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1－1.調査の目的 

平成 29 年 3 月に策定した「長浜市総合計画」（以下「総合計画」という。）において、10

年後の「めざすまちの姿」を『新たな感性を活かし みんなで未来を創るまち 長浜』と定め、

平成 31 年 3 月に策定した「長浜市総合計画第 2 期基本計画」（以下「基本計画」という。）を基

に各施策の取組を進めている。 

そこで、「めざすまちの姿」を実現すべく、今後の施策推進に向けての基礎資料とするため、「長浜

市民意識調査」を実施した。 

本調査は、総合計画で示された政策・施策（6 政策・58 施策〔一部集約〕）について市民

の満足度と重要度などを聞くものである。 

今回の調査票における総合計画で示された政策・施策の設問構成は以下のとおりである。 
 

 
表 1-1 総合計画に関連する政策及び施策 

(1) 市民・自治 

 1.人権を尊重する社会づくり 

2.女性も男性も共に参加する社会づくり 

3.多様な文化が共生する社会づくりと人や文化を通じた国際交流 

4.市民組織や団体などの活動へのサポート 

5.自治会の維持や地域の見守り活動 

6.市民が市政へ参加する機会づくり 

(2) 教育・文化 

 1.家庭での教育環境の充実 

2.学校での教育環境の充実 

3.地域と学校が連携した教育環境づくり 

4.大学との連携によるまちづくり 

5.子育てや教育について相談する体制 

6.小学校（義務教育学校）に入学するまでの教育の推進 

7.生涯を通じて学習する機会づくり 

8.文化芸術に触れる機会 

9.スポーツ活動の推進 

10.青少年が地域の活動に参加する機会 

(3) 健康・福祉 

 1.家庭や地域が連携した子育て体制づくり 

2.子どもを育てる環境や保育機能の充実 

3.子どもが遊んだり、体験する機会づくり 

4.結婚支援 

5.母子保健と子どもの医療サービス 

6.子育てにかかる経済的な負担の軽減 

7.高齢者の社会参加 

8.高齢者への介護や福祉のサービス 

9.しょうがい福祉の充実 

10.国民健康保険の安定した運営 

11.経済的に困っている人への自立支援 

12.健診などを通じた個人の健康づくりの推進 

13.健康を支え守るための環境整備 

1.調査概要 



6  

14.福祉を担う人材や団体の育成 

15.地域医療体制の充実 

(4)産業・交流 

 1.企業や地場産業への支援 

2.農業を持続させていくためのサポート 

3.森林の整備と林業の活性化 

4.鳥獣害の対策 

5.雇用や就労する機会の拡充 

6.企業の誘致 

7.地域の資源を活かした産業の育成 

8.伝統・歴史・文化の継承 

9.美しい景観の保全と創出 

10.移住者を受け入れる環境づくり 

11.市内で宿泊や滞在をする観光の推進 

12.地域が持つ魅力の発信と観光振興 

(5)安心・安全 

 1.防犯対策 

2.交通安全対策 

3.災害などに対する危機管理の体制 

4.地域による防災対策へのサポート 

(6) 環境・都市 

 1.地球温暖化対策 

2.再生可能エネルギーの利活用 

3.ごみの減量と不法投棄対策 

4.自然環境の保全と公害の未然防止 

5.緑の確保と公園の整備 

6.移住や定住につながる居住環境の整備づくり 

7.鉄道やバスの利便性 

8.中心市街地の活性化 

9.市内北部地域の活性化 

10 道路・橋・下水道などの整備 

11.ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提供 

 

 

1－2.調査の方法 

①調査期間 令和 4 年 4 月 25 日（月）～5 月 9 日（月） 

②調査対象者 18 歳以上の長浜市民 3,000 人 

③対象者の抽出方法 住民基本台帳から各地域の人口の割合に応じて無作為抽出 

④調査方法 郵送によるアンケートの配布、郵送またはインターネットでの回収 
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1－3.調査の内容 

表 1-2 主な調査項目 

項目 問 設問内容 

 

 

 
属性 

1 性別 

2 年齢 

3 居住地 

4 職業 

5 長浜市での居住経験 

6 家族形態 

7 居住形態 

 

 
 

住みやすさ 

1 「住み心地」 

2 「住み心地」につながる要素 

3 今後の定住意向 

4 住み続けたい理由 

5 転居したい理由 

6 長浜市の「良いところ」「愛着・誇りを感じるところ」 

進めていくべき取組 
1 進めていくべき取組 

2 子育て世代から選ばれる取組 

58 施策の満足度・重要度 
1 58 施策の満足度 

2 58 施策の重要度 

市からの情報発信 
1 情報取得の手段 

2 SNSやホームページ利用 

 
選挙における投票場所 

1 投票時期・場所 

2 投票にいかなかった理由 

3 投票環境 

 
 

運動・スポーツ 

1 運動・スポーツの頻度 

2 新型コロナウイルスの影響 

3 運動・スポーツの頻度の理由 

4 運動・スポーツの手段 
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1－4.調査票の配布及び回収結果 

 

①調査票配布枚数 3,000 件 

②有効回収数及び回収率 1,095 件（回収率 36.5％） 

 
表 1-3 調査票の配布数及び回収件数・回収率 

項目 合計 

配布数 3,000件 

有効回収件数 1,095件 

有効回収率 36.5％ 
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回答数 割合(%)

1 男性 456 41.6

2 女性 612 55.9

3 答えたくない 13 1.2

不明・無回答 14 1.3

1,095 100.0合　計

選択肢

①あなたの性別（1 つに○） 

②あなたの年齢（1 つに○） 

 
 

2－1.回答者の個人属性 
 

○ 回答者の性別構成は、「男性」が 41.6％、「女性」が 55.9％であった。 

 

 

図 2-1 回答者の性別 

 
 

○ 回答者の年齢構成は、「70～74 歳」が 19.7％と最も多かった。次いで「65～69 歳」が 

14.8％であり、65 歳以上の高齢者が回答者の 35.7%を占めた。 

 

 

図 2-2 回答者の年齢 

男性

41.6%

女性

55.9%

答えたくない

1.2%

不明・無回答

1.3%

(N=1,095)

男性 女性 答えたくない 不明・無回答

回答数 割合(%)

1 18～24歳 39 3.6

2 25～29歳 34 3.1

3 30～34歳 62 5.7

4 35～39歳 56 5.1

5 40～44歳 83 7.6

6 45～49歳 79 7.2

7 50～54歳 107 9.8

8 55～59歳 95 8.7

9 60～64歳 142 13.0

10 65～69歳 162 14.8

11 70～74歳 216 19.7

12 75歳以上 13 1.2

不明・無回答 7 0.6

1,095 100.1合　計

選択肢
3.6%

3.1%

5.7%

5.1%

7.6%

7.2%

9.8%

8.7%

13.0%

14.8%

19.7%

1.2%

0.6%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

18～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75歳以上

不明・無回答 (N=1,095)

2.調査結果 
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④あなたのご職業（１つに○） 

 

○ 回答者の居住地域は、人口の多い「長浜地域」が 47.0％と最も多かった。 

 

 

 

図 2-3 回答者のお住まいの地域 

 
 

○ 回答者の職業は、「会社員・公務員・団体職員」が 38.6％で最も多く、次いで「無職」

が 17.7％、「パート・アルバイト」が 17.3％、「家事専業」が 11.9％であった。 

 

 

 

 
 

図 2-4 回答者の職業 

回答数 割合(%)

1 長浜地域 515 47.0

2 浅井地域 127 11.6

3 びわ地域 74 6.8

4 虎姫地域 42 3.8

5 湖北地域 94 8.6

6 高月地域 100 9.1

7 木之本地域 55 5.0

8 余呉地域 34 3.1

9 西浅井地域 45 4.1

不明・無回答 9 0.8

1,095 99.9合　計

選択肢
47.0%

11.6%

6.8%

3.8%

8.6%

9.1%

5.0%

3.1%

4.1%

0.8%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

長浜地域

浅井地域

びわ地域

虎姫地域

湖北地域

高月地域

木之本地域

余呉地域

西浅井地域

不明・無回答 (N=1,095)

回答数 割合(%)

