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三倉地区中学生以上全住民アンケート
調査実施について

• 目的：三倉地区に今後も住み続けるための支えあいの
しくみを作るため、今ある課題を把握する。

• 対象者：三倉地区にお住まいの中学生以上の方全員

• アンケート実施から本日までのスケジュール

実施項目 年月日 内容等

町内会長説明 令和元年１２月 ６日
○趣旨説明及び協力依頼
○29年度実施

ワークショップの報告

事前説明及び
アンケート作成会議

令和元年１２月２６日 ○町内会代表者によるアンケート
項目検討

アンケート実施 令和２年１月配布
２月回収

○町内会長、組長の協力により、
アンケート配布及び回収

アンケート結果報告会 令和２年１２月２６日 ○当初３～４月開催予定だったが、
新型コロナ感染症拡大により延期



アンケート回答者属性（全体の票数：611票）

回答者の年代は60歳代が20.5%と最多であり、
50歳以上が75.4%を占めている。

＜性別＞
1.男性 277 （45.3%）
2.女性 284 （46.5%）
無回答 50 （8.2%）

＜年齢＞
1.10歳代 15 （3.0%）
2.20歳代 31 （5.1%）
3.30歳代 35 （5.7%）
4.40歳代 45 （7.4%）
5.50歳代 78 （12.8%）
6.60歳代 125 （20.5%）
7.70歳代 120 （19.6%）
8.80歳代 109 （17.8%）
9.90歳以上 29 （4.7%）
無回答 24 （3.9%）

＜お住まいの町内会＞
1.黒田 71 （11.6%）
2.三倉 123 （20.1%）
3.中村 41 （6.7%）
4.上野平 57 （9.3%）
5.大河内 52 （8.5%）
6.木根 0 （0.0%）
7.乙丸 70 （11.5%）
8.大府川 17 （2.8%）
9.中野 28       （4.6%）
10.大久保 56       （9.2%）
11.田能 53 （8.7%）
無回答 43 （7.0%）

＜職業＞
1.農業、林業 77  （12.0%）
2.自営業（1以外） 37  （5.8%）
3.会社員・団体職員 150 (23.4%）

・公務員
4.会社役員 17 （2.7%）
5.専業主婦（夫） 50 （7.8%）
6.生徒、学生 16 （2.5%）
7.パート、アルバイト 78     (12.2%)
8.無職 164   (25.6%)
9.その他 14 （2.2%）
無回答 37 (5.8%)
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住み続ける予定 住み続けたいが、転出するかもしれない 転出予定 わからない

