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１．調査概要 

（１）調査の目的 

平城・相楽ニュータウンパワーアップビジョンの検討にあたり、住民の意見を収集することを目的とする。 

 

（２）調査対象 

平城・相楽ニュータウンの住民 

 

（３）調査方法 

A：8 住区（神功／右京／朱雀／左京／佐保台／兜台／相楽台／桜が丘）に１住区あたり 500 件、計 4,000

件を住宅種別（集合・戸建て）の割合に応じ無作為配布。回答方法は WEB・調査票の二通りから回答

者が選択。 

B：自治会の回覧板による案内チラシの回覧。回答方法は WEB とし、回答者から依頼があった場合は調査

票を配布。 

C：「すずらん館」「イオンモール高の原」「木津川市西部出張所」「北部会館」「コープ朱雀」などの施設に案

内チラシを設置。回答方法は WEB とし、回答者から依頼があった場合は調査票を配布。 

※上記とは別に、平城・相楽ニュータウン在住の自治体関係者等にも回答依頼を行った。 

 

（４）調査期間 

A：令和 2 年 11 月 1 日～11 月 15 日（15 日間） 

B・C：令和 2 年 11 月 1 日～11 月 30 日（30 日間）※ 

※自治会回覧板の回覧期間にあわせ、調査期間を 15 日間から 30 日間に延長した 
 

２．回答の状況および集計方針 

（１）回答の状況 

➀ 回答方法別回答数 

WEB 回答 調査票回答 合計 

545 件 874 件 1,419 件 

② 配布方法別回収数 

A：4,000 件配布 B:自治会回覧 C：施設設置チラシ その他 合計 

1,085 件 263 件 13 件 58 件 1,419 件 

⇒4,000 件のポスティングに対する回収率は 27.1％ 

③ 地区・住区別回収数 

 NT 内 NT外 合計 

神功 右京 朱雀 左京 佐保台 兜台 相楽台 桜が丘 不明 合計 
8 件 1,419 件 

160 件 128 件 223 件 187 件 112 件 269 件 164 件 161 件 7 件 1,411 件 

WEB 回答 26 件 59 件 83 件 72 件 25 件 131 件 78 件 62 件 5 件 541 件 4 件 545 件 

調査票回答 134 件 69 件 140 件 115 件 87 件 138 件 86 件 99 件 2 件 870 件 4 件 874 件 

（２）集計方針 

➀ 11 月 30 日の調査締め切り日から、10 日後の 12 月 10 日着までを有効回答とする。 

（⇒以降に届いたデータは参考データとして取り扱う。） 

② 計 1,419 件の回答のうち、NT 外からの回答は 8 件のみであったため、当該 8 件は集計対象外とする。 

（⇒当該 8 件は、「地域外からの意見」として、別途集計する。） 

③ A~C の調査方法によって、回答傾向が異なることが予測されたが、大きな傾向に違いは無かったため、

合算して集計する。 

④ クロス集計は主に「住区」「年代」「世帯属性」の 3 種類の軸でおこなう。「住区」「年代」については各

項目で回答件数が 100 件以上となっており、一定程度の信頼できる調査結果となっている。なお、「世帯

属性」については一部の項目（若中年単身世帯、3 世代同居世帯）で 100 件未満となっている点に留意が

必要である。各クロス集計の軸は下記の通り整理する。あわせて、別途必要な集計をおこなう。 

 

【住区別】問 1（居住する住所はどちらですか）の回答をもとに、下記の通り整理する。 

 神功 右京 朱雀 左京 佐保台 兜台 相楽台 桜が丘 

回答件数 160 件 128 件 223 件 187 件 112 件 269 件 164 件 161 件 

 

【年代別】問 15（あなたの年齢をお答えください）の回答をもとに、下記の通り整理する。 

 30 歳代以下 40 歳代 50 歳代 60～64 歳 65～74 歳 75 歳以上 

回答件数 119 件 186 件 287 件 157 件 395 件 247 件 

 