1 会社員・公務員・団体職員 423 38.6

2 自営業 65 5.9

3 農林水産業 23 2.1

4 パート・アルバイト 189 17.3

5 学生 16 1.5

6 家事専業 130 11.9

7 無職 194 17.7

8 その他 45 4.1

不明・無回答 10 0.9

1,095 100.0合　計

選択肢
38.6%

5.9%

2.1%

17.3%

1.5%

11.9%

17.7%

4.1%

0.9%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

会社員・公務員・団体職員

自営業

農林水産業

パート・アルバイト

学生

家事専業

無職

その他

不明・無回答
(N=1,095)

③お住まいの地域（１つに○） 
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○ 「生まれてからずっと長浜市に住んでいる」が 42.4％であった。 
 

 

 

図 2-5 回答者の長浜市の居住歴 
 

 

 

 

○ 「親子（2 世代）」が 41.6％、「夫婦のみ」が 26.1％であった。 
 

 

 

図 2-6 家族形態 

回答数 割合(%)

不明・無回答 13 1.2

1,095 100.0合　計

3
市外で生まれて、長浜

市に転入してきた
284 25.9

1
生まれてからずっと長

浜市に住んでいる
464 42.4

2
進学や仕事などで長浜

市以外に住んでいた時

期がある

334 30.5

選択肢

生まれて

からずっと

長浜市に

住んでいる

42.4%進学や仕事な

どで長浜市以

外に住んでい

た時期がある

30.5%

市外で生ま

れて、長浜

市に転入し

てきた

25.9%

不明・無回答

1.2%

(N=1,095)

生まれてからずっと長浜市に住んでいる

進学や仕事などで長浜市以外に住んでいた時期がある

市外で生まれて、長浜市に転入してきた

不明・無回答

回答数 割合(%)

1 ひとり暮らし 142 13.0

2 夫婦のみ 286 26.1

3 親子の２世代 456 41.6

4 親・子・孫の３世代 158 14.4

5 その他 40 3.7

不明・無回答 13 1.2

1,095 100.0合　計

選択肢

13.0%

26.1%

41.6%

14.4%

3.7%

1.2%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

ひとり暮らし

夫婦のみ

親子の２世代

親・子・孫の３世代

その他

不明・無回答
(N=1,095)

⑥ご家族の形態（１つに○） 

⑤長浜市にずっとお住まいですか。（１つに○） 
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○ 「戸建て住宅」が 86.6％と最も多かった。 
 

 

 

 
図 2-7 回答者のお住まいの形態 

回答数 割合(%)

1 戸建て住宅 948 86.6

2 マンション・アパート 124 11.3

3 社宅・寮 7 0.6

4 その他 7 0.6

5 不明・無回答 9 0.8

1,095 100.0合　計

選択肢

86.6%

11.3%

0.6%

0.6%

0.8%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

戸建て住宅

マンション・アパート

社宅・寮

その他

不明・無回答

(N=1,095)

⑦あなたのお住まいの種類（１つに○） 
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長浜市の「住み心地」についてどう思いますか。 

あなた自身の気持ちに最も近いものを次の中から選んでください。（○は１つ） 

2－2.長浜市の「住みやすさ」 

 長浜市の「住み心地」について 

○ 「とてもよいと思う」が 8.9％、「よいと思う」が 79.5％であり、『よい』としたのは合計

で 88.4％であった。 

 

 
 

 
 

図 2-8 長浜市の「住み心地」 

とてもよいと

思う

8.9%

よいと思う

79.5%

悪いと思う

10.7%

とても悪いと思う

0.9%

(N=1071)

とてもよいと思う よいと思う

悪いと思う とても悪いと思う

回答数 割合(%)

1 とてもよいと思う 96 8.9

2 よいと思う 855 79.5

3 悪いと思う 115 10.7

4 とても悪いと思う 10 0.9

1,076 100.0

選択肢

合　計
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○ 性別では、大きな違いはみられなかった。 

○ 年齢別では、25～29 歳で「よい」とした合計が多かった。 

 

 

図 2-9 長浜市の「住み心地」 

8.9

8.9

9.1

15.8

17.6

9.8

14.3

11.0

11.5

1.9

6.4

11.0

6.8

8.6

11.6

8.9

11.1

2.4

5.4

8.0

8.8

2.3

79.5

77.8

80.9

75.0

78.9

79.4

75.4

75.0

73.2

79.5

85.0

80.9

82.4

78.3

79.5

84.6

79.7

77.4

79.2

85.4

79.3

85.0

72.7

79.4

72.1

10.7

12.2

9.3

16.7

2.6

14.8

10.7

15.9

9.0

12.1

11.7

6.6

13.0

10.5

15.4

7.7

11.3

9.7

12.2

15.2

7.0

25.5

11.8

23.3

0.9

1.1

0.7

8.3

2.6

2.9

0.9

1.1

1.9

1.4

1.0

2.4

1.8

2.3

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

全体(N=1,076)

男性(N=450)

女性(N=602)

答えたくない(N=12)

18～24歳(N=38)

25～29歳(N=34)

30～34歳(N=61)

35～39歳(N=56)

40～44歳(N=82)

45～49歳(N=78)

50～54歳(N=107)

55～59歳(N=94)

60～64歳(N=136)

65～69歳(N=161)

70～74歳(N=210)

75歳以上(N=13)

長浜地域(N=508)

浅井地域(N=124)

びわ地域(N=72)

虎姫地域(N=41)

湖北地域(N=92)

高月地域(N=100)

木之本地域(N=55)

余呉地域(N=34)

西浅井地域(N=43)

とてもよいと思う よいと思う 悪いと思う とても悪いと思う

【性別】

【年齢別】

【地域別】
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あなたにとって「住み心地」の良さにつながるのは、どのようなことですか。 

次の中から選んでください。（○は３つまで） 

 「住み心地」の良さにつながること 

○ 上位から順に「豊かな自然環境」が 43.4％、「快適な居住環境」が 32.3％、「犯罪・交

通事故の少ないまち」が 29.2％、「生涯を通じて健康に暮らせる生活」が 23.7％であっ

た。 

 

 

 
 

 
 

 
図 2-10 「住み心地」の良さにつながること 

43.4%

19.1%

29.2%

23.7%

32.3%

21.0%

4.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

豊かな自然環境

災害に強いまち

犯罪・交通事故の少ないまち

生涯を通じて健康に暮らせる生活

快適な居住環境

子どもが元気で、安心して育てられる環境

その他

［複数回答］

(N=1,095)
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「その他」の回答 

１）項目に該当のない「その他」回答 

 
２）項目に該当する「 その他 」回答 
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表 2-1 「住み心地」の良さにつながること 
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長浜市にこれからも住み続けたいと思いますか。 

あなた自身の気持ちに最も近いものを次の中から選んでください。（○は１つ） 

 長浜市での居住継続希望の有無 

○ 「住み続けたい」が 42.5％と約半数を占め、「どちらかといえば住み続けたい」は 44.1％

であり、『これからも住み続けたい』としたのは合計で 86.6％であった。 

 

 

 
 

 
 

図 2-11 長浜市での居住継続希望 

住み続けたい

42.5%

どちらかといえば住

み続けたい

44.1%

県内の他市町に

転居したい

6.2%

県外に転居したい

7.3%

(N=1,086)

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

県内の他市町に転居したい 県外に転居したい
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○ 性別では、大きな差はみられなかった。 

○ 年齢別では、70 歳以上で「住み続けたい」が50.0％を上回り比較的多く、34 歳以下で

は30.0％を下回り比較的少なかった。 

○ 地域別では、「高月地域」で「住み続けたい」の合計が 93.0％ と比較的多かった。 
 

 

 

 
図 2-12 長浜市での居住継続希望 

42.4

42.7

42.8

9.1

18.4

20.6

26.2

42.9

42.0

42.3

32.4

36.5

45.1

43.2

58.6

69.2

40.9

43.7

41.3

41.5

43.2

45.5

40.0

48.5

51.1

44.1

42.7

45.1

54.5

60.5

70.6

49.2

39.3

45.7

48.7

52.4

49.0

44.4

43.2

30.2

23.1

46.6

42.9

44.0

41.5

40.0

47.5

43.6

36.4

31.1

6.2

7.5

5.1

9.1

5.3

2.9

4.9

8.9

1.2

6.4

6.7

8.3

4.9

7.4

6.5

7.7

3.9

5.6

10.7

14.6

8.4

3.0

12.7

6.1

11.1

7.3

7.1

7.0

27.3

15.8

5.9

19.7

8.9

11.1

2.6

8.6

6.3

5.6

6.2

4.7

8.6

7.9

4.0

2.4

8.4

4.0

3.6

9.1

6.7

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

全体(N=1,086)

