がないため、交通の便が不満を感じます。特に岐阜バスを使うとバス

の料金がかなり高くなってしまうので、もう少し安価に移動できるようにして頂けるとありがたい

です。 

高校へ通うのも交通の便が少なく、料金も高くて困る（特に電車）。バスも家のまわりに走ってない。 

家の近くにもシティーバスの乗り場があったら、将来嬉しいなと思います。運転できなくなった時。 

休日の岐阜バスの運行について検討していただきたい。旧武儀郡から関市内市外への便。旧武儀郡

の活性化に力を入れてほしい。お店ができてとても感謝です。 

交通が不便です。名鉄を利用する際、今は車で最寄りの駅まで行っています。最寄り駅（新鵜沼）

までのバスをなんとか復活させていただけないでしょうか？ 

交通機関が少なく、関の経済を向上させるのには他県や市外より援助ができないため残念に思う。

本町通りに活気がないと思う。 

交通の便を良くしてほしい。車がないと困る町なので、少し住みづらい。高齢の人も運転しなけれ

ばならざるを得ない町では大変だと思います。 

コミバスの時間あたりの本数が少ない。今後、高齢になった時に車（自家用）以外の移動手段がと
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ても心配です。 

名古屋までのアクセスが悪い。 

バスの本数が少なすぎる。もう少し増やしてほしい。 

久々にバスを利用したが便利だった。 

やはり名古屋への便。安くて速いバス。時間ももっと細かくしてほしい。本数が少ない。 

私自身が不便だと思うことはあまりないのですが、車を運転されない方にとって、バスの本数や時

間が少ないのは、かなり不便だと思います。利用される方が少ないだけで１人もいないわけではな

いので、そういうところをよく考えていただけたらと思います。高齢者が利用しやすくしてくださ

い。学生は利用していません。 

岐阜駅行のバスの本数を増やしてほしい。 

現在は車を運転して通勤や買い物をするので特に不便はないが、免許を返納した後の事を考えると

不安は感じます。高校生が市外に通学する時の交通の便、費用等の負担の大きさは考えます。公共

交通機関を利用する人が少ないとますます路線が廃止されて不便になります。そうすると住みにく

くなります。車が無くても生活できるのが理想です。 

公共交通機関が事実上バスのみ。犬山・各務原への移動手段がない。 

交通が不便、早い時間の移動が無理。バスの廃止はやめて。 

交通の件で、できる限り市内及び上ノ保、板取方面の便がほしい！ 

関（洞戸）から岐阜や名古屋へのアクセスする公共交通機関がもっと良くなると、地域が活性化す

ると思う。 

関市内への交通の便が悪すぎる。上之保から武儀への買い物巡回バスをもっと増やしてほしい。デ

マンドバスは利用しづらいとよく耳にします。高齢者はもっと利用しやすい簡単な利用にしてほし

い。 

世帯中ではなく、別棟の年寄りは運転免許を持っていません。公共交通では行き先に直接出向けれ

ないなど「考えること」「時間」に詳細に対処できないし、取り組めなくて、最終的には子どもが仕

事を休んでまでして車に乗せて出掛けています。仕方のないことなのかなー。 

土日にお買い物バスがないと、とっても不便です。 

バスターミナルから名古屋に行くことが便利になり、ありがたい。しかし、バスターミナルまで行

くには自家用車が必要。自家用車がないといろいろ不便です。 

名鉄犬山線への時間短縮化。これしかありません。 

名古屋までの交通機関がバスのみで（時間がかかり高い、良い時間が少ない）鵜沼から関まで電車

があれば若者が関から逃げていかないのでは？私の周りの方はみんな言ってます。 

各務原市、岐阜市への電車アクセスがなく不便である。 

公共交通機関を利用するのに予約が必要ですが、帰りはどうすればいいのか。帰りも予約となると、

時間に間に合わせるのも大変なので不便です。なので、市内を巡回するバスが１時間に１本あると

助かります（例えば外回り→市外地、内回り）。 

市内バスの交通管理を最近のデジタル化により合理的、便利さを追求し、たくさんの人が利用でき

ればと思う。現状に拘らず、将来性のある方法を求めればと思います。 
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市の公共交通が不便。今は自分で動けるが、それができなくなった時、今のままでは不安。 