【世帯属性別】問 19（あなたと同居している、あなたを含む世帯構成をお答えください）と、問 15（あな

たの年齢をお答えください）の回答をもとに、下記の通り整理する。 

 問 15 

20 歳
未満 

20
歳代 

30 歳代 40 歳代 50 歳代 60～64
歳 

65～74
歳 

75 歳以
上 

問 
19 

単身 若中年単身世帯 高齢単身世帯 

夫婦のみ（夫婦いず
れも 64 歳以下） 

若中年夫婦世帯 高齢夫婦世帯 

夫婦のみ（夫婦いず
れか 65 歳以上） 

高齢夫婦世帯 

親と子（最年長の子
の年齢が 19 歳以下） 

子育て世帯 

親と子（最年長の子
の年齢が 20 歳以上） 

大人の親子同居世帯 

三世代同居（親+子+
孫） 

３世代同居世帯 

その他 その他 

 

 

 若中年 

単身世帯 

高齢単身 

世帯 

若中年 

夫婦世帯 

高齢夫婦 

世帯 

子育て 

世帯 

大人の 

親子同居

世帯 

３世代 

同居世帯 

その他 

回答件数 66 件 131 件 150 件 386 件 268 件 298 件 50 件 35 件 
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３．調査結果及び分析 

（１）回答者について 

➀ 住所（問１ 居住する住所はどちらですか。（SA）） 

・各住区同程度だが、「兜台」がやや高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民基本台帳との比較】 

・アンケート回答者は住民基本台帳人口の割合に対し、大きな偏りはない。 

 

 

 

 

 

※アンケートの実施時期にあわせ、奈良市・精華町は R2 年 11 月 1 日、木津川市は R2 年 10 月末現在のデータ 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・「神功」「右京」「朱雀」「佐保台」「桜が丘」で「高齢夫婦世帯」の割合が最も高い。「左京」「兜台」では「大

人の親子同居世帯」、「相楽台」では「子育て世帯」が最も高い。 

・「神功」「右京」「朱雀」「佐保台」の奈良市側の住区で「高齢単身世帯」の割合が高い。 

 

 

 

 

② 年齢（問 15 あなたの年齢をお答えください。（SA）） 

・「65～74 歳」を中心に高齢者の割合が高く、30 歳代以下の若い世代の割

合が少ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住民基本台帳人口との比較】 

・アンケート回答者は住民基本台帳人口の割合に対し、若い世代の割合が低く、高齢者の割合がやや高い傾

向にある。 

 

 

 

 

 

 

※アンケートの実施時期にあわせ、奈良市・精華町は R2 年 11 月 1 日、木津川市は R2 年 10 月末現在のデータ 

 

【住区とのクロス集計】 

・「左京」、「佐保台」、「桜が丘」の 39 歳以下の割合が約 5％と他の住区に比べ低い。 

・「神功」、「佐保台」は 65 歳以上の割合が半数以上を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.0% 11.3% 15.1% 14.0% 7.3% 16.0% 11.6% 12.6%

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

(n=43,076)

神功 右京 朱雀 左京 佐保台 兜台 相楽台 桜が丘

件数 割合
神功 160 11.4%
右京 128 9.1%
朱雀 223 15.9%
左京 187 13.3%
佐保台 112 8.0%
兜台 269 19.2%
相楽台 164 11.7%
桜が丘 161 11.5%
合計 1,404 100.0%

11.4% 9.1% 15.9% 13.3% 8.0% 19.2% 11.7% 11.5%

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

(n=1,404)

神功 右京 朱雀 左京 佐保台 兜台 相楽台 桜が丘

0.1%

1.7%

6.8% 13.4% 20.6% 11.3% 28.4% 17.8%

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

(n=1,391)

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65～74歳 75歳以上

16.5% 8.8% 9.8% 13.4% 14.8% 7.2% 16.2% 13.3%

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

(n=43,076)