男性(N=452)

女性(N=610)

答えたくない(N=11)

18～24歳(N=38)

25～29歳(N=34)

30～34歳(N=61)

35～39歳(N=56)

40～44歳(N=81)

45～49歳(N=78)

50～54歳(N=105)

55～59歳(N=96)

60～64歳(N=142)

65～69歳(N=162)

70～74歳(N=215)

75歳以上(N=13)

長浜地域(N=511)

浅井地域(N=126)

びわ地域(N=75)

虎姫地域(N=41)

湖北地域(N=95)

高月地域(N=99)

木之本地域(N=55)

余呉地域(N=33)

西浅井地域(N=45)

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい 県内の他市町に転居したい 県外に転居したい

【性別】

【年齢別】

【地域別】
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問３で、住み続けたい・どちらかといえば住み続けたいと答えられた方におうかがいします。 

それはなぜですか。次の中から選んでください。（○は３つまで） 

 長浜市に住み続けたい理由 

○ 「住み慣れていて愛着があるから」が 66.5％、「家や土地を持っているから」が 56.6％ 

「家族や友人がいるから」が 35.3％であった。 

○ 「文化やスポーツ施設など、余暇活動の場が充実しているから」が 0.6％、「活気があり、

将来の発展を感じるから」が 1.3％、「子育て支援が充実しているから」が 1.8％と低かっ

た。 
 

 
 

 

 
 

図 2-13 長浜市に住み続けたい理由 

 

 

66.5%

1.8%

7.9%

56.6%

1.3%

7.0%

12.3%

7.2%

24.8%

22.6%

4.3%

35.3%

0.6%

2.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

住み慣れていて愛着があるから

子育て支援が充実しているから

交通事故、犯罪などが少ないから

家や土地を持っているから

活気があり、将来の発展を感じるから

働く環境が整っているから

近所付き合いなどの人間関係がよいから

通勤、通学に便利だから

買い物や飲食など、日常生活が便利だから

緑や自然が豊かだから

医療や福祉のサービスが充実しているから

家族や友人がいるから

文化やスポーツ施設など、余暇活動の場が充実しているから

その他

［複数回答］

(N=940)
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「その他」の回答 

１）項目に該当のない「 その他 」回答 

 
 

２）項目に該当する「 その他 」回答 
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表 2-2 長浜市に住み続けたい理由 
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問３で、県内の他市町に転居したい・県外に転居したいと答えられた方におたずねします。 

それはなぜですか。次の中から選んでください。（○は３つまで） 

 長浜市から転居したい理由 

○ 「交通の便が良くないから」が 51.4％、「風習やしきたりなど、土地柄になじめないか

ら」が 39.7％、「買い物や飲食など、日常生活が不便だから」が 38.4％であり、この３

つが主な理由であった。 

○ 「教育環境が充実していないから」や「子育て環境が充実していないから」という子育

て環境や、「家賃・土地代が高いから」という居住環境に関する項目は比較的低かった。 

 

 

 

51.4%

38.4%

13.7%

9.6%

14.4%

20.5%

4.8%

39.7%

19.2%

7.5%

18.5%

20.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

交通の便が悪いから

買い物や飲食など、日常生活が不便だから

市外に家族がいるから

子育て環境が充実していないから

通勤・通学に不便だから

医療・福祉が充実していないから

家賃・土地代が高いから

風習やしきたりなど、土地柄になじめないから

希望する職場や仕事がないから

教育環境が充実していないから

文化・スポーツ施設など、余暇活動の場が充実していないから

その他

［複数回答］

(N=146)
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「その他」の回答 

１）項目に該当のない「 その他 」回答 

 
２）項目に該当する「 その他 」回答 
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表 2-3 長浜市から転居したい理由 
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あなたが思う長浜市の「良いところ」、「愛着や誇りを感じるところ」は、どのようなことですか。 

次の中から選んでください。（○は５つまで） 

 長浜市の「良いところ」、「愛着・誇りを感じるところ」 

○ 「自然や緑が豊かなまち」が 59.1％、「歴史・伝統があるまち」が 46.8％であり、次い

で「人柄や風習、郷土愛などの地域性」が 19.9％、「快適な居住空間のまち」が 18.5％で

あった。 

 

 
 

 

図 2-15 長浜市の「良いところ」、「愛着や誇りを感じるところ」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.8%

59.1%

8.8%

6.6%

18.5%

19.9%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

歴史と伝統があるまち

自然や緑が豊かなまち

交通の便がよいまち

医療や福祉が充実したまち

快適な居住空間があるまち

人柄や風習、郷土愛などの地域性

その他

［複数回答］

(N=1,095)



27  

「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 

 
 

２） 項目に該当する「 その他 」回答 
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表 2-4 長浜市の「良いところ」、「愛着・誇りを感じるところ」 
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次にあげる取組の中で、あなたが特に進めていくべきと思うのはどれですか。（３つまで☑） 

2－3.長浜市で今後進めていくべき取組 

 長浜市で「進めていくべき取組」について 

○ 「産業の発展による雇用の場の創出」、「若者の地元定着支援（住宅支援、保育環境充実

等）」、「医師不足に対応する医療確保対策」、「高齢者等にやさしい見守りや買い物支援

の充実」、「税金の使い道の見直し、見える化」が30.0％以上と大半をしめている。 

 

 

 
図 2-16 長浜市で「進めていくべき取組」 

 

32.6%

32.1%

15.2%

27.9%

6.9%

16.9%

31.7%

31.2%

4.0%

6.8%

5.4%

16.8%

4.5%

3.2%

31.3%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

産業の発展による雇用の場の創出

若者の地元定着支援（住宅支援、保育環境充実等）

地域資源を活かした北部地域振興

空き家対策（空き家活用、放置空き家の整理）

独自プログラムによる学力向上対策

生まれる前から成人まで一貫した子育て支援

医師不足に対応する医療確保対策

高齢者等にやさしい見守りや買い物支援の充実

隣接自治体との経済面、生活面の連携

高等教育が受けられる環境の整備

「稼ぐ観光」「滞在型観光」の推進

若者の関心を取り入れたまちづくり

女性の活躍の場の創出支援

市政への市民参画の手法拡大

税金の使い道の見直し、見える化

その他

［複数回答］

(N=1,095)
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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２） 項目に該当する「 その他 」回答 
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子育て世代から選ばれるまちとなるため、次にあげる取組の中で、あなたが特に必要と思う

のはどれですか。（３つまで☑） 

 

 子育て世代から選ばれる取組について 

○ 上位から順に「豊かな自然環境」が 43.4％、「快適な居住環境」が 32.3％、「犯罪・交

通事故の少ないまち」が 29.2％、「生涯を通じて健康に暮らせる生活」が 23.7％であっ

た。 

 

 
 

 
図 2-17 子育て世代から選ばれる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.0%

24.4%

32.0%

21.6%

31.9%

31.0%

23.8%

43.5%

5.5%

6.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

学校におけるＩＣＴ教育の推進

独自プログラムによる学力向上

一時的に子どもを預かる保育サービス

民間の放課後児童クラブへの支援

学校以外での新たな学びの場づくり応援

小学校における給食費の無料化

子どもの多い世帯への保育料や副食費の軽減・免除

子どもに係る医療費の一部助成

スマホのアプリなどを通じた子育て情報の発信

その他

［複数回答］

(N=1,095)
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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長浜市の施策（取組）に対する満足度（行政評価）と重要度についてお聞かせください。 

2－4.長浜市の施策（取組）に対する満足度（行政評価）と重要度 
 

 5 段階評価の結果 

①政策分野別の評価 

○ 6 政策分野の全体の満足度については「どちらともいえない」が 49.2％、「まあまあ満

足している」が 24.3％であり、重要度については「まあまあ重要」が 39.0％、「とても

重要」が 32.1％であった。 

○ 満足度は、「市民・自治」と「安心・安全」の各分野で「とても満足している」と「まあま

あ満足している」を合計した割合が比較的高かった。 

○ 重要度は、「安心・安全」の分野で「とても重要」と「まあまあ重要」を合計した割合 が 

85.2％と高くなっている。 

 

■ 満足度 
 

 

■ 重要度 

 