引っ越した頃は電車もバスもあった。今は何もない。名古屋へ行くのもバスは高い・時間がかかる・

本数が少ない。隣の各務原や岐阜市へ行くのも車が頼り。年を取ったらかかりつけの病院へも行け

ない。交通を何とかしないと発展はない。 

武芸川から関へのシティーバスでマーゴへの交通手段をお願いしたい。もちろん中濃病院・市役所

も必要なので現状維持で。 

３年後には車を返したいと思っている。もう少し交通の便利が良くなりますように！ 

高齢者が増加してくるので、どこの地域も公平にシティーバス（ワゴン車）の見直しをしていただ

きたい。 

コミュニティバスのバス停を新田と赤土坂の間の市公民センター前につくってほしい。運転免許証

の返納をしたくてもできません。 

自家用車に乗れなくなったら公共交通が不便なので心配。 

市のコミュニティバスはほとんど乗っていないので廃止して、タクシーの補助券を出したらいかが

でしょうか？一部の人の話ですが、バスの停留所まで行かなければならないし、待つのも夏は暑い

し冬は寒いので、タクシーの方が良いと言っていました。 

近い将来免許証を返納した場合、公共の交通手段に不安があります。この地域ではデマンドバスし

かなく不便です。もう少し利用しやすい交通体形を考えてほしいと思っています。 

中濃病院～鳥屋市の連絡が悪いのでお願いします。先のことを思うと、バスの連絡のみ不満があり

ます。 

関市孤立。美濃市からも孤立。岐阜市から近いのに交通がバスだけ。関駅から岐阜駅に行きたい。

電車で。本町の活性化！ 

(33)景観・公園 

新しい家がたくさん建ってきている所に公園がない。 

公園がある場所、ない場所の差が激しいです。 

子どもを遊ばせる場所が少ない。近くに公園や子育てセンターができると嬉しいです。 

冨野地区に公園がありません。お願いします。 

広い公園がほしい(運動ができる、各務所学びの森のような広い芝生の公園）。 

もっと公園など、伸び伸び遊べるところがあると良い。 

遊具のある公園が少なすぎる。子ども達外遊びができません。 

小さくても良いので孫と遊べる公園がほしいです。下白金は公園がないので。トイレがまだ水洗に

していない家が隣で夏になると大きいハエムシが飛んで来るので、衛生面がすごく悪いので何とか

してほしいです。トイレは全体に水洗にしてほしいです。 

近くに公園があって、も子ども達が昔のに遊びを禁止されている事に疑問です。 

中池公園で池の周りをウォーキングしています。池の西側が暗いので枝伐採で明るくしてほしいと

思います。 

百年公園にはウォーキングの人が毎日大勢みえます。是非年間無休でお願いしたい。私も毎日出掛

けます。楽しい所です。本町も歩いて楽しい、見どころがある通りにしてほしい。植樹して心が和
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む通りになることを願ってます。 

(34)道路・橋りょう 

自宅周辺や関地域(できればそれ以外でも)で工事がある際、看板が道路わきに立てているが、車で

通る際見えていても大きく書かれた部分しか見えないことや場所の把握ができないので、できれば

回覧板などで知らせていただけると交通の関係で良くなって大変ありがたいなと思いました。(P.S.

市外からの転入とまだ住み始めて一年ほどしか経ってないので、関市だけには限らないことではあ

りますが、転入する前に住んでいた地域では工事関係のお知らせが回覧板で回ってきてましたし、

知らせがあるとわかりやすいし、安心にも繋がるし、う回路も書いてあって助かるなと感じた経験

もあります。 

中池から富野方面へ向かう道路（歩道）にのびている草を切ってほしい。少なからず自転車で通学

する人がいると思うが、車道へ出ないと通れない時があり危ないです。他は特に不満はありません

が、これからも住みやすいまちづくりをよろしくお願いします。関市のために尽力して下さってあ

りがとうございます。頼りにしてます。 

近所の公園（池田公園）の横のカーブミラーに傷が付いており、見えないために非常に危険に感じ

る。上記箇所の南にあるラッキープラザ駐車場と東海北陸自動車横の交差点に、停止線がなく危な

い。よろしくお願いします。 

道路の危険場所（大きな穴など）は連絡すると早めに対応して貰えることが多く、助かります。市

メールでいろいろな情報を流してもらえるのも良いです。 

道路保全に力を入れてほしい。通学路の山の木が邪魔で、子ども達が安全に登下校できません。特

に山沿いの道は関市になってから山の整備をしてもらえず、道路標識すら見えない所がほとんど。

旧武儀郡は特にひどい。街中ばかりに力を入れ過ぎ。 

歩道の整備をしてほしい。ベビーカーで歩くと舗装が悪いため段差ができて押しずらかったり、幅

が狭かったり、雑草も歩道を狭くしていて通行者とすれ違えなかったり、自転車が来ると怖い時が

あります。 

保戸島橋を早く直してください。 

街中の道が狭い。歩道のない道などは車がスピードを出して、歩いていると怖い。本町通り等バス

が抜けないし、踏切と信号が近いところ等渋滞になるから嫌だ。気軽に停めれる駐車場所が少ない。 

尾関市長を応援しています！これからも頑張ってください。高速出入り口付近の雑草が多い。マー

ゴとマーゴウエストの間の道路が狭すぎてマーゴウエストに入る時すごく入りにくいです。 

街路樹や道端の草刈をしてほしい。早めに。 

工事計画が市民目線で行われていない。 

最近、道路や道路脇に草や木が、生えたい放題になっている。 

南北の道路がかなり整備されてきて、交通の便が良くなりつつある。と同時に、歩行者と車輌の切

り分けもよくなりつつあるが、部分的にまだ安全とは言い切れない場所が多い。 

平成こぶし街道・酒屋近くの歩道・道の草がひどいです。夏場は生い茂り、高校生やら自転車の人

が通るのに大変そうでした。富加に入るとキレイに刈ってあります。そちらの方にも目を向けてほ
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しいです。 