年代別「三倉地区に住み続ける予定」の割合 （回答者563名）

10歳代は「転出予定」が40％だが、20歳代では21.4％、30歳代では5.9％と
低下。60歳代以上は60％以上が「住み続ける予定」と回答。

（％）

※「進学、就職などで転出するが、戻ってくる予定」はどの年代も回答者ゼロのため省略しました。



372

302

259

107

90

89

37

36

31

25

23

22

9

0 50 100 150 200 250 300 350 400

4.自然豊か（山、川、空気、日当たりなど）

1.治安が良く安心して住める

2.住民のつながり・助け合い

12.特にない

7.農業・林業ができる

3.伝統行事の伝承

10.道路が整備され移動しやすい

8.働く場所に行きやすい

5.子育てしやすい

6.移住者が入りやすい

11.観光施設が魅力的

9.買い物に行きやすい

13.その他

三倉地区に住んでいて、あなたが良いと思う点（複数回答）

自然や治安、住民のつながりを
三倉地区の良い点として挙げる
人が多い。
一方、買い物への行きやすさや
移住者の入りやすさと回答する
人は少ない。

（人）
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5.買い物する店が近くにない

19.猪や鹿等の鳥獣被害
7.通学・買い物・通院などの移動

9.災害時への備えや避難

11.インターネットが整備されていない

18.道路が整備されていない

8.働く場所へ通いにくい

1.地域のつきあいや活動(町内会活動)
15.家族の介護

16.健康の維持

2.気軽に集まる機会・場所がない

10.仕事の後継者がいない

12.結婚
13.子育て

14.遊び相手がいない

17.進学（塾がない）、就職

20.特にない

3.相談できる相手がいない
6.庭作業や簡単な修理などの軽作業

4.食事、洗濯などの日常生活

21.その他

三倉地区に住んでいて、あなたが不安に思うこと（複数回答）

三倉地区で不安に思う点として、
買い物や移動の不便さに加えて、
鳥獣被害や農地山林の維持管理
など、自然の豊富さと表裏一体
の内容が主に挙げられていた。
また、インターネットの整備に
ついては問９の自由記述でも複
数の回答者が言及していた。

（人）
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10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

治安が良く安心して住める 住民のつながり・助け合い

伝統行事の伝承 自然豊か（山、川、空気、日当たりなど）

子育てしやすい 移住者が入りやすい

農業・林業ができる 働く場所に行きやすい

買い物に行きやすい 道路が整備され移動しやすい

観光施設が魅力的（やまめの里、戦国夢街道 など） 特にない

その他

年代別の「三倉地区で良いと思うこと」の割合【50歳未満】（複数回答あり）

50歳未満のどの年代も、各項目のうち「自然豊か」への回答が最も多く、
「住民のつながり・助け合い」「治安が良く安心して住める」が2，3位
（10歳代のみ「伝統行事の伝承」が2位）を占めている。

（％）
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治安が良く安心して住める 住民のつながり・助け合い

伝統行事の伝承 自然豊か（山、川、空気、日当たりなど）

子育てしやすい 移住者が入りやすい

農業・林業ができる 働く場所に行きやすい

買い物に行きやすい 道路が整備され移動しやすい

観光施設が魅力的（やまめの里、戦国夢街道 など） 特にない

その他

年代別の「三倉地区で良いと思うこと」の割合【50歳以上】（複数回答あり）

50歳以上でも上位3位は50歳未満と同じとなっている。

（％）
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10歳代

20歳代
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40歳代

地域のつきあいや活動(町内会活動) 気軽に集まる機会・場所がない 相談できる相手がいない

食事、洗濯などの日常生活 買い物する店が近くにない 庭作業や簡単な修理などの軽作業

通学・買い物・通院などの移動 働く場所へ通いにくい 災害時への備えや避難

仕事の後継者がいない インターネットが整備されていない 結婚

子育て 遊び相手がいない 家族の介護

健康の維持 進学（塾がない）就職 道路が整備されていない

猪や鹿等の鳥獣被害 特にない その他

「買い物する店が近くにない」「通学・買い物・通院などの移動」が共通して上位3
位以内に入っている。10歳代、40歳代では「インターネットの未整備」、20歳代、
30歳代では「災害時の備えや避難」への回答が多い。

年代別の「三倉地区に住んでいて不安なこと、困っていること」の割合
【50歳未満】 （複数回答あり）

（％）
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n=160

n=212
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地域のつきあいや活動(町内会活動) 気軽に集まる機会・場所がない 相談できる相手がいない 食事、洗濯などの日常生活

買い物する店が近くにない 庭作業や簡単な修理などの軽作業 通学・買い物・通院などの移動 働く場所へ通いにくい

災害時への備えや避難 仕事の後継者がいない インターネットが整備されていない 結婚

子育て 遊び相手がいない 家族の介護 健康の維持

進学（塾がない）就職 道路が整備されていない 猪や鹿等の鳥獣被害 特にない

その他

年代別の「三倉地区に住んでいて不安なこと、困っていること」の割合
【50歳以上】 （複数回答あり）

「買い物する店が近くにない」「猪や鹿等の鳥獣被害」が共通して上位3位以内に
入る。50歳代では「インターネットの未整備」60歳代では「災害時への備えや避
難」も多い。また、「通学・買い物・通院などの移動」も全年代で10%前後いる。