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65～74歳 75歳以上

30歳代以下（8.6%） 65歳以上（46.2%） 

30歳代以下（35.1%） 65歳以上（29.5%） 

件数 割合
20歳未満 1 0.1%
20歳代 24 1.7%
30歳代 94 6.8%
40歳代 186 13.4%
50歳代 287 20.6%
60～64歳 157 11.3%
65～74歳 395 28.4%
75歳以上 247 17.8%
合計 1,391 100.0%

A B C D E

20歳未満 20歳代 30歳代 65～74歳 75歳以上

0 4 10 15 27 14 54 34 158 14 88
0.0% 2.5% 6.3% 9.5% 17.1% 8.9% 34.2% 21.5% 100.0% 8.9% 55.7%

1 1 8 27 18 10 29 34 128 10 63

0.8% 0.8% 6.3% 21.1% 14.1% 7.8% 22.7% 26.6% 100.0% 7.8% 49.2%
0 2 20 25 47 19 62 47 222 22 109

0.0% 0.9% 9.0% 11.3% 21.2% 8.6% 27.9% 21.2% 100.0% 9.9% 49.1%
0 1 9 24 47 33 54 17 185 10 71

0.0% 0.5% 4.9% 13.0% 25.4% 17.8% 29.2% 9.2% 100.0% 5.4% 38.4%
0 1 5 8 17 14 32 30 107 6 62

0.0% 0.9% 4.7% 7.5% 15.9% 13.1% 29.9% 28.0% 100.0% 5.6% 57.9%
0 8 19 38 60 32 75 35 267 27 110

0.0% 3.0% 7.1% 14.2% 22.5% 12.0% 28.1% 13.1% 100.0% 10.1% 41.2%
0 5 17 27 32 18 41 24 164 22 65

0.0% 3.0% 10.4% 16.5% 19.5% 11.0% 25.0% 14.6% 100.0% 13.4% 39.6%
0 2 6 21 39 17 47 26 158 8 73

0.0% 1.3% 3.8% 13.3% 24.7% 10.8% 29.7% 16.5% 100.0% 5.1% 46.2%
1 24 94 185 287 157 394 247 1,389 119 641

0.1% 1.7% 6.8% 13.3% 20.7% 11.3% 28.4% 17.8% 100.0% 8.6% 46.1%

40歳代 50歳代 60～64歳 合計

A+B+C

39歳以下

D+E

65歳以上

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

若中年単

身世帯

高齢単身

世帯

若中年夫

婦世帯

高齢夫婦

世帯

子育て世

帯

大人の親

子同居世

帯

3世代同

居世帯

その他 合計

8 20 9 54 30 27 3 7 158
5.1% 12.7% 5.7% 34.2% 19.0% 17.1% 1.9% 4.4% 100.0%

7 17 6 37 28 19 11 3 128
5.5% 13.3% 4.7% 28.9% 21.9% 14.8% 8.6% 2.3% 100.0%

12 24 14 64 49 43 6 5 217
5.5% 11.1% 6.5% 29.5% 22.6% 19.8% 2.8% 2.3% 100.0%

5 11 32 45 30 49 9 3 184
2.7% 6.0% 17.4% 24.5% 16.3% 26.6% 4.9% 1.6% 100.0%

1 14 19 33 8 24 4 4 107
0.9% 13.1% 17.8% 30.8% 7.5% 22.4% 3.7% 3.7% 100.0%

26 22 36 59 50 64 6 4 267
9.7% 8.2% 13.5% 22.1% 18.7% 24.0% 2.2% 1.5% 100.0%

5 11 16 43 47 28 7 6 163
3.1% 6.7% 9.8% 26.4% 28.8% 17.2% 4.3% 3.7% 100.0%

2 12 18 50 26 44 4 2 158
1.3% 7.6% 11.4% 31.6% 16.5% 27.8% 2.5% 1.3% 100.0%

66 131 150 385 268 298 50 34 1,382
4.8% 9.5% 10.9% 27.9% 19.4% 21.6% 3.6% 2.5% 100.0%