歩道の整備をしてほしい。がたがたで子どもが自転車通学で困る。 

よく自転車に乗るけど、道路がひび割れしていたり、段差があったりと危ない所が多々ある。 

移動（市内）しづらい。Ｔ字路が多い。交差路がおかしな型。 

散歩する国道市道県道に雑草が多いので気になります。 

自転車が走りやすいよう道路の整備をしていただきたい。中高生の自転車通学者が安全なように。 

市内の道路(市道、県道、国道)で使用、通行している人の事を考えないで工事、標識、看板設置を

している。電話などして要望を言っても聞いてもらえない。 

中心部の道路が狭すぎるし、交差点の変型が多過ぎる。 

道路が穴があってもなかなか直さない。道路歩道や側溝の上まで草やドロが溜まって車がすれ違え

ない。なかなか要望を出しても（草刈）やってもらえないし、もっと生活しやすいよう道路等整備

してほしい。 

道路側の樹木剪定がきちんとされていますね。 

道路整備など予算はあると思いますが、時間がかかりすぎている場所がいくつもあるように思いま

す。 

40 数年前ですが転入した頃に感じたのは道路がシンプルでなく、わかりにくかった事を覚えていま

す。もしも可能なら用水にフタをするなど、道路を広くして使いたいと思います。 

道路の草で歩けない場所がある。連絡しないと対応されない。なぜ舗装の穴や草が対応できないの

か？以前から何が変わったのか？予算がなぜ無くなったのか？何かの折に知らせてほしい。 

道路の雑草が気になる。 

夏になると市道に草が茂りますが、職員さんは外の点検に出られているのかと常に思います(交通安

全対策です。) 

歩道の狭い所があります。 

本郷通り東西に伸びる銀杏並木は美しさを越して、毎年、落ち葉が道を覆い迷惑のみ！大きく成長

し過ぎて電線にまで触れていて危ないし、必要ない木だと思う！関市中のあちこちで電線に触って

る大木を見かけるので始末を！ 

街路樹をすべて撤去していただきたい。経費の無駄だと思います。見通しは悪く剪定代はかかるし、

無い方がよほどすっきりすると思います。 

旧国道 248号線(郵便局～)において信号交差点が多すぎて渋滞が多い中、一ツ山信号での(ジーゼル

通まで)待ち時間が多いことで困るため、一ツ山交差点を避けて通ることがある。安桜山のトンネル

２か所は何のためなのか。東のトンネルは今までに利用したことがない。何故できたのか？スーパ

ーが離れているために必要な物を買い求めるのに不自由している。二つのトンネルをうまく活用し

て、まちづくりが必要ではないか(駐車場づくりがうまくいってない）。 

山王通の歩道整備してほしい。 

市と関係ないかもしれませんが、国道の草木の手入れがいつも遅いので、車につかえ困ることがあ

ります。予算不足でしょうか。枝の下の方は多めに切ってください。 
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寺田川歩道の雑草及び柳の木等の清掃、剪定をしてもらいたい。給食センター～農協の辺り。市役

所近辺も。 

道路の整備を細目に行ってほしい。街路灯の設置、歩道の確保。 

道路の整備をしてほしい。 

道路の整備をなるべく早くやってください。やりかけが多い。 

道路の舗装が剥がれてデコボコになっているところが多いです。巡回パトロールをして、順番に早

く直してほしい。ウォーキング中につまずいて転びます。 

歩道の草が気になります。 

マーゴの周辺の道路をもうすこし直してほしい。 

安桜小学校プールサイドの歩道が狭く傾いております。年寄りにはとても怖いところですので、直

して貰えるとありがたく思います。 

関商工の工業科への道が狭く、かつ子ども達も多く（小学生も含む）危ないです。歩道がないので

せめて除草は定期的にやっていただきたいです。 

(35)治山・治水 

河川工事について。大雨による災害が毎年多く発生しています。今後もこのような事が身近に起こ

るのではないかと不安になります。長年の土砂の堆積、知らぬ間に大きくなってしまった木々等、

それらの撤去に税金を使ってほしいと思います。 

河川流域断面を狭めるような行為を徹底的に指導してほしい。 

図書館の南の川がとても汚れているので、泥を除いたりして整備してほしい。 

(36)上水道／(37)下水道 

関市の上下水道も老朽化しているのではと思います。人口減少が進む中で基本インフラの整備維持

が将来はどうなるのかと心配します。現在の医療・介護サービスの水準も維持できるのかと思いま

す。 

(38)移住定住 

関市に移動した人すべてに何か補助金を出していただきたいです。家を購入する際、いただけなく

てショックでした。（美濃→関へ転居したが補助金をもらえる時期に当てはまらなかったので。） 

市内だが旧武儀地域への通勤のため、通勤時間や不便さを感じる。市より旧武儀地域への補助があ

れば、他地域より人を関市に勤めることを考えてもらえるのではないか。 

(39)広報・シティプロモーション 

大学生のまちづくりへの参画などの取り組みについては高く評価します。しかし私自身、Facebook

で身近になって知りました。周知の方法は他にもあると思いますので、ご対応いただけると幸いで

す。 

市が積極的に動いて、市外から人やお金が集まる町をつくってほしい。 

ない場所を重点的に！ある場所をキレイにするのはその後で。LISA ブームにうまくのっかっていけ

ると良いと思います。市長の Twitter＆ブログ楽しみにしてます。 

関市の魅力を市外へと積極的に発信していけるといい。コロナ禍でテレワークになった企業も多く、

これまで以上に移住したいと思える層が増えているためチャンス。生活の足となる公共交通につい
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て支援してくれる企業（企業にもメリット）も増えているためうまく活用していけるといいと思う。