図 2-16 6 政策別の満足度と重要度 

2.0

1.9

2.0

2.2

1.6

2.2

1.9

24.3

27.9

25.1

24.2

19.7

30.2

18.8

49.2

50.6

50.6

50.0

51.3

46.5

45.9

18.5

15.8

17.6

18.0

20.1

16.5

22.9

6.1

3.9

4.8

5.6

7.3

4.6

10.6

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

全施策平均

(1)市民・自治

(2)教育・文化

(3)健康・福祉

(4)産業・交流

(5)安心・安全

(6)環境・都市

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない

32.1

21.4

25.9

33.0

25.8

52.6

34.0

39.0

39.3

39.6

39.4

42.3

32.6

40.5

24.9

34.3

29.6

23.6

27.7

12.7

21.6

3.0

3.9

3.9

2.7

3.2

1.6

2.5

1.1

1.1

1.0

1.3

1.0

0.5

1.4

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

全施策平均

(1)市民・自治

(2)教育・文化

(3)健康・福祉

(4)産業・交流

(5)安心・安全

(6)環境・都市

とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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②施策別の評価 

○ 満足度については、多くの施策で「どちらともいえない」が多かったが、下記は「まあま

あ満足している」の上位 15 位の施策となっている。 

 

 
 

○ 重要度については、、多くの施策で「どちらともいえない」が多かったが、下記は「まあ

まあ満足している」の上位 15 位の施策となっている。 
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図 2-17 施策に対する満足度 
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24.6
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26.2
9.1
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13.5
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8.6
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37.5
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10.4

15.6
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21.5
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18
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23.7

13.8
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17.4
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11.8

19.3
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14.6
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23.3
14

21.4
22.4

24.7
26.6

27.8
23.7

10.4
12.3

15.9
20.8
21

13.8
14.6

19.3
18.3

19.2
19.6

23.7
14.4

17.2
20.3

36.9
25.4

33
20.1
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3
3.3
2.8
3.5
3.6
7
2.6
3.5
3

9.1
5.3
3.7
5.2
4.5
4.2

6.5
5.1
5.5
5.4

9.1
4.7

7.5
4.7
5.1
5.6
5.5
5.6
2.6
3.9

5.5
8.6

5.3
7.2

8.9
12.4

9.8
13.9

8.2
2.1
2.9
4

6.3
6.8
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生涯を通じて学習する機会づくり

文化芸術に触れる機会

スポーツ活動の推進
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子どもを育てる環境や保育機能の充実

子どもが遊んだり、体験する機会づくり

結婚支援

母子保健と子どもの医療サービス

子育てにかかる経済的な負担の軽減

高齢者の社会参加

高齢者への介護や福祉のサービス

しょうがい福祉の充実

国民健康保険の安定した運営

経済的に困っている人への自立支援

健診などを通じた個人の健康づくりの推進

健康を支え守るための環境整備

福祉を担う人材や団体の育成

地域医療体制の充実

企業や地場産業への支援

農業を持続させていくためのサポート

森林の整備と林業の活性化

鳥獣害の対策

雇用や就労する機会の拡充

企業の誘致

地域の資源を活かした産業の育成

伝統・歴史・文化の継承

美しい景観の保全と創出

移住者を受け入れる環境づくり

市内で宿泊や滞在をする観光の推進

地域が持つ魅力の発信と観光振興
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災害などに対する危機管理の体制

地域による防災対策へのサポート
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市内北部地域の活性化

道路・橋・下水道などの整備

ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提供

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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図 2-18 施策に対する重要度 
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スポーツ活動の推進
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母子保健と子どもの医療サービス

子育てにかかる経済的な負担の軽減

高齢者の社会参加

高齢者への介護や福祉のサービス

しょうがい福祉の充実

国民健康保険の安定した運営

経済的に困っている人への自立支援

健診などを通じた個人の健康づくりの推進

健康を支え守るための環境整備

福祉を担う人材や団体の育成

地域医療体制の充実

企業や地場産業への支援

農業を持続させていくためのサポート

森林の整備と林業の活性化

鳥獣害の対策

雇用や就労する機会の拡充

企業の誘致
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とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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 満足度・重要度の平均値とニーズ得点 

○ 評価に基づいて、下表に示すように 5 点から 1 点の点数をつけ、その平均点（加重平均）

を算出した。点数が高いほどその施策の取組に対する満足度が高く、また、その施策の

今後の取組が重要であるとの認識が強いと考えられる。 

 
 

現在の満足度（行政評価）  今後の重要度 

とても満足している 5 点 とても重要 5 点 

まあまあ満足している 4 点 まあまあ重要 4 点 

どちらともいえない 3 点 どちらともいえない 3 点 

あまり満足していない 2 点 あまり重要でない 2 点 

満足していない 1 点 重要でない 1 点 

 

○ 満足度と重要度の評価の関係を明らかにするために、下に示すニーズ得点を算出した。

ニーズ得点は、「重要度が高く、満足度が低い」施策ほど得点が高くなり、得点が高いほど

その施策に対する行政需要が強いと考えられる。 

■ニーズ得点 「重要度が高く、満足度が低い」項目を指標化し、分析す

るためニーズ得点を算定した。 

ニーズ得点は「重要度が高く、満足度が低い」項目を定

量的に評価する指標で、国民生活選好度調査等でも指標の 

1 つとして用いられている。 

■算定式 ニーズ得点 ＝ 平均重要度 ×（６－平均満足度） 

※（６－平均満足度）は不満度を意味し、満足度が５の場

合に不満度が１になるよう設定されている。 

 

○ 平均値とニーズ得点については、下に示すように区分した。 
 
 

平均満足度 平均重要度 ニーズ得点 

2.97以下 4.60以上 13.50以上 

(全体平均以下) 

2.90未満 4.40以上 13.00以上 

 

2.80未満 4.20以上 12.50以上 

 

2.70未満 

 

図 2-19 

3.98以上 

(全体平均以上) 
 

平均値とニーズ得点の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06以上 

(全体平均以上) 
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 6 政策別の平均点とニーズ得点 

○ 政策別の「満足度」、「重要度」、「重要度－満足度」、「ニーズ得点」を算出した。全施策に対

する平均満足度は2.97、平均重要度は 3.98、ニーズ得点は 12.06 であった。 

○ これらを、満足度（横軸）と重要度（縦軸）の分布図にプロットし、それぞれの平均値

を基準として以下の 4 つのグループに分類した。 

 
表 2-5 満足度と重要度による分類方法 

 

分類 傾向 

引き続き重点化の必要がある政策・施策 重要度：高，満足度：高 

重点的に改善の必要がある政策・施策 重要度：高，満足度：低 

要観察・検討の政策・施策 重要度：低，満足度：低 

現状維持の政策・施策 重要度：低，満足度：高 

○ 「満足度」と「重要度」がともに平均値を上回っている政策は、 (3)健康・福祉、(5)

安心・安全であり、これらは“引き続き重点化の必要がある政策”と考えられる。 

○ 「重要度」が平均値を上回り、「満足度」が平均値を下回っている政策は、(6)環境・都市

であり、“重点的に改善の必要がある政策”と考えられる。 

○ 「満足度」と「重要度」がともに平均値を下回っている政策は、(4)産業・交流であり、

“要観察・検討の政策”と考えられる。 

○ 「満足度」が平均値を上回り、「重要度」が平均値を下回っている政策は、(1)市民・自治

(2)教育・文化、であり、“現状維持の政策”と考えられる。 

 

図 2-20 6 政策別の満足度と重要度 

 

表 2-6 6 政策別の満足度と重要度 
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 58 施策の満足度・重要度・ニーズ得点 

○ 58 施策について、満足度（横軸）と重要度（縦軸）の分布図にプロットし、それぞれの

平均値を基準として以下の 4 つのグループに分類した。 

○ 「満足度」が平均値を下回り、「重要度」が平均値を上回っている“重点的に改善の必要

がある施策”は 12 項目であった。 

○ 「満足度」と「重要度」がともに平均値を上回っている“引き続き重点化の必要がある

施策”は 16 項目であった。 

○ 「満足度」と「重要度」がともに平均値を下回っている“要観察・検討の施策”は 14 

項目であった。 

○ 「満足度」が平均値を上回り、「重要度」が平均値を下回っている“現状維持の施策”は 

16 項目であった。 

 

 

図 2-21 58 施策に対する満足度と重要度の分布 
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表 2-7 58 施策に対する満足度と重要度による分類 
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①「政策 1 市民・自治」に関する施策（6 施策） 