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

※以下のアンケート結果で、集計において無回答件数を除く処理をしており、各々の合

計は1,419件より小さい。（各設問で無回答件数は異なり、合計欄の件数が変わる） 
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③ 世帯人員（回答者含む）（問 18 あなたと同居している、あなたを含む世帯の人数をお答えください。（数

字を記入）） 

・「二人」が約 40％で最も高い。 

・平均世帯人員は 2.55 であり、H27 年度国勢調査では平均世帯人員は 

2.55 であるため、アンケート回答者の世帯人員に大きな偏りは無い 

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 世帯構成（問 19 あなたと同居している、あなたを含む世帯構成をお答えください。（SA）） 

・「夫婦のみ（夫婦いずれか 65 歳以上）」が約

20%で、最も高い。次いで、「親と子（最年

長の子の年齢が 20 歳以上）」の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・50 歳代以下は、「親と子」世帯の割合が高く 60 歳以上は、「夫婦のみ」世帯の割合が高い傾向にある。 

・「単身世帯」の割合がもっとも高いのは、75 歳以上。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「夫婦のみ（いずれも 64 歳以下）」に 65 歳以上が含まれているのは誤回答があちのため。 

 

件数 割合
一人 212 15.4%
二人 585 42.4%
三人 289 20.9%
四人 218 15.8%
五人以上 76 5.5%
合計 1,380 100.0%

15.4% 42.4% 20.9% 15.8% 5.5%

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

(n=1,380)

一人 二人 三人 四人 五人以上

件数 割合
単身 197 14.2%
夫婦のみ（夫婦いずれも64歳以下） 236 17.0%
夫婦のみ（夫婦いずれか65歳以上） 300 21.6%
親と子（最年長の子の年齢が19歳以下） 269 19.4%
親と子（最年長の子の年齢が20歳以上） 299 21.6%
三世代同居（親+子+孫） 50 3.6%
その他 35 2.5%
合計 1,386 100.0%

14.2% 17.0% 21.6% 19.4% 21.6% 3.6%2.5%

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

(n=1,386)

単身 夫婦のみ（夫婦いずれも64歳以下）

夫婦のみ（夫婦いずれか65歳以上） 親と子（最年長の子の年齢が19歳以下）

親と子（最年長の子の年齢が20歳以上） 三世代同居（親+子+孫）

その他

単身 夫婦のみ

（夫婦い

ずれも64

歳以下）

夫婦のみ

（夫婦い

ずれか65

歳以上）

親と子

（最年長

の子の年

齢が19歳

以下）

親と子

（最年長

の子の年

齢が20歳

以上）

三世代同

居（親+

子+孫）

その他 合計

14 15 0 74 7 5 4 119
11.8% 12.6% 0.0% 62.2% 5.9% 4.2% 3.4% 100.0%

11 12 0 134 16 10 3 186

5.9% 6.5% 0.0% 72.0% 8.6% 5.4% 1.6% 100.0%
28 59 2 52 130 12 3 286

9.8% 20.6% 0.7% 18.2% 45.5% 4.2% 1.0% 100.0%
13 64 20 3 41 7 8 156

8.3% 41.0% 12.8% 1.9% 26.3% 4.5% 5.1% 100.0%
62 49 182 3 72 10 14 392

15.8% 12.5% 46.4% 0.8% 18.4% 2.6% 3.6% 100.0%
69 37 96 2 32 6 3 245

28.2% 15.1% 39.2% 0.8% 13.1% 2.4% 1.2% 100.0%
197 236 300 268 298 50 35 1,384

14.2% 17.1% 21.7% 19.4% 21.5% 3.6% 2.5% 100.0%

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

合計

～30歳代
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⑤ 住まいの種類（問 16 現在の住まいの種類をお答えください。（SA）） 