コロナ禍の今は難しいが、高齢者と子育ての両課題を同時に考えられる高齢者施設と保育施設が一

緒になった施設があるといい。更にボランティアしてくれる人が活動を支援するように様々な世代、

人が力を合わせられるようなことができたらいいと思う。そういったボランティアがあれば参加し

たい。 

男女の出会いの場を増やしてほしい（気軽にできる）。 

はもみんがかわいいので、グッズを販売してほしいです。 

私が子どもの頃より、刃物の町としていろんなアピールがされているように思えます。ＴＶや雑誌

でも日本一と取り上げられ、とても誇りに思います。Ｌｉｓａさんの人気にあやかって日本刀もす

ばらしいとどんどんアピールしてもらいたいです。ただ少子化がひどいと思います。このまま子ど

もが減っていくのかと思うとぞっとします。 

玄関口である駅前の再開発。市出身者の Lisa さんを環境大使にして、関市を積極的に PR。 

交通の便が悪い。全国にアピールする所がない。市民会館付近のライトアップをもっと行い、市民

が集まる場所をつくってほしい。 

児童の姿が見えない。婚活を推進してください。 

本町 BASEについて、Seki12 月を見るまで知りませんでした。コロナ禍なので活動をどのようにされ

るのでしょうか？なんだか中に入りにくい感じがします。もう少し宣伝されたら良いと思います。

本町近くに住んでいないと知らない人が多いのでは？ 

鬼滅の刃とコラボ。関市のリサを利用。刃物と、リサと鬼滅！  

市及び民間によるイベント等の一部は広報にのりますが、開催される日及び数日前に同報無線によ

る広報をしてほしい。 

(40)財政運営 

市の外部依頼する事業はすべてにおいて関市内に実在する企業を優先的に利用すべき。 

水道料金（上、下水）高過ぎ。固定資産税高過ぎ（築 25 年過ぎても下がらん）。 

人口が減少する中、限られた経営資源で持続的に地域が存続できるよう積極的に情報公開し、議論

を活発化させてほしい。 

税金をもっと安くしてほしいです。 

市内と市外の事業（予算含）の格差が大きい。 

(41)行政運営 

行政運営について 

個々に関を良くしようと動いている人が沢山いるまちだと思います。これらを取りまとめて、連携

させる仕組みをつくるのが市役所の力量だと思うので、オープンな策を展開して貰いたいと思いま

す。 

幅広く事業を展開することもいいが、何をメインにしているかが、はっきり見えてこない。特に力

を入れるものをもっと大きく打ち出してアピールする必要性を感じる。 

中池の野球場を 10 億かけて改修するという話を聞きました。ムダだと思います。現状、この金額で

しなければいけない事は他にもあるのではないでしょうか？今の世の中はコロナで大変です。優先
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すべきは何なのか再考していただきたいです。 