○ 「1-1 人権を尊重する社会づくり」、「1-2 女性も男性も共に参加する社会づくり」、

「1-4 市民組織や団体などの活動へのサポート」の 3 施策は、満足度・重要度ともに平

均値より高かった。 

○ 「1-6 市民が市政へ参加する機会づくり」の施策は、満足度・重要度ともに平均値よ

り低かった。 

 

 
1-1 人権を尊重する社会づくり 1-4 市民組織や団体などの活動へのサポート 

1-2 女性も男性も共に参加する社会づくり 1-5 自治会の維持や地域の見守り活動 

1-3 多様な文化が共生する社会づくりと人や文

化を通じた国際交流 

1-6 市民が市政へ参加する機会づくり 

 

図 2-22 「政策１ 市民・自治」に関する施策（6 施策）の満足度と重要度 

(1)市民・自治の平均値
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⚫ 1-1「人権を尊重する社会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-8 「人権を尊重する社会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 1-2「女性も男性も共に参加する社会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-9 「女性も男性も共に参加する社会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 1-3「多様な文化が共生する社会づくりと人や文化を通じた国際交流」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-10「多様な文化が共生する社会づくりと人や文化を通じた国際交流」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 1-4「市民組織や団体などの活動へのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-11 「市民組織や団体などの活動へのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 1-5「自治会の維持や地域の見守り活動」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-12 「自治会の維持や地域の見守り活動」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 1-6「市民が市政へ参加する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-13 「市民が市政へ参加する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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②「政策 2 教育・文化」に関する施策（10 施策） 

○ 「2-5 子育てや教育について相談する体制」の施策は、満足度が平均値より低く、重

要度は平均値より高かった。 

○ 「2-4 大学との連携によるまちづくり」「2-10 青少年が地域の活動に参加する機会」

の 2 施策は、満足度・重要度ともに平均値より低かった。 

○ その他 4 施策の満足度と重要度は、平均値より高かった。 
 

 
 

2-1 家庭での教育環境の充実 2-6 小学校（義務教育学校）に入学するまでの教育の推進 

2-2 地域と学校が連携した教育環境づくり 2-7 生涯を通じて学習する機会づくり 

2-3 学校での教育環境の充実 2-8 文化芸術に触れる機会 

2-4 大学との連携によるまちづくり 2-9 スポーツ活動の推進 

2-5 子育てや教育について相談する体制 2-10 青少年が地域の活動に参加する機会 

 

 

図 2-23 「政策 2 教育・文化」に関する施策（10 施策）の満足度と重要度 
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⚫ 2-1「家庭での教育環境の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-14 「家庭での教育環境の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 2-2「地域と学校が連携した教育環境づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-15 「地域と学校が連携した教育環境づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 2-3「学校での教育環境の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-16 「学校での教育環境の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 2-4「大学との連携によるまちづくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-17 「大学との連携によるまちづくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 2-5「子育てや教育について相談する体制」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-18 「子育てや教育について相談する体制」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 2-6「小学校（義務教育学校）に入学するまで の教育の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-19 「小学校（義務教育学校）に入学するまで の教育の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 2-7「生涯を通じて学習する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-20 「生涯を通じて学習する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 2-8「文化・芸術・スポーツ活動の振興」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-21 「文化・芸術・スポーツ活動の振興」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 2-9「青少年が地域の活動に参加する機会」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-22 「青少年が地域の活動に参加する機会」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 2-10「青少年が地域の活動に参加する機会」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-23 「青少年が地域の活動に参加する機会」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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③「政策 3 健康・福祉」に関する施策（15 施策） 

○ 「3-4 結婚支援」「3-11 経済的に困っている人への自立支援」「3-14 福祉を担う人材や

団体の育成」の 3 施策は、満足度・重要度ともに平均値より低かった。 

○ 「3-1 家庭や地域が連携した子育て体制づくり」「3-2 子どもを育てる環境や保育機能の

充実」「3-5 母子保健と子どもの医療サービス」「3-8 高齢者への介護や福祉のサービス」

「3-10 国民健康保険の安定した運営」の 5 施策は、満足度・重要度ともに平均値より高

かった。 

 

 
3-1 家庭や地域が連携した子育て体制づくり 3-9 しょうがい福祉の充実 

3-2 子どもを育てる環境や保育機能の充実 3-10 国民健康保険の安定した運営 

3-3 子どもが遊んだり、体験する機会づくり 3-11 経済的に困っている人への自立支援 

3-4 結婚支援 3-12 健診などを通じた個人の健康づくりの推進 

3-5 母子保健と子どもの医療サービス 3-13 健康を支え守るための環境整備 

3-6 子育てにかかる経済的な負担の軽減 3-14 福祉を担う人材や団体の育成 

3-7 高齢者の社会参加 3-15 地域医療体制の充実 

3-8 高齢者への介護や福祉のサービス   

 

 

図 2-24 「政策 3 健康・福祉」に関する施策（15 施策）の満足度と重要度 
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⚫ 3-1「家庭や地域が連携した子育て体制づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-24 「家庭や地域が連携した子育て体制づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-2「子どもを育てる環境や保育機能の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-25 「子どもを育てる環境や保育機能の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 



55  

⚫ 3-3「子どもが遊んだり、体験する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-26 「子どもが遊んだり、体験する機会づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-4「結婚支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-27 「結婚支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-5「母子保健と子どもの医療サービス」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-28 「母子保健と子どもの医療サービス」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-6「子育てにかかる経済的負担の軽減」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-29 「子育てにかかる経済的負担の軽減」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-7「高齢者の社会参加」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-30 「高齢者の社会参加」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-8「高齢者への介護や福祉のサービス」の満足度・重要度・ニーズ得点 
 

表 2-31 「高齢者への介護や福祉のサービス」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-9「しょうがい福祉の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-32 「しょうがい福祉の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-10「国民健康保険の安定した運営」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-33 「国民健康保険の安定した運営」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-11「経済的に困っている人への自立支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-34 「経済的に困っている人への自立支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-12「健診などを通じた健康づくりの推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-35 「健診などを通じた健康づくりの推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-13「健康を支え守るための環境整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-36 「健康を支え守るための環境整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 3-14「福祉を担う人材や団体の育成」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-37 「福祉を担う人材や団体の育成」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 3-15「地域医療体制の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-38 「地域医療体制の充実」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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④「政策 4 産業・交流」に関する施策（12 施策） 

○ 「4-8 伝統・歴史・文化の継承」、「4-9 美しい景観の保全と創出」の 2 施策は、満足

度・重要度ともに平均値より高かった。 

○ 「4-3 森林の整備と林業の活性化」、「4-4 鳥獣害の対策」の 2 施策は、満足度・重要度

ともに平均値より低かった。 
 

 
 

4-1 企業や地場産業への支援 4-7 地域の資源を活かした産業の育成 

4-2 農業を持続させていくためのサポート 4-8 伝統・歴史・文化の継承 

4-3 森林の整備と林業の活性化 4-9 美しい景観の保全と創出 

4-4 鳥獣害の対策 4-10 移住者を受け入れる環境づくり 

4-5 雇用や就労する機会の拡充 4-11 市内で宿泊や滞在をする観光の推進 

4-6 企業の誘致 4-12 地域が持つ魅力の発信と観光振興 

 

 

図 2-25 「政策 4 産業・交流」に関する施策（12 施策）の満足度と重要度 
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⚫ 4-1「企業や地場産業への支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-39 「企業や地場産業への支援」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-2「農業を持続させていくためのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-40 「農業を持続させていくためのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 4-3「森林の整備と林業の活性化」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-41 「森林の整備と林業の活性化」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-4「鳥獣害の対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-42 「鳥獣害の対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 4-5「雇用や就労する機会の拡充」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-43 「雇用や就労する機会の拡充」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-6「企業の誘致」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-44 「企業の誘致」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 4-7「地域の資源を活かした産業の育成」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-45 「地域の資源を活かした産業の育成」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-8「伝統・歴史・文化の継承」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-46 「伝統・歴史・文化の継承」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 4-9「美しい景観の保全と創出」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-47 「美しい景観の保全と創出」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-10「移住者を受け入れる環境づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-48 「移住者を受け入れる環境づくり」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 4-11「市内で宿泊や滞在をする観光の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-49 「市内で宿泊や滞在をする観光の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 4-12「地域が持つ魅力の発信と観光振興」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-50 「地域が持つ魅力の発信と観光振興」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⑤「政策 5 安心・安全」に関する施策（4 施策） 