（％）
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地域で不足度の高い活動

（重要度）重要である／やや重要である：1点
（重要度）あまり重要でない／重要でない：－1点
（満足度）満足・十分活動している／やや満足している：1点
（満足度）やや不満である／不満である 活動が足りない：－1点
（共通）どちらともいえない／活動内容が分からない：0点
として集計
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例大祭以外の地区住民が集うイベント開催

例大祭など、地区の伝統文化の継承

子供会など、主に子ども対象の行事・イベント開催

サークル、教室、スポーツ、体操など、生涯学習や健康づくり活動

地区外の人を呼び込むための観光や体験などの交流活動

居場所・サロン、敬老会など主に高齢者対象の行事・イベント開催

障がいの有無、年齢、性別に関わらず参加できる地域の活動

地域の産物を販売、購入する経済活動

防火・避難訓練・避難所運営訓練など、消防や防災の活動

インターネット等を活用した地域住民以外への広報や情報発信

乳幼児、未就学児や障がい児を持つ家庭に対する子育て支援活動

高齢者の見守り、弁当宅配、食事づくり、洗濯などの生活支援活動

買い物・通院・通学などの移動支援活動
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防火・避難訓練・避難所運営訓練など、消防や防災の活動

買い物・通院・通学などの移動支援活動

高齢者の見守り、弁当宅配、食事づくり、洗濯などの

生活支援活動

例大祭など、地区の伝統文化の継承

乳幼児、未就学児や障がい児を持つ家庭に対する

子育て支援活動

居場所・サロン、敬老会など主に高齢者対象の行事・

イベント開催

地域の産物を販売、購入する経済活動（三倉茶、

椎茸、山菜、しゃりん糖、うぐいす餅、三倉石など）

重要である やや重要である どちらともいえない

あまり重要でない 重要でない 活動内容がわからない

（参考１）「三倉地区での活動」別の
「重要度」の割合

重要度の高い項目は、居住環境の整備、続いて文化的・経済的活動、
子育て・介護予防があげられている。
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インターネット等を活用した地域住民以外への

広報や情報発信

地区外の人を呼び込むための観光や体験などの交流活動

（戦国夢街道、塩の道、星空、雑木林の紅葉など）

サークル、教室、スポーツ、体操など、生涯学習や

健康づくり活動

障がいの有無、年齢、性別に関わらず参加できる

地域の活動

例大祭以外の地区住民が集うイベント開催

子ども会など、主に子ども対象の行事・イベント開催

重要である やや重要である どちらともいえない

あまり重要でない 重要でない 活動内容がわからない

（参考２）「三倉地区での活動」別の
「重要度」の割合

重要度の割合が中央～低い項目は、文化的・経済的活動、子育て・
介護予防に関するイベント活動が多かった。例大祭のような地域の伝
統文化を継承するもの以外のイベントへの重要度は相対的に低くなっ
ている。