我が家は３世代が同居しています。以前、転居で同居の世帯に給付金が出た事がありましたが、ず

っと市内で、ずっと同居なので貰えなかった。残念だった。関が好きで住んでいるのに。 

子宮ガン検診以前はプラス 500円頸ガン検診も可能でしたが、今では自費となり残念に思いました。 

市民に対して本当に必要性のあることに目を向けて、その立場に合った目線で動いてほしい。行政

はなかなか臨機応変な動きができないので、そのあたり考えてほしいです。関市民のためのすてき

な市職員であってください。 

プレミアム商品券は大変助かりましたが、購入ではなく、少額でも全市民に配布されることも検討

してほしい。 

行政用の入れ物をつくり、その更新に金が出るのみなので、人的サポート(人権弱者など)に財源を

使ってほしい。役所内人員が細分化し過ぎで、結合的に進めるように受け付ける人員を増やされる

と良い。役職者ばかりはいらない。 

財源はありますか？あんなに使い勝手の悪い火葬場をつくった人にいい物ができますか？あんなに

広い駐車場があるのに、立派過ぎる駐輪場をつくった人を信じられない。 

前例主義にとらわれずに新しいことにトライを。真剣に物事にあたってほしい。 

「率直な意見を」ということなので、機会がなかったので書きました。市長にも届けてほしい。ま

ちづくりにはいろいろ意見をもっているが、コロナ渦も今必要なのはパフォーマンスよりも他の自

治体に遅れをとっている医療福祉など生活基盤の向上に力を入れるべきである。本町 BASE、LGBT、

刃物回廊などは大半の市民の生活に何の意味ももたらさない。働き方改革も働かない事、育休や休

日の増加、労働時間の短縮などコロナ渦で苦しんでいる市民に先んじて公務員が率先するのは間違

い。絵本の源泉がすべて市民の税金の公民員が税金を払っている市民よりも楽をするのはおかしい

という河村市長の意見を受けた尾関市長は変節したのか。役員も市長を見て仕事をするのではなく、

常に市民の方を見て仕事をしてもらいたい。市民は市長、役員の仕事を見ています。連日（12/25現

在）感染者の発生が止まらない市のコロナ対策は市の感染の実態がすべて不明。情報開示を提案！

市民の貴重な財産、市庁舎 7Fの 330 ㎡の大フロア、絵描き市長の道楽の延長で多額の税金を投入し

てつくった桃紅美術館、観覧者なくほとんど閉館に近い。桃紅の作品を幼児、小学生に理解させる

のは絶対ムリ。直ちに閉館して賃貸事務所として収入増加を図るべき。次善の提案（多額の費用が

掛かるので賛成ではないが）モネ美術館に。 

国、県に対する積極的協調体制強化を図った大規模な市政運営を行ってほしい（公共交通、住環境、

都市整備等）。 

電気、水道等の一環した工事の進め方。たび重なる道路工事の無駄。環境に配慮した道路整備。 

現在は車での生活で不便はありませんが、５年後、10 年後を思いますと「どうすれば…」と思う事

は増えるだろうと。なんでも相談できる所があれば、人は孤立しないかと。横の繋がり、情報等を

大切にします。 

市外との関わり、岐阜市長とのつながりを増やしてほしい。 

行政サービスについて 
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関チケの販売はとてもよかったと思います。また、そのような機会があれば売り手、買い手ともに

よい効果があるのではないかと思います。関は子どもに対しても手当が厚くとてもありがたいと感

じています。 

政策の実行は耳にするが、実際の生活の中で実感できない。 

行政の行うまちづくりが市民にあまり周知されず、終わってしまっている。広報はあるが、「やって

いる内容が利用できる人だけ得をする」「知っている人が得をする」になっていることもある。行政

のやってる感の自己満足にならないといいと思う。とても大きく、素敵な事務机や椅子で多勢の人

で仕事をしているのに、人の使い過ぎと思います。民間は少ない人数でいろんな仕事をこなしてま

す。知恵を絞って！ 

市政の恩恵を受けている感がない。納税者として虚無感しか感じない。 

せきチケなど、子どもも老人関係なく平等であってほしい。 

各機関、部署との連携（年々進んでいるが課題への役割分担ラインが、まだまだハッキリしていな

い）が、まだ十分ではないに思われる。 

体育館活用（定期使用）しています。申請書類が多くて困っています。 

市職員・行政職員について 

市役所の人の対応が悪い時があって、相談しにくい。 

教育総務課でやりとりする時が何度かあったが、見下した対応がいつも不快な気持ちにさせられま

す。サービス業のにとまでは言いませんが、市民の意見を聞く姿勢も必要ではありませんか？見下

すような態度ではなくスマートな対応をお願いします。 

市職員の人数の多さ(無駄)。管理職が多くいつ行っても仕事していない。交通の不便。 

保健センターの対応が微妙。外とのかかわりがほしくて行っても「相談なければまたに。」と言われ

たことがある。他県から嫁いで来てる人も、私含め多いのに。 

子どもの検診の時ですが、保健師の指導は誰がしているのでしょう！保護者に対しての伝え方を気

を付けないと、真面目に受け取ってしまう人だったら病んでしまいますよ！ 

役所の職員が多すぎ。仕事を何もしていない人が多い。税金の無駄遣いをし過ぎ。 

市の職員の数が多すぎると思う。 

市役所の職員の態度対応が悪い。 

市役所の窓口に行くと対応する職員によって対応に大きな差がある。こちらの身になって、とても

親切に接して下さる方と、「規則ですから…」と冷たい対応をする人がいます。まったく同じように

とは言いませんが、普通の市民に対しては優しく接してほしい。クレーマーには毅然とした態度で。 

市役所へ行くと、おしゃべりをしたりしている職員を良く見ます。人が多すぎませんか？大切な税

金です。大切に使ってください。働かない人には給与を減らしてもいいのでは。ずっと関市に納税

している身としては憤りを覚えます。 

人口減少やコロナ禍等々の中、職員の皆さま頑張っておられると感じます。 

最近市長をはじめ職員の態度に奢りが多々見受けられる。まったく親しみを感じないし協力しよう

という気持ちにならない。企業･個人は厳しい財政状況なのにまったく関係ないように振る舞う。尾

関市長も多選の弊害が出てきたのではないでしょうか？ 
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市役所の対応（態度）が悪い。 