・「持家一戸建て」が約 55％で最も高く、半数を超え

る。次いで「UR 賃貸住宅」「分譲マンション（持家

集合住宅）」の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・「若中年単身世帯」は「UR 賃貸住宅」。その他の世帯は、「持家一戸建て」が最も高い。 

・一人暮らしである「高齢単身世帯」においても、半数近くが「持家一戸建て」に住んでいる。また、「高

齢夫婦世帯」も約 70％が「持家一戸建て」に住んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【愛着とのクロス集計】 

・全ての住まいの種類で、愛着あり（「とても愛着を持っている」+「やや愛着を持っている」）が 80％以上

と高い。 

・特に、「持家一戸建て」「分譲マンション（持家集合住宅）」の持家世帯は愛着を持つ割合が高い。 

 

 

 

 

 

【居住期間とのクロス集計】 

・「持家一戸建て」「分譲マンション」の持ち家では、居住期間が 11 年以上の割合が高く、長く NT に住ん

でいるひとが多い傾向にある。 

・「UR 賃貸住宅」「賃貸一戸建て住宅」「賃貸集合住宅」では居住期間が 5 年以内の割合が最も高く、比較

的短い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 現在の住まいの居住期間（問 17 現在の住まいにどのくらいの期間、お住まいですか。※建替えた場合は、

建替え前の住まいへの入居からの期間（SA）） 

・「21 年以上」が約 50%と最も高い。 

・比較的居住歴の短い 5 年以内で区切ると約 20%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・「若中年単身世帯」と「子育て世帯」では、半数近くが、居住歴 5 年以内となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他の回答（抜粋） 
・定借    ・親の持家で同居 

54.7% 19.1% 19.7%

1.7%

4.5%

0.4%

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

(n=1,389)

持家一戸建て 分譲マンション（持家集合住宅） UR賃貸住宅

賃貸一戸建て 賃貸集合住宅（アパート含む） その他

3.5% 9.6% 6.0% 10.4% 21.4% 49.2%

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

(n=1,391)

1年以内 2～3年 4～5年 6～10年 11～20年 21年以上

５年未満（19.1%） 

件数 割合
持家一戸建て 760 54.7%
分譲マンション（持家集合住宅） 265 19.1%
UR賃貸住宅 273 19.7%
賃貸一戸建て 23 1.7%
賃貸集合住宅（アパート含む） 62 4.5%
その他 6 0.4%
合計 1389 100.0%

件数 割合
1年以内 48 3.5%
2～3年 133 9.6%
4～5年 83 6.0%
6～10年 145 10.4%
11～20年 298 21.4%
21年以上 684 49.2%
合計 1,391 100.0%

A B C

1年以内 2～3年 4～5年

7 16 6 8 7 22 66 29
10.6% 24.2% 9.1% 12.1% 10.6% 33.3% 100.0% 43.9%

5 7 6 9 23 80 130 18

3.8% 5.4% 4.6% 6.9% 17.7% 61.5% 100.0% 13.8%
9 16 8 13 30 74 150 33

6.0% 10.7% 5.3% 8.7% 20.0% 49.3% 100.0% 22.0%
4 18 7 14 63 280 386 29

1.0% 4.7% 1.8% 3.6% 16.3% 72.5% 100.0% 7.5%
14 65 45 68 64 12 268 124

5.2% 24.3% 16.8% 25.4% 23.9% 4.5% 100.0% 46.3%
2 7 7 21 90 171 298 16

0.7% 2.3% 2.3% 7.0% 30.2% 57.4% 100.0% 5.4%
4 1 2 8 11 24 50 7

8.0% 2.0% 4.0% 16.0% 22.0% 48.0% 100.0% 14.0%
2 2 1 4 9 17 35 5

5.7% 5.7% 2.9% 11.4% 25.7% 48.6% 100.0% 14.3%
47 132 82 145 297 680 1,383 406

3.4% 9.5% 5.9% 10.5% 21.5% 49.2% 100.0% 29.4%

11～20年 21年以上 合計
A+B+C

5年以内

6～10年

3世代同居世帯

その他

合計

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

若中年単身世帯

持家一戸

建て

分譲マン

ション（持

家集合住

宅）

UR賃貸住

宅

賃貸一戸

建て

賃貸集合

住宅（ア

パート含

む）

その他： 合計

9 13 33 0 11 0 66
13.6% 19.7% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 100.0%