○ 「5-3 災害などに対する危機管理の体制」、「5-4 地域による防災対策へのサポート」の 

2 施策は、満足度が平均値より低く、重要度が平均値より高かった。 

○ 「5-4 地域による防災対策へのサポート」の施策は満足度・重要度ともに、平均値より低

かった。 
 

 
 

5-1 防犯対策 5-3 災害などに対する危機管理の体制 

5-2 交通安全対策 5-4 地域による防災対策へのサポート 

 

 
 

図 2-26 「政策 5 安心・安全」に関する施策（4 施策）の満足度と重要度 
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⚫ 5-1「防犯対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-51 「防犯対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 5-2「交通安全対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-52 「交通安全対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 5-3「災害などに対する危機管理の体制」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-53 「災害などに対する危機管理の体制」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 5-4「地域による防災対策へのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-54 「地域による防災対策へのサポート」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⑥「政策 6 環境・都市」に関する施策（11 施策） 

○ 「6-7 鉄道やバスの利便性」「6-9 市内北部地域の活性化」の施策は、満足度が平均

値より低く、重要度が平均値より高かった。 

○ 「6-2 再生可能エネルギーの利活用」「6-3 ごみの減量と不法投棄対策」「6-4 自然環境

の保全と公害の未然防止」「6-10 道路・橋・下水道などの整備」の 4 施策は、満足度・

重要度ともに平均値より高かった。 

 

 
 

6-1 地球温暖化対策 6-7 鉄道やバスの利便性 

6-2 再生可能エネルギーの利活用 6-8 中心市街地の活性化 

6-3 ごみの減量と不法投棄対策 6-9 市内北部地域の活性化 

6-4 自然環境の保全と公害の未然防止 6-10 道路・橋・下水道などの整備 

6-5 緑の確保と公園の整備 6-11 ICT（情報通信技術）を活用した情報サ

ービスの提供 6-6 移住や定住につながる居住環境の整備  

 

図 2-27 「政策 6 環境・都市」に関する施策（11 施策）の満足度と重要度 
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⚫ 6-1「地球温暖化対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-55 「地球温暖化対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 6-2「再生可能エネルギーの利活用」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-56 「再生可能エネルギーの利活用」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 6-3「ごみの減量と不法投棄対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-57 「ごみの減量と不法投棄対策」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 6-4「自然環境の保全と公害の未然防止」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-58 「自然環境の保全と公害の未然防止」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 6-5「緑の確保と公園の整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-59 「緑の確保と公園の整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 6-6「移住や定住につながる居住環境の整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-60 「移住や定住につながる居住環境の整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 6-7「鉄道やバスの利便性」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-61 「鉄道やバスの利便性」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 6-8「中心市街地の活性化の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-62 「中心市街地の活性化の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 6-9「市北部地域の活性化の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-63 「市北部地域の活性化の推進」の満足度・重要度・ニーズ得点 

 

 

⚫ 6-10「道路・橋・下水道などの整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-64 「道路・橋・下水道などの整備」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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⚫ 6-11「ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提供」の満足度・重要度・ニーズ得点 

表 2-65 「ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提供」の満足度・重要度・ニーズ得点 
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 58 施策の満足度・重要度・ニーズ得点の比較及び経年変化 

○ 今回（令和 4 年度）調査の満足度、重要度、ニーズ得点を示す。全施策の平均満足度は 

2.97、平均重要度は 3.98、ニーズ得点は 12.06 であった。 

○ 満足度が高い上位 5 施策は、「3-12 健診などを通じた個人の健康づくりの推進」、

「4-8 伝統・歴史・文化の継承」、「4-9 美しい景観の保全と創出」、「5-2 交通安全

対策」、「1-5 自治会の維持や地域の見守り活動」であった。 

○ ニーズ得点が高い施策（行政需要が高い施策）は、「6-7 鉄道やバスの利便性」、「6-9 

市内北部地域の活性化」、「4-6 企業の誘致」、「4-5 雇用や就労する機会の拡充」、

「6-3 ごみの減量と不法投棄対策」などであった。 

○ 満足度、重要度、ニーズ得点の前回（令和 2 年度）調査と「全施策平均」の値でみる

と、満足度は0.01低く、重要度は0.41高く、ニーズ得点は1.52高かった。 
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表 2-66 58 施策の満足度・重要度・ニーズ得点とその変化 

 
 

全施策平均 

平均満足度(3.01)  2.90未満 2.80未満 2.70未満 3.01以下 

 

平均重要度(3.61) 4.20以上 4.00以上 3.80以上 3.61以上 

 

ニーズ得点(10.81) 12.50以上 12.00以上 11.50以上 10.81以上 
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市が取り組んでいる施策の満足度についてあなたはどう思いますか。  

 単純集計（58 施策の満足度） 

【政策１】市民・自治 

 
 

 

 

図 2-28 【政策１】市民・自治に対する満足度 
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女性も男性も共に参加する社会づくり

多様な文化が共生する社会づくりと人や

文化を通じた国際交流

市民組織や団体などの活動へのサポート

自治会の維持や地域の見守り活動

市民が市政へ参加する機会づくり

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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【政策２】教育・文化 
 

 

 

 

 

図 2-29 【政策２】教育・文化に対する満足度 
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家庭での教育環境の充実

学校での教育環境の充実

地域と学校が連携した教育環境づくり

大学との連携によるまちづくり

子育てや教育について相談する体制

小学校（義務教育学校）に入学するまで

の教育の推進

生涯を通じて学習する機会づくり

文化芸術に触れる機会

スポーツ活動の推進

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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【政策３】健康・福祉 

 

 
 

 
 

図 2-30 【政策３】健康・福祉に対する満足度 
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家庭や地域が連携した子育て体制づくり

子どもを育てる環境や保育機能の充実

子どもが遊んだり、体験する機会づくり

結婚支援

母子保健と子どもの医療サービス

子育てにかかる経済的な負担の軽減

高齢者の社会参加

高齢者への介護や福祉のサービス

しょうがい福祉の充実

国民健康保険の安定した運営

経済的に困っている人への自立支援

健診などを通じた個人の健康づくりの推進

健康を支え守るための環境整備

福祉を担う人材や団体の育成

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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【政策４】産業・交流 
 

 
 

 
図 2-31 【政策４】産業・交流に対する満足度 
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企業や地場産業への支援

農業を持続させていくためのサポート

森林の整備と林業の活性化

鳥獣害の対策

雇用や就労する機会の拡充

企業の誘致

地域の資源を活かした産業の育成

伝統・歴史・文化の継承

美しい景観の保全と創出

移住者を受け入れる環境づくり

市内で宿泊や滞在をする観光の推進

地域が持つ魅力の発信と観光振興

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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【政策５】安心・安全 

 

 
 

 

 

図 2-32 【政策５】安心・安全に対する満足度 
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防犯対策

交通安全対策

災害などに対する危機管理の体制

地域による防災対策へのサポート

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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【政策６】環境・都市 
 

 
 

 
 

図 2-33 【政策６】環境・都市に対する満足度 
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地球温暖化対策

再生可能エネルギーの利活用

ごみの減量と不法投棄対策

自然環境の保全と公害の未然防止

緑の確保と公園の整備

移住や定住につながる居住環境の整備づくり

鉄道やバスの利便性

中心市街地の活性化

市内北部地域の活性化

道路・橋・下水道などの整備

ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提

供

とても満足している まあまあ満足している どちらともいえない あまり満足していない 満足していない
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市が取り組んでいる施策の重要度についてあなたはどう思いますか。 

 単純集計（58 施策の重要度） 

【政策１】市民・自治 

 

 
 

 

図 2-34 【政策１】市民・自治に対する重要度 
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女性も男性も共に参加する社会づくり

多様な文化が共生する社会づくりと人

や文化を通じた国際交流

市民組織や団体などの活動へのサ

ポート

自治会の維持や地域の見守り活動

市民が市政へ参加する機会づくり

33.3 34.1 29.2 2.6 0.7
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【政策２】教育・文化 
 

 
 

 
 

図 2-35 【政策２】教育・文化に対する重要度 
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大学との連携によるまちづくり
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小学校（義務教育学校）に入学するまで