図書館員の注意が失礼な態度で不愉快。子どもが本選びで少し声を出しただけで静かに、と言われ

た。利用しない理由は図書館員が生意気で感じが悪いから。 

各事務所の人は、地元地理状況がわかって対応してもらいたい。 

職員の移動について教えてほしい。職場に慣れたと思ったら、すぐ変わる。適した職、適した人材

を頼みます。 

娘は各務原へ嫁ぎましたが、市役所の職員の方々が関市はとても親切だったと言っていました。他

をみて気が付くということがありますが、本当ですね。ありがたいことです。 

その他 

応援、激励、意見など 

関市ならではの魅力がたくさんあり、関市外でその広告などを見つけたときとても誇らしく思いま

す。地域の文化に根付く行事などもたくさんあり、愛着のあるまちです。これからを担う私たちの

世代でも継いでいき、この伝統あるまちとして残していきたいと思える街です。みんな大好き関の

まち。 

他の地域に住んだことが無いので、比べる対象はありませんですが、もっと外に出やすいまたは内

で生活しやすいまちであってほしいと思います。良くも悪くも何もない街だと思っています。 

生まれも育ちも関の私は、他の県や市へ行っても、やっぱり関が１番だなぁと思います。これから

も良いまちづくり頑張ってください。 

暮らしやすく、イベントなども多くとても満足しています。これからにも期待しています。 

何が原因かわかりませんが、人間不信で毎日心が疲れています。他人とのコミュニケーションもわ

からず、直接言わなければ言っていいらしく郵便局で仕事をしていた時に、壁をはさんで悪口や叫

ぶ声、隠語や比喩で仕事を辞めざるをえませんでした。関市がではなく、こんな世界に生きる意味

がない。暮らすのに特段不便でなければ、今のところ転居を考えていないので、９割ぐらい興味が

ないです。 

コロナで大変かと思いますが、医療、高齢者福祉に関わる人は家族を含めて命を守るために気を使

い生活しています。経済と命の大切さ（支援、防災、交通安全等）バランスやタイミング、関市民

が安心して生活できるよう運営をお願いしたいです。 

関市は住人としてはとてもよいまちでありがたいです。しかし外へ向けての認知度は低く、これは

岐阜県全体に言える事ですが、もう少し発想を新しく・面白くしていただきたいです。住みやすく

よいまちの次は、面白さ（興味深いという事）がさらに深みを増すと思います。 

まちづくりの一環にあてはまるかはわかりませんが、コミュニティの場を広げていることは素晴ら

しいことだと思います。苦難はいろいろあるかと思いますが、関市のより良い発展のために頑張っ

てください。 

市の職員の方など、親切で熱心に活動されていて住みやすい街だと思います。中傷が多い世の中に

なっていますが、若い人たちが今後、思いやりを持てるように育っていってくれると良いと思いま

す。 

なんだか街の活気が無くなってきています。 
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毎日の生活が不便。中央だけが住み良いでは不満だらけ。関市には住みたくないと思う毎日。年を

とることが怖い！ 

路上駐車やスーパーの車いすの駐車スペースに関係のない車が駐車していたり、モラルが低いと感

じる。自転車や徒歩よりも車が優先の運転をする人が多く、危険を感じることが多々ある。（まちづ

くりに関係なかったらすみません）。 

関市のまちづくりに町を廻っていると市長のまちづくりの思いが伝わってきます。感謝しています。 

関市は住みよいまちだと思います。公園や本町など前とは変わって良くなってきたと思いますがも

う少し活気があるといいかと。高齢化社会になり不安のない生活、高齢者も生きがいをもって暮ら

せる街になると良いと思います。 

不公平のないようにやってください。 

今後関市が発展していくことを望みます。 

仕事の関係で全国をまわっていましたが、関市、まちは日本一だと思います。これからも末永く家

が続きますように願っております。まちがきれい。災害があまり無い。日本の中心。川が綺麗。山

が綺麗。 

少子高齢化が加速し、この先どうなるのか心配です。また、農地の宅地化も進み景色も変わってし

まい、寂しく思います。 

リーダー（市長さん）の考えとアンケートなど市民の声を参考にしながら、今後ともご活躍くださ

いますようお願いします。 

私が関市に住んでいられるのは尾関市長のおかげであります。今後ともよろしくお願いします。 

私達の年代にしては住みよいまちだと思います。山があり川があってウォーキングも楽しくてそれ

なりに楽しい日々で充実しています。 

防災無線について 

広報関の放送が聞こえません。 

地域無線の声が聞き取りにくいため、同居している祖母（高齢者は耳が遠いのでほとんど広報せき

の放送が聞こえてない）が家にいつもいるのに聞こえない。３年間県外に住んでいたが、そこでは

各家庭に一台防災無線があり、家の中でも無線がしっかり聞けていた。是非そのようにしてほしい。 

外の広報放送防災行政無線は、屋内だと何を言っているのかわからない。屋内にある受信機でも同

時に放送してください。 

同報無線の音、声が聞き取りにくい。各家庭に受信機があったら良いと思います。緊急の時に音声

がわかりづらいと困ってしまいます。 

防災無線の声が家の中にいてもまったく聞こえないから改善してほしい。 

雨や風が強い日はまったく防災放送が聞こえない。天気の良い日でも声が割れて聞きづらい。何を

話しているかわかった事は関市に住んで一回もない！ 

広報が街中に流れますが、何を言っているのか全然聞き取れません。とても残念に思います。 

広報等の放送が聞き取れないのでチェックをお願いします。 

防災無線が聞きづらいです。夕方 5 時以降、春日神社から安桜小の道路ですが、踏切から消防署を

通り、信号までの車の量が大変多くて困っています。 
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防災無線が聞こえにくい。 