63 13 52 0 3 0 131

48.1% 9.9% 39.7% 0.0% 2.3% 0.0% 100.0%
70 44 21 4 7 3 149

47.0% 29.5% 14.1% 2.7% 4.7% 2.0% 100.0%
266 54 55 2 6 1 384

69.3% 14.1% 14.3% 0.5% 1.6% 0.3% 100.0%
141 37 53 11 26 0 268

52.6% 13.8% 19.8% 4.1% 9.7% 0.0% 100.0%
150 93 43 5 6 1 298

50.3% 31.2% 14.4% 1.7% 2.0% 0.3% 100.0%
33 7 8 1 0 1 50

66.0% 14.0% 16.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%
26 2 5 0 1 0 34

76.5% 5.9% 14.7% 0.0% 2.9% 0.0% 100.0%
758 263 270 23 60 6 1,380

54.9% 19.1% 19.6% 1.7% 4.3% 0.4% 100.0%

若中年単身世帯

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

3世代同居世帯

その他

合計

持家一戸建て 306 60.1% 359 52.8% 69 53.1% 18 40.0% 752 55.1% 665 88.4% 87 11.6%

分譲マンション（持家集合住宅） 92 18.1% 138 20.3% 23 17.7% 7 15.6% 260 19.1% 230 88.5% 30 11.5%

UR賃貸住宅 96 18.9% 125 18.4% 28 21.5% 14 31.1% 263 19.3% 221 84.0% 42 16.0%

賃貸一戸建て 4 0.8% 14 2.1% 4 3.1% 0 0.0% 22 1.6% 18 81.8% 4 18.2%

賃貸集合住宅（アパート含む） 10 2.0% 40 5.9% 5 3.8% 6 13.3% 61 4.5% 50 82.0% 11 18.0%

その他： 1 0.2% 4 0.6% 1 0.8% 0 0.0% 6 0.4% 5 83.3% 1 16.7%

全体 509 100.0% 680 100.0% 130 100.0% 45 100.0% 1,364 100.0% 1,189 87.2% 175 12.8%

A+B

愛着あり

C+D

愛着なし
とても愛着を持ってい

る
やや愛着を持っている

あまり愛着を持ってい

ない

まったく愛着を持ってい

ない

A B C D

合計

5年以内 6～10年 11～20年 21年以上 合計

81 64 159 456 760

10.7% 8.4% 20.9% 60.0% 100.0%

32 26 62 145 265

12.1% 9.8% 23.4% 54.7% 100.0%

104 36 60 73 273

38.1% 13.2% 22.0% 26.7% 100.0%

8 4 9 2 23

34.8% 17.4% 39.1% 8.7% 100.0%

38 14 5 3 60

63.3% 23.3% 8.3% 5.0% 100.0%

1 1 2 2 6

16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 100.0%

264 145 297 681 1387

19.0% 10.5% 21.4% 49.1% 100.0%
合計

分譲マンション

（持家集合住宅）

UR賃貸住宅

賃貸一戸建て

賃貸集合住宅

（アパート含む）

その他

持家一戸建て
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⑦ 現在の住まいに住んだきっかけ（問 25 あなたが今の住まいに住んだきっかけは何ですか。（SA）） 

・「住宅事情」が約 35%と最も高い。次いで「仕事の都合（転

職・退職）」「結婚」「親族の近くに住むため」の順に高い。 

・「親族との同居のため」や「親族の近くに住むため」といっ

た、親族との同居や近居がきっかけとなる回答が約 16％

を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・どの世帯においても「住宅事情」がボリュームゾーンを占めている。 