（人）
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例大祭など、地区の伝統文化の継承

防火・避難訓練・避難所運営訓練など、消防や防災の活動

例大祭以外の地区住民が集うイベント開催

買い物・通院・通学などの移動支援活動

居場所・サロン、敬老会など、主に高齢者対象の行事・

イベント開催

高齢者の見守り、弁当宅配、食事づくり、洗濯などの

生活支援活動

地域の産物を販売、購入する経済活動（三倉茶、

椎茸、山菜、しゃりん糖、うぐいす餅、三倉石など）

満足・十分活動している やや満足している どちらともいえない

やや不満である 不満である 活動内容がわからない

（参考３）「三倉地区での活動」別の
「満足度」の割合

満足度の高い～中央の項目は、文化的・経済的活動や居住環境の整備が
あげられている。ただし、後者のうち移動支援活動は不満も大きい。



2.2

3.0

2.4

2.0

1.1

1.6

7.9

6.5

4.7

3.1

3.9

2.9

55.1

60.8

54.3

51.8

44.5

51.8

7.7

5.6

6.4

6.8

7.5

7.2

8.3

6.0

6.0

5.9

13.7

7.4

18.8

18.1

26.2

30.4

29.2

29.1

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

地区外の人を呼び込むための観光や体験などの交流活動

（戦国夢街道、塩の道、星空、雑木林の紅葉など）

サークル、教室、スポーツ、体操など、生涯学習や

健康づくり活動

子供会など、主に子ども対象の行事・イベント開催

障がいの有無、年齢、性別に関わらず参加できる

地域の活動

インターネット等を活用した地域住民以外への

広報や情報発信

乳幼児、未就学児や障がい児を持つ家庭に対する

子育て支援活動

満足・十分活動している やや満足している どちらともいえない

やや不満である 不満である 活動内容がわからない

（参考４）「三倉地区での活動」別の
「満足度」の割合

満足度の割合が低い項目は子育て・介護予防が多い。特に子育て支援活動
への満足度が低く、高齢者対象の行事への満足度と対照的。加えて、広報
や情報発信への不満も比較的大きい。



各商店等における「買い物する頻度」の割合

週1回以上利用すると回答した割合が高かったのは「三倉地区以外の森町内の
スーパーマーケット、お店」で、「森町外のスーパーマーケット」が続く。
地区内のお店の利用者は少なく、宅配を利用している人の方が多い。

1.0

12.4

9.5

0.2

0.7

2.8

33.3

24.7

5.2

12.0

0.8

15.0

13.4

0.8

2.3

1.6

4.6

8.7

1.0

2.3

23.9

3.0

2.9

21.3

16.9

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

三倉地区内のお店

三倉地区以外の森町内のスーパーマーケット、

お店

森町外のスーパーマーケット

自宅近くに来る移動販売車

宅配(ヨシケイ、おうちCO-OP、パルシステム、

ネット販売など)

週に5日程度 週に1日程度 月に2～3日程度 月に1日またはそれ以下 行けない・行かない

n=184

n=414

n=362

n=174

n=208



主に一緒に買い物に行く人、買い物をお願いする人

買い物には「自分一人で」行くと回答した人が最も多く、「同居の家族」と
合わせると全体の92.4％にのぼる。また、自分では行かないと回答した人の
多くが、「同居の家族」が代わりに買い物に行くと回答している。

自分一人で
46.8%

同居の家族
45.6%

行けない・行かな

い
3.8%

同居以外の親族
2.6%

近所の人
0.8% その他

0.4%

買い物は主にどなたと行きますか？（n=502）

同居の家族
74.5%

同居以外の親族
15.7%

ヘルパー（介護保険・障害

福祉サービス）

5.9%

近所の人
3.9%

その他
0.0%

主に買い物をお願いするのはどなたですか？（n=208）



287

261

138

36

33

26

23

22

20

18

14

14

11

11

8

0

0 50 100 150 200 250 300 350

例大祭など地区の伝統文化の継承

防火・避難訓練など消防や防災の活動

地区住民が集うイベント開催協力

買い物、通院、通学などの移動支援活動

子どもの見守り活動（通学時・放課後等）

地域の産物を販売する経済活動

高齢者対象の行事・イベント開催協力

子ども対象の行事・イベント開催協力

サークルなど生涯学習や健康づくり活動

高齢者の見守り、洗濯などの高齢者の生活支援活動

障がいの有無、年齢、性別に関わらず参加できる地域の活動

地域住民向けの広報や情報の共有

未就学児や障がい児を持つ家庭に対する子育て支援活動

地域住民以外への広報や情報発信

地区外の人を呼び込むための交流活動

その他

行っている活動（複数回答）

例大祭など伝統文化の継承、防災、
地区住民向けのイベントを行ってい
ると回答した住民が多い。それ以外
の活動は行っている人が大きく減り、
先に見た不足度の高い活動の上位3
つに入っていた高齢者の生活支援、
子育て支援についてはそれぞれ18人、
11人にとどまっている。