公共施設について 

私は普段岐阜市の高校へ通っているので、休日の 12時に流れる関市民の歌を聞くとなぜかわかりま

せんが自然と心が安心します。 

様々な施設を日頃から活用させていただいています。また、生活の中で施策を利用させていただい

ており、感謝しております。 

小中学校のトイレがきれいになって嬉しい。中池の公園に木陰や休憩スペースを増やしてほしい（一

宮の 138 タワーの公園みたいな）。中池のプールを新しくしてほしい（坂祝のプールみたいな）。 

ハローワークや市役所を土日にもっと利用できるようにしてもらいたい。 

コロナ禍で市外県外への移動を避けたい。市民が充実した生活が送れるように、地域の公民館ふれ

あいセンターをもっと活用して、住民のために使ってほしい。遊び場、イベント（少人数）今こそ

地域力を発揮する時。まったく地域のためになっていない。 

防災無線が聞き取りにくいし、聞こえない時があるので何とかしてほしい。 

今はなんとか過ごせているので関市の事にどちらかといえば無関心なのですが（申し訳ありませ

ん）、あんまり公共施設も利用しません！ 

広報誌は詳しく説明されていると思います。が、読んでない方もあると思います。若草プラザなど

利用されている方は毎日ですが、知らずに利用されてない方にどう伝えたらいいでしょう。学習館、

体育館、福祉館の３棟を詳しく広報（？）で知らせてください。 

個別受信機ではなく是非！タブレットに！ 

コロナが広がっているが、関市のわかくさプラザ福祉会館には毎日同じメンバーが独占している。

カラオケ等早々に閉鎖した方が良いと思う。 

市立図書館の蔵書を増やしてほしい。 

公設市場はもう役割を終わっているのでは？交付金で運営は税金のタレ流しでは。それとももっと

施設を活用する方法を考えてみては？ 

郵便局（本局）の出入り、駐車場が不便。何とかしてほしい。 

インターネットや通信環境に関すること 

テレビ電波の強化。 

公式 LINEで情報を得やすくなり、コロナ禍でも施設の空き情報を配信してもらえて助かりました。

今後も密を避けるために市の施設のネット予約などが進むと便利で助かります。それと同時にネッ

トが使えない人へのサポートや対面での案内にも力を入れていただけると良いと思います。 

旧関市以外の地域にも、CCN のＴＶ目線がほしいまた、フレッツ光やコミュファ光と同様の光回線が

ほしい。 

都市計画税を支払っているのに武芸川地区は対象になっていない光通信、ケーブルテレビなどの電

波状況が悪い。コロナ禍で特に必要となっているので考えてほしい。 

武芸川地区在住です。インターネットの環境が悪いです。光通信がないため遅いです。ケーブルの

ため、他のサービスが受けられません。次世代の子たちも通信環境が悪いと戻ってきません。 
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武芸川地区光回線の充実を強く要請します。ＣＣＮ以外の中電コミュファ光、NTT 光回線が直近で開

通できるよう企業への働きかけを強く要請します。ブロードバントが充実していないため。 

高齢者に IT の教育をする場があると助かる。 

インターネットとかホームページなど年齢的に理解できない者は、情報が知れない事柄があります。 

新型コロナウイルス感染症予防対策など関連事項について 

コロナで売上が減ってしまった中小企業等（飲食店なども）の方の生活、事業が続けられるように、

家賃免除など何とか乗り越えられるような対策を市や自治体などでも考えていただけると、失業者

などが増えず、治安も悪くならないかと思います。 

コロナでの市民への特別対策をしているが、子育て世代への対策ばかりしているのが目立つ。収入

が減るのは子育て世代だけではないのに。商品券を無料配布しているのは、不平等で納得いかない。

プレミアム商品券の 2 回目の販売方法も、とりあえず余った券を裁く感じで腹が立った。これで税

金ばかり増えるのは納得できないので、増税はやめてほしい。 

コロナの影響のため、人とのかかわりが少なくなってきている(自治区)。感染の方との生活間での

接触が気になる。政府の進めるココアの運用を市民へ進めてもよいのでは？ 

今年コロナ禍で関市のすべてのイベントが中止になっていましました。来年度からはどうなるのか、

全然先が見えません。本町 Baseをもう少し活用するなり、宣伝して町の活力を上げていっていただ

きたい。 

コロナ禍で大変な生活を余儀なくされております。私共も自営業で売上は昨年の３割～４割減の売

上となっておりますが、飲食業、美理容業を営んでいられる方は、もっと深刻な状態となっておる

と思われます。関市としてどんな支援があるのでしょうか？支援をお願いします。 

コロナが流行している中、感染がどこで起きているのか？自粛と言いますが外出は？控えるように

と言いますが、ある程度の情報を知らせる方法が必要かと思いますが？(プライベートの事もありま

す）市としてどのようなことをしているのか、あまり目につかないように思う。 

多分野にわたる複数意見 

飲食店がもっとほしい。夜が暗いので街灯がほしい。アパートなので広報が来ない。女性の給料が

少ない。男女平等がいい。 

交通の便が悪い。プレミアム商品券はありがたかった。自治会大変。高齢世帯が多くて子育て世帯

に負担、医療費、高卒まで 0 円にしてほしい。 

中池の体育館をもっと大きくきれいにしてほしいです。関市出身の Lisaと協力してもっとあぴーる

したら盛り上がるとずっと思っていますが関市出身じゃないのですか？川ごみが流れないように見

張ってほしい。関市全体で川をきれいにする取り組みが必要かと思う。関市は嫌いじゃないけど魅

力は乏しい。ですが 3,000 人の中に選んでいただきありがとうございました。共に頑張っていきま

しょう！ 

空き家問題の取り組み強化。人口減少地策強化。高齢化対策。高速道路へのアクセスが便利な関市

なので、それを活かした取り組みをするとよいのではないか。例えば工場誘致、オリンピック候補

になるような選手を育成するトレーニングセンター施設、バスツアーの途中で立ち寄れる「刃物の

町を活かす」施設建設など。 
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関のことは大好きです。「ふるさと」が流れてくるとジーンとします。小中学校への支援は厚いが、