・一方で、「若中年単身世帯」では「仕事の都合（転勤・退職）」、「若中年夫婦世帯」、「子育て世帯」では「結

婚」、「3 世代同居世帯」では「親族との同居のため」が高くなっており、比較的若い世帯においてはライ

フステージに変化が転入のきっかけとなる傾向がある。 

・「高齢単身世帯」や「若中年夫婦世帯」、「子育て世帯」、「3 世代同居世帯」の約 20％以上は、親族との同

居や近居がきっかけとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.8%

3.2%

2.6%

15.3% 35.3% 14.1%

0.7%

4.9% 11.0% 1.0% 10.9%

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

(n=1,358)

生まれた時から 入学・進学 就職・転職 仕事の都合（転勤・退職）

住宅事情 結婚 健康上の理由 親族との同居のため

親族の近くに住むため Uターン その他

その他の回答（抜粋） 

・ライフステージの変化（20 件） 

子育てのため（9件）／離婚・別居（4件）／家族の都合（3件）／子どもの成人（2件）／その他（2件） 

・住環境が良かったから（18 件） 

・土地を取得・所有していたから（11 件） 

・まちに魅力を感じたから（9 件） 

・職場への通勤が便利だから（5 件） 

・京都・大阪への交通利便性が高いから（4 件） 

・住宅を建てたから（4 件） 

・家賃が手頃な住宅があったから（2 件） 

・その他（28 件） 

友人が近くに住んでいた／家族に障がい者がおり、福祉センターに近かったため       など 

 

親族との同居or近くに住むため（15.9%） 

A B

親族との同

居のため

親族の近く

に住むため

2 6 4 17 16 3 0 3 6 1 6 64 9
3.1% 9.4% 6.3% 26.6% 25.0% 4.7% 0.0% 4.7% 9.4% 1.6% 9.4% 100.0% 14.1%

0 4 3 17 47 1 1 5 17 1 23 119 22

0.0% 3.4% 2.5% 14.3% 39.5% 0.8% 0.8% 4.2% 14.3% 0.8% 19.3% 100.0% 18.5%
0 4 7 27 38 37 0 7 19 0 10 149 26

0.0% 2.7% 4.7% 18.1% 25.5% 24.8% 0.0% 4.7% 12.8% 0.0% 6.7% 100.0% 17.4%
2 3 8 48 174 22 5 15 27 3 55 362 42

0.6% 0.8% 2.2% 13.3% 48.1% 6.1% 1.4% 4.1% 7.5% 0.8% 15.2% 100.0% 11.6%
5 15 8 42 58 68 0 2 46 5 16 265 48

1.9% 5.7% 3.0% 15.8% 21.9% 25.7% 0.0% 0.8% 17.4% 1.9% 6.0% 100.0% 18.1%
1 8 4 44 114 50 2 15 30 2 27 297 45

0.3% 2.7% 1.3% 14.8% 38.4% 16.8% 0.7% 5.1% 10.1% 0.7% 9.1% 100.0% 15.2%
1 2 0 8 11 7 0 12 1 2 5 49 13

2.0% 4.1% 0.0% 16.3% 22.4% 14.3% 0.0% 24.5% 2.0% 4.1% 10.2% 100.0% 26.5%
0 1 0 3 17 2 1 6 1 0 3 34 7

0.0% 2.9% 0.0% 8.8% 50.0% 5.9% 2.9% 17.6% 2.9% 0.0% 8.8% 100.0% 20.6%
11 43 34 206 475 190 9 65 147 14 145 1,339 212