の教育の推進

生涯を通じて学習する機会づくり

文化芸術に触れる機会

スポーツ活動の推進

青少年が地域の活動に参加する機会

30.9 38.1 28.0 2.2 0.7
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【政策３】健康・福祉 

 
 

 

図 2-36 【政策３】健康・福祉に対する重要度 
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子どもが遊んだり、体験する機会づくり
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母子保健と子どもの医療サービス

子育てにかかる経済的な負担の軽減
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経済的に困っている人への自立支援

健診などを通じた個人の健康づくりの推進

健康を支え守るための環境整備

福祉を担う人材や団体の育成

とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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【政策４】産業・交流 

 

 
 

 

図 2-37 【政策４】産業・交流に対する重要度 
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企業の誘致

地域の資源を活かした産業の育成
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美しい景観の保全と創出

移住者を受け入れる環境づくり

市内で宿泊や滞在をする観光の推進

地域が持つ魅力の発信と観光振興

とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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【政策５】安心・安全 

 

 
 

 

 

図 2-38 【政策５】安心・安全に対する重要度 
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地域による防災対策へのサポート

とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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【政策６】環境・都市 
 

 
 

 

 
 

図 2-39 【政策６】環境・都市に対する重要度 
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ICT（情報通信技術）を活用した情報サービスの提

供

とても重要 まあまあ重要 どちらともいえない あまり重要ではない 重要ではない
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市などからのお知らせやサービス、制度に関する情報を知っていただく手段として、次の中から

利用する頻度が多いものはどれですか。（３つまで☑） 

2－5.市からの情報発信 

 情報取得の手段 

○ 「広報ながはま（冊子）」が 89.4％、「ホームページ」が 27.9％であった。 

 

 
 

 
図 2-40 市からの情報発信 
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Web版広報ながはま(ホームページの掲載やＳＮＳで配信している

データ版)

自治体広報アプリ(マチイロ)

ホームページ

ＳＮＳ(LINE、Instagram、Facebook)

動画配信(YouTube)

［複数回答］

(N=1,095)
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図 2-41 市からの情報発信 
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45～49歳(N=121)
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55～59歳(N=146)

60～64歳(N=236)

65～69歳(N=249)

70～74歳(N=325)
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長浜地域(N=809)
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広報ながはま(冊子) Web版 広報ながはま(ホームページの掲載やＳＮＳで配信しているデータ版)
自治体広報アプリ(マチイロ) ホームページ
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【年齢別】

【性別】

【地域別】



95  

ＳＮＳやホームページなどでの情報発信により、緊急性の高い情報や流動的に変化する情報を

瞬時に受け取れるメリットがあります。また、開庁時間外であっても、情報を得たり、サービ

ス等の申請や予約をしたりすることができます。あなたは、市からの情報を知っていただくと

きにＳＮＳやホームページなどを利用していますか。（１つだけ☑） 

 SNSやホームページ利用 

 

○ 「既に利用している」が31.6％、「利用していないが、機会があれば利用したい」が 

34.0％と最も高くなっている。 

 

 

 

 
 

 

図 2-42 市からの情報発信 
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図 2-43 市からの情報発信 
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32.1
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32.6
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37.6
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9
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16.1

0
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9.3

3.3
2.9

4.7
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7.4
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7
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4.5
4.6

0

3
6.5

1.9
2.5

6.4
3
1.1

2.9
7.1
7.5

0
4.8
3.3

4.4
9.3

4.3
2.1

5.9
3.1
2.3

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

全体(N=1,049)

男性(N=442)

女性(N=584)

答えたくない(N=11)

18～24歳(N=39)

25～29歳(N=33)

30～34歳(N=62)

35～39歳(N=53)

40～44歳(N=80)

45～49歳(N=78)

50～54歳(N=99)

55～59歳(N=95)

60～64歳(N=136)

65～69歳(N=156)

70～74歳(N=201)

75歳以上(N=12)

長浜地域(N=495)

浅井地域(N=123)

びわ地域(N=68)

虎姫地域(N=43)

湖北地域(N=93)

高月地域(N=95)

木之本地域(N=51)

余呉地域(N=32)

西浅井地域(N=43)

既に利用している
利用していないが、スマホの使い方が分かれば利用したい
利用していないが、SNSやホームページの使い方が分かれば利用したい
利用していないが、機会があれば利用したい
もっとSNSやホームページが充実すれば利用したい
その他

【性別】

【年齢別】

【地域別】
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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あなたは今回の長浜市長選挙において、いつ、どこで投票されましたか。（１つだけ☑） 

2－5.選挙における投票場所 

 投票時期・場所 

○ 「投票日当日、入場券に記載してある自宅近くの投票所」が 39.7％あり、「投票日までに、

期日前投票所」が 36.5％であった。 

 

 
 

 

 
 

図 2-44 選挙における投票場所 

1.投票日当日、入

場券に記載してあ

る自宅近くの投票

所

39.7%

2.投票日当日、1以

外の投票所

3.7%

3.投票日までに、期

日前投票所

36.5%

4.不在者投票や郵便

投票等を利用

2.0%

5.投票に行っていな

い

18.2%

(N=1,074)

1.投票日当日、入場券に記載してある自宅近くの投票所

2.投票日当日、1以外の投票所

3.投票日までに、期日前投票所

4.不在者投票や郵便投票等を利用

5.投票に行っていない
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図 2-45 選挙における投票場所 
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37.5

44.1
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38.1
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43.6

40.0

42.6

50.0

34.1
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16.8
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38.5

33.3

32.4

38.7

21.4

24.7

14.1

19.2

21.1

11.1

15.0

11.8

23.0

15.9

8.5

12.8

14.9

11.0

18.5

17.6

9.1

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

全体(N=1,074)

男性(N=447)

女性(N=602)

答えたくない(N=13)

18～24歳(N=39)

25～29歳(N=34)

30～34歳(N=62)

35～39歳(N=56)

40～44歳(N=81)

45～49歳(N=78)

50～54歳(N=104)

55～59歳(N=95)

60～64歳(N=135)

65～69歳(N=160)

70～74歳(N=211)

75歳以上(N=13)

長浜地域(N=504)

浅井地域(N=126)

びわ地域(N=71)

虎姫地域(N=39)

湖北地域(N=94)

高月地域(N=100)

木之本地域(N=54)

余呉地域(N=34)

西浅井地域(N=44)

1.投票日当日、入場券に記載してある自宅近くの投票所 2.投票日当日、1以外の投票所

3.投票日までに、期日前投票所 4.不在者投票や郵便投票等を利用

5.投票に行っていない

【性別】

【年齢別】

【性別】

【地域別】
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問１で「５．投票に行っていない」と答えられた方におたずねします。投票に行かなかった理

由を次の中から選んでください。（１つだけ☑）す。あなたは、市からの情報を知っていただ

くときにＳＮＳやホームページなどを利用していますか。（１つだけ☑） 

 

 投票にいかなかった理由 

○ 「今回の選挙に関心がなかった」が 34.2％あり、「仕事や用事で忙しかった」が 31.6％、

であった。 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

図 2-46 選挙における投票場所 

仕事や用事で

忙しかった

31.6%

投票に行くことを忘

れていた

6.8%

投票所が遠く

なった

8.9%

投票所に行く手

段がなかった

0.5%

今回の選挙に

関心がなかった

34.2%

その他

17.9%

(N=１９０)

仕事や用事で忙しかった 投票に行くことを忘れていた

投票所が遠くなった 投票所に行く手段がなかった

今回の選挙に関心がなかった その他
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図 2-47 選挙における投票場所 
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0

0.8
0

0
14.3

0
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0
0

0
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43.8

23.7
80

23.1
36.4

34.6
36.4

26.3
33.3

30
26.3

64.7
29.6

33.3
0

37.8
30

14.3
14.3

13.3
54.5

33.3
33.3

0

16.8
15

19.3
0

15.4
9.1

15.4
9.1

5.3
25

20
36.8

5.9
14.8

22.2
0

18.5
20

42.9

13.3
9.1

16.7
0
0

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

全体(N=202)

男性(N=80)

女性(N=114)

答えたくない(N=5)

18～24歳(N=13)

25～29歳(N=11)

30～34歳(N=26)

35～39歳(N=11)

40～44歳(N=19)

45～49歳(N=12)

50～54歳(N=20)

55～59歳(N=19)

60～64歳(N=17)

65～69歳(N=27)

70～74歳(N=27)

75歳以上(N=)