高・大に対してはまったくない。コロナ時のクーポン配布についてもなぜ小中だけが優遇されるの

か、不平等だと思った。教育→一人一台のタブレットは本当に必要なのか。 

市長さんや職員の皆さまの平素のご努力に敬意を表します！IT 社会が急速に進んでいる時代です。

「県市民税」の申告書を他市なみにホームページから出力できるようにお願いします。運転免許返

納したいが今の交通（バス）状態では生活に著しい支障があります。資源ごみ（新聞等）の回収が

小中校の回収に変更になりましたが回収回数が少なく雨天中止もありあふれてしまい困っていま

す。見直しを。牛乳パックどうするの。 

集会場の修理など援助金があるとうれしいです。通学路など草がのびていて時々は手入れをしてく

ださい。暗い所などには外燈をつけてほしいです。（話が出てから何年もたっています。）国道もど

こを走ってもきたないです。 

避難場所が橋を渡らないと行けないので、各地の避難場所の再検討を。小学校の校庭、敷地が草が

大量に生えています。敷地内特に運動場の整備をしてあげてください。動物遺棄（特に猫）が増え

ています。遺棄が犯罪である事を皆さんは知っているのでしょうか（敷地内に捨てていかれる方も

あります）。 

アンケート調査について 

このようなアンケートを QR コードで読み取って入力できたらいいと思います。 

アンケートに答えるだけではなく、少しでも違いを起こしていただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします！ 

このアンケートはネット上でやってはダメなのですか？その方が集計も早いような気がしますが…

（年配の方は難しいからかな…）。アンケートに応えたら何か（例えばごみ袋プレゼントなど）特典

があると収率は上がると思います。 

このようなアンケートは紙ではなくＷＥＢアンケートにすべき。アンケート作成、実施、回収の時

短、リアルタイムな簡単集計、回収率も高く、安全であるという理由。 

問６施策の項目が多く答えづらい。「わからない」「関わりがない」という選択がほしい。そこが多

いのであれば、市民に理解、浸透していないと言えるのではないか。 

上下水道が高い。こういったアンケートを取らないで、お金が掛かるから。 

３年前、主人が倒れ今はひとり暮らしです。アンケートに答えられていません。申し訳ありません。

介護⑤で首から下がまったく動かないので、母に会いに行ってましたが、コロナで週一回で（15分）。

今は美濃加茂市の介護センターに入っています。関ではいろんなところを出たり入ったりと大変で

関では入る所がなくなってしまいました。年金だけで生活をしていますので、とても大変です。 

アンケートに答えたらわからないことばかりで市の取り組み気づくことなく過ごしていたと思いま

した。また、それが普通と思っていて答えるのが難しかったです。 

アンケートもメールで行ったらどうでしょうか？特に若い方に！ 

このような調査はインターネットを介したアンケートに変えていくとよいと感じました。（国勢調査

は楽でしたし、市職員の負担軽減にもつながると思います）。 

施策の満足度重要性が数多く質問されてましたが、それぞれに対する現在の関市の現状がどうなの
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かわからないので率直に評価できません。 

関市の事を知らなさ過ぎると、アンケートを見てつくづく思いました。 

アンケート自体が役所的考えになっている。もっとフランクに考えて、質問方法（内容）を考えて。 

このような長文アンケートは手間がかかるので迷惑。職員が回って直接聞けば良いのでは？ 

その他 

小学校の子どもがいます。生徒が体調を崩した時など授業中職員室からの応援、救護できるようト

ランシーバーか内線または携帯電話を先生に持たせてほしい。子ども一人で保健室へ行った事があ

ります。よろしくお願いします。 

住みやすく魅力的な関市になるようにするには、住民の意識改革が必要だろうと思います。その前

にコロナが落ち着きますように。 

いつも事前の知らせなく道を通行止めにして工事しており迷惑。 

そんなに興味がないのでお役に立てず、すみません。 

大雨警報などで、関市は広すぎて一緒にされて学校等休みになってしまう。板取・関・上之保と３

つくらいに分かれれば良いのに…。分けてほしい。 

夫に聞きましたが、二人で相談して妻が意見を書きました。すみません。 

私は無職です。主人を亡くしました。お金もありません。 

家庭の事情で独り暮らしをしていますが、家族でも今の若者が家庭をもっと外へ家庭を求めて行き、

残った者が独り暮らしになり孤独になります。いろいろなサービスがあっても参加できない（性格

的に）。 

関社協の仕組、助成金等が不明。 

特記事項はありません。 
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