（人）



年代別「行っている活動」上位3位（複数回答）

全年代に共通して、上位3位に「防火・避難訓練など消防や防災の活動」、
「例大祭など地区の伝統文化の継承」が入っており、30歳代を除いて「地
区住民が集うイベント開催協力」も行っている人が多い。

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

1位

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

回答数 9 17 18 29 43 79 61 26 26 5

2位

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

地区住民
が集う
イベント
開催協力

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

例大祭など
地区の伝
統文化の
継承

地区住民
が集う
イベント
開催協力

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

回答数 8 9 16 24 41 72 58 10 3

3位

地区住民
が集う
イベント
開催協力

防火・避難
訓練など消
防や防災
の活動

子どもの見
守り活動
（通学時・
放課後等）

地区住民
が集う
イベント
開催協力

地区住民
が集う
イベント
開催協力

地区住民
が集う
イベント
開催協力

地区住民
が集う
イベント
開催協力

買い物、通
院、通学な
どの移動支

援

地区住民
が集う
イベント
開催協力

高齢者対
象の行事・
イベント
開催協力

地域の産
物を販売す
る経済活動

回答数 3 7 5 14 21 36 37 8 1 1 1

80歳代 90歳代以上



85

78

77

77

76

72

66

63

62

60

59

58

56

56

34

0

0 20 40 60 80 100

地域の産物を販売する経済活動

サークルなど生涯学習や健康づくり活動

高齢者対象の行事・イベント開催協力

地区外の人を呼び込むための交流活動

地区住民が集うイベント開催協力

障がいの有無、年齢、性別に関わらず参加できる地域の活動

子ども対象の行事・イベント開催協力

買い物、通院、通学などの移動支援活動

地域住民以外への広報や情報発信

地域住民向けの広報や情報の共有

防火・避難訓練など消防や防災の活動

未就学児や障がい児を持つ家庭に対する子育て支援活動

高齢者の見守り、洗濯などの高齢者の生活支援活動

子どもの見守り活動（通学時・放課後等）

例大祭など地区の伝統文化の継承

その他

行ってみたい活動・協力できる活動（複数回答）

地域の産物を販売する活動への回答が
最も多い。
先に見た不足度の高い活動の上位3つに
入っていた高齢者の生活支援、子育て
支援にも50人以上が回答している。

（人）



10歳代 30歳代 40歳代 60歳代 70歳代 80歳代

1位

地区外の人
を呼び込む
ための交流
活動

防火・避難
訓練など消
防や防災の
活動

買い物、通
院、通学な
どの移動支

援
活動

子ども対象
の行事・イ
ベント開催
協力

地域の産物
を販売する
経済活動

高齢者対象
の行事・イ
ベント開催
協力

地域の産物
を販売する
経済活動

地区住民が
集うイベント
開催協力

高齢者対象
の行事・イ
ベント開催
協力

回答数 5 8 5 10 12 23 25 11 3

2位
地区住民が
集うイベント
開催協力

地区住民が
集うイベント
開催協力

子ども対象
の行事・イ
ベント開催
協力

サークルな
ど生涯学習
や健康づく
り活動

サークルな
ど生涯学習
や健康づく
り活動

地域の産物
を販売する
経済活動

サークルな
ど生涯学習
や健康づく
り活動

障がいの有
無、年齢、
性別に関わ
らず参加
できる
地域の
活動

障がいの有
無、年齢、
性別に関わ
らず参加
できる
地域の
活動

サークルな
ど生涯学習
や健康づく
り活動

回答数 4 6 5 10 11 21 21 11 2 2

地域住民以
外への広報
や情報発信

買い物、通
院、通学な
どの移動支

援
活動

子ども対象