長浜地域(N=119)

浅井地域(N=20)

びわ地域(N=7)

虎姫地域(N=7)

湖北地域(N=15)

高月地域(N=11)

木之本地域(N=12)

余呉地域(N=6)

西浅井地域(N=3)

仕事や用事で忙しかった 投票に行くことを忘れていた 投票所が遠くなった

投票所に行く手段がなかった 今回の選挙に関心がなかった その他

【性別】

【年齢別】

【地域別】
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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選挙における投票環境において、あなたのご意見に近いものを次の中から選んでください。（あて

はまるものすべて☑） 

 投票環境 

○ 「どこの投票所でも投票できるようになり便利になった」が38.7％と一番高かった。 

 

 

 

 
 

図 2-48 選挙における投票場所 

どこの投票所でも投票でき

るようになり便利になった

38.7%

投票環境（駐車場、バリアフリー等）

の整った公共施設が投票所となり行

きやすくなった

6.7%

近くの投票所に不満がある

1.9%

投票所が遠くなり不便になった

11.0%

共通投票所の数を増やし

てほしい

6.4%

期日前投票所の数を増や

してほしい

12.9%

投票所に行く移動支援（バ

ス・タクシー）を充実させて

ほしい

4.9%

特に何も思わない

14.3%

その他

3.3%

(N=1,438)

どこの投票所でも投票できるようになり便利になった
投票環境（駐車場、バリアフリー等）の整った公共施設が投票所となり行きやすくなった
近くの投票所に不満がある
投票所が遠くなり不便になった
共通投票所の数を増やしてほしい
期日前投票所の数を増やしてほしい
投票所に行く移動支援（バス・タクシー）を充実させてほしい
特に何も思わない
その他
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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２） 項目に該当する「 その他 」回答 

 
 

 

 

 

 

気軽に期日前投栗できる環境にしてほしい

市長選からいきなり投票所が少なくなり、車がない人や高齢者・一人暮らしの方はもう投票には行かな

いという声を多々きいています。

父母が行きにくく、慣れていないということで投票に行かなくなってしまった。私自身はイオンの投票

所に行ったが、東口から中へ入ってしまい大さがしして店員に聞いた。結局、外からでないと投票所に

入れないと聞いた。もっと各入口に案内してほしいと思った。

急な坂を昇降しないと行けない投票所。今は行けるが将来不安

靴をぬぐのが面倒

子供を連れて行かないといけないので、駐車場が広く、行きやすい場所が良い。上記の投票環境の改善

はうれしかったが、まだ足りない。

はき物をはいたまま投票できるようにしてほしい

共通投票所についての周知不足

以前の投票所は土足のまま投票できたが、今回は靴を脱いで上がる必要があり、バリアフリーとは言え

ない。車椅子の人、足元が不自由な人に配慮不足。全ての投票所がバリアフリーでないなら、どこがバ

リアフリーになっているか、ホームページなどで情報を出して欲しい。高齢化が進む現状を考えれば、

投票所を減らすことは投票率の低下を招きかねない。共通投票所のメリットより、投票所の絶対数を減

らすデメリットの方が大きいのではないか。

旧市内は、投票所がひかく的近いので良いが、実家(旧市内以外)は投票所が遠くなり、お年寄りが投票

しずらい

投票所が遠くなっていかないという人が多い。

遠くなったため祖父母が投票しなくなった

老人の方は投票所が近くにないから投票をやめた。

遠くなった上に駐車場も無い

今まで通りの投票所に戻してほしい

交通の便の悪いところにお住まいの方や、交通弱者と言われる方の1票は、とても大事だと思います。

全ての人が利便性良くなりますように。

現在は車で行くけれど投栗に行かなくなると思う。車に乗れなくなったら

車で行けるキョリなので、今の世代では良いが、もっと高齢になった時の移動が困難になる

外出不能状態になったら、郵便での投票は可能でしょうか。

無料タクシーも予約が必要やし、とにかく不便です。元通り各自治会ごとに投票所をもどしてほしい。

私自身は車に乗るのでよいのですが、父や母は車に乗らないので投票に行けませんでした。タクシーを

頼むのはイヤみたいです。

北部へは移動投票所などで期日前でもよいので、投票できるようにしてほしい。お年寄りはタクシーが

無料で使えても、投票のためにわざわざ足を運びにくい。
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図 2-49 選挙における投票場所 
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3
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5.2

1.6

2.5

2.7

2.3

6.6

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

全体(N=1,438)

男性(N=586)

女性(N=822)

答えたくない(N=14)

18～24歳(N=45)

25～29歳(N=46)

30～34歳(N=74)

35～39歳(N=70)

40～44歳(N=94)

45～49歳(N=108)

50～54歳(N=142)

55～59歳(N=126)

60～64歳(N=185)

65～69歳(N=236)

70～74歳(N=285)

75歳以上(N=21)

長浜地域(N=669)

浅井地域(N=177)

びわ地域(N=100)

虎姫地域(N=58)

湖北地域(N=127)

高月地域(N=121)

木之本地域(N=73)

余呉地域(N=44)

西浅井地域(N=61)

どこの投票所でも投票できるようになり便利になった
投票環境（駐車場、バリアフリー等）の整った公共施設が投票所となり行きやすくなった
近くの投票所に不満がある
投票所が遠くなり不便になった
共通投票所の数を増やしてほしい
期日前投票所の数を増やしてほしい
投票所に行く移動支援（バス・タクシー）を充実させてほしい
特に何も思わない
その他

【性別】

【年齢別】

【地域別】
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この１年間で、運動やスポーツ（体操やストレッチなどの軽い運動を含みます。）をどのくらいの頻

度で行いましたか。（１つだけ☑） 

2－6.運動やスポーツ 

 運動・スポーツの頻度 

○ 「ほとんどしていない」が 39.5％であり、次いで、「週に１～２日」が 21.4％、「月に１

～３日」が 12.1％であった。 

 

 
 

 
 

 
 

図 2-50 運動やスポーツ 
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月に１～３日程度 ３ヶ月に１～２日程度 ほとんどしていない
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図 2-51 運動やスポーツ 
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【性別】

【年齢別】
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【地域別】
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あなたが運動やスポーツを行った頻度に新型コロナウイルスの影響はどのくらいありましたか。

（１つだけ☑） 

 新型コロナウイルスの影響 
 

○ 「なかった」が 34.1％であり、次いで「ほとんどなかった」が 26.1％、『なかった』の

合計で60.2％であった。 

 

 

 
 

 

 

図 2-52 運動やスポーツ 
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図 2-53 運動やスポーツ 
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あなたが問１で選んだ運動やスポーツを行う頻度について、その理由をお聞かせください。

（１つだけ☑） 

 運動・スポーツの頻度の理由 

 

○ 「仕事や家事で忙しいから」が 36.5％ と最も高く、「今の頻度が自分に合っているから」

が 26.0％ とつづいた。 

 

 
 

 
図 2-54 運動やスポーツ 
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「その他」の回答 

１） 問１で選んだ運動やスポーツを行う頻度について「ほぼ毎日」「週に3日以上」「週に１～２

日」「月に１～３日程度」「3ヶ月に１～２日程度」と回答した「その他」の回答 

 
２） 問１で選んだ運動やスポーツを行う頻度について「 ほとんどしていない 」と回答した「その

他」の回答 
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図 2-55 運動やスポーツ 
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【性別】
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【地域別】
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あなたが運動やスポーツを行う手段として興味があるのはどれですか？ (あてはまるものすべ

て☑) 

 運動・スポーツの手段 

○ 「身近なスポーツ施設で参加できるスポーツ教室」が  35.5％で最も高かった。 
 

 
 

 

図 2-56 運動やスポーツ 
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「その他」の回答 

１） 項目に該当のない「 その他 」回答 
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２） 項目に該当する「 その他 」回答 
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図 2-57 運動やスポーツ 
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図 3-1 調査票(1 ページ) 

3.調査票 
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図 3-2 調査票(2 ページ) 
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図 3-3 調査票(3 ページ) 
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図 3-4 調査票(4 ページ) 
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図 3-5 調査票(5 ページ) 
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図 3-6 調査票(6 ページ) 
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図 3-7 調査票(7 ページ) 
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図 3-8 調査票(8 ページ) 
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図 3-9 調査票(9 ページ) 
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図 3-10 調査票(10 ページ) 
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図 3-11 調査票(11 ページ) 
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