の行事・イ
ベント開催
協力

未就学児や
障がい児を
持つ家庭に
対する子育
て支援
活動

障がいの有
無、年齢、
性別に関わ
らず参加
できる
地域の
活動

地区住民が
集うイベント
開催協力

買い物、通
院、通学な
どの移動支

援
活動

地区住民が
集うイベント
開催協力

地区外の人
を呼び込む
ための交流
活動

地区外の人
を呼び込む
ための交流
活動

地区外の人
を呼び込む
ための交流
活動

地域住民向
けの広報や
情報の共有

4 5 5 5 9 10 10 19 20 10 2 2

地域住民向
けの広報や
情報の共有

地域住民以
外への広報
や情報発信

障がいの有
無、年齢、
性別に関わ
らず参加
できる
地域の
活動

地区外の人
を呼び込む
ための交流
活動

高齢者の見
守り、洗濯
などの高齢
者の生活支

援
活動

回答数 4 5 5 9 10

3位

20歳代 50歳代 90歳代以上

年代別「行ってみたい活動」上位3位（複数回答）

「行ってみたい活動」では、子育て世代である20歳代～40歳代で「子ども
対象の行事・イベント開催協力」が入っている。10歳代～20歳代では広報
や情報発信を行ってみたいという回答もみられる。

※同率が多いため、一部同じ回答者数の
ものが異なる順位の欄に入っています。



いざというときに相談できる相手の有無

「いざという時に助け合える人や信頼して相談できる人がいない」と回答
したのは回答者の15％で、そのうち、そうした人がいないことにより困っ
ている人は11％にとどまっている。

いる

85%

いない

15%

いざというときに助け合える人や信頼して相談できる

人がいますか？（n=518）

困っていない
89%

困っている
11%

「いない」ことで、日常生活で困っていることはありますか

（n=71）



困りごとを解消するための手助け
（先の質問で「困っている」と回答した人のみ）

「その他」の自由記述では、「プライバシーが守られるところ」や「送迎
ボランティア」、「近所の人」といった回答がみられた。

その他
75.0%

見守り活動ネットワーク
25.0%

町内会による相談窓口
0.0%

地区の人が気軽に集まれるたまり場

(自宅以外の居場所) 
0.0%

困り事を解消するためには、どのような手助けが

あると良いと思いますか（n=4）



今までに頼んで手伝ってもらったこと、頼まれて手伝ったこと

これまで手伝ってもらったり手伝ったりしたことの1位は「ゴミ出し、電
球交換、ちょっとした力仕事」であり「庭木の剪定、草取り」が続く。こ
うした日常の軽微な作業が助け合い行われている。

ゴミ出し､電球交換、

ちょっとした力仕事, 
22.9%

庭木の剪定､草取り, 
17.8%

見守り, 14.0%

送迎, 13.6%

話し相手, 
11.2%

買い物代行, 8.5%

掃除､洗濯, 3.5%

行政などの手続の代行, 
3.5%

その他, 3.1% 食事の支度, 1.9%

今までに頼んで手伝ってもらったこと、頼まれて手伝ったこと（n=258）



今後手伝ってほしいこと、頼みたいこと

今後手伝ってほしいこと、頼みたいことの上位4つはこれまで手伝ったこ
とと同じだが、5位に「行政などの手続きの代行」が入っている。

ゴミ出し､電球交換、

ちょっとした力仕事, 
20.1%

庭木の剪定､草取り, 
17.6%

見守り, 17.1%
送迎, 12.6%

行政などの手続の代行, 
10.1%

話し相手, 8.0%

買い物代行, 6.0%

掃除､洗濯, 3.5%

その他, 3.0%

食事の支度, 
2.0%

今後手伝ってほしいこと、頼みたいこと（n=199）



今後も住み続けるために必要なこと

いざという時に助け合える人がいない、という人は、
無回答を除くと15％にとどまり、そうした人の中で
も現状として困っているという人はわずか

ただし、調査対象者の半数近くが、これまで何かし
らの手伝いをしてもらったり、手伝ったりしたこと
がある
その上位は、ちょっとした力仕事、庭の手入れ、見
守り、送迎
買い物や移動は、住んでいて不安なこと、困ってい
ることの上位にもあがっている

⇒こうした生活上の不便を解消できるような支援の
仕組みを作ることが求められている