0.8% 3.2% 2.5% 15.4% 35.5% 14.2% 0.7% 4.9% 11.0% 1.0% 10.8% 100.0% 15.8%

A+B

親族との同

居or近くに

住む

生まれた時

から

入学・進学 就職・転職 仕事の都

合（転勤・

退職）

住宅事情 結婚 健康上の

理由

Uターン その他 合計

若中年単身世帯

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

3世代同居世帯

その他

合計

件数 割合
生まれた時から 11 0.8%

入学・進学 43 3.2%
就職・転職 35 2.6%
仕事の都合（転勤・退職） 208 15.3%
住宅事情 480 35.3%
結婚 192 14.1%
健康上の理由 10 0.7%
親族との同居のため 67 4.9%
親族の近くに住むため 150 11.0%
Uターン 14 1.0%
その他 148 10.9%
合計 1,358 100.0%
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⑧ 以前の居住地（問 26 現在の住まいの前は、どちらに住んでいましたか。（SA）） 

・「その他奈良市」が約 25%と最も高い。 

・3 市町内が約 45%、3 市町外が約 55%。 

・「その他」が約 15％と高く、記述欄の内容から近

畿地方以外が全体の約 10％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・若中年単身世帯以外は、「平城・相楽ニュータウン内の別の場所」あるいは「その他奈良市」など、比較

的近いエリアが最も高い。 

・若中年単身世帯は、遠方である「その他」が最も高く、全体の約 20％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住歴とのクロス集計】 

・「居住歴 5 年以内」では「平城・相楽ニュータウン内の別の

場所」「その他奈良市」が高く、居住歴が短い人は NT 内

やその近辺からの転入が多い傾向にある。また、「その

他」も高いため、遠方からの転入も多い。 

・「居住歴６年以上」では「その他奈良市」「その他奈良県」

「その他大阪府」「その他」が高く、居住歴が長い人は遠

方からの転入が多い傾向にある。 

 

  

件数 割合
生まれた時から今の場所 4 0.3%
平城・相楽ニュータウン内の別の場所 232 16.8%
その他奈良市 317 23.0%
その他木津川市 59 4.3%
その他精華町 34 2.5%
京都市 71 5.2%
大阪市 73 5.3%
その他奈良県 152 11.0%
その他京都府 66 4.8%
その他大阪府 164 11.9%
その他 206 14.9%
合計 1,378 100.0%

その他の回答（抜粋） 

・関東地方（61 件） 

東京都（29件）／千葉県（10件）／神奈川県（10件）／埼玉県（5件）／栃木県（2件）／その他（5件） 

・近畿地方（京都府・奈良県・大阪府を除く）（60 件） 

兵庫県（43件）／滋賀県（8件）／三重県（6件）／和歌山県（3件） 

・中国地方（13 件） 

広島県（5件）／岡山県（2件）／鳥取県（2件）／島根県（2件）／山口県（2件） 

・九州地方（8 件） 

福岡県（3件）／熊本県（1件）／鹿児島県（1件）／その他（3件） 

・北海道・東北地方（4 件） 

宮城県（2件）／北海道（1件）／その他（1件） 

・四国地方（2 件） 

香川県（1件）／徳島県（1件） 

・国外（12 件） 

イギリス／カナダ／ドイツ／マレーシア   など 

・その他（6 件） 

全国的な転勤族   など 

生まれた時

から今の場

所

平城・相楽

ニュータウン

内の別の

場所

その他奈

良市

その他木

津川市

その他精

華町

京都市 大阪市 その他奈

良県

その他京

都府

その他大

阪府

その他： 合計

1 12 13 2 1 2 3 5 5 5 15 64
1.6% 18.8% 20.3% 3.1% 1.6% 3.1% 4.7% 7.8% 7.8% 7.8% 23.4% 100.0%

0 14 37 0 5 6 8 19 9 17 13 128

0.0% 10.9% 28.9% 0.0% 3.9% 4.7% 6.3% 14.8% 7.0% 13.3% 10.2% 100.0%
0 18 43 6 5 7 5 21 6 19 19 149

0.0% 12.1% 28.9% 4.0% 3.4% 4.7% 3.4% 14.1% 4.0% 12.8% 12.8% 100.0%
0 60 82 18 6 19 25 33 16 53 61 373

0.0% 16.1% 22.0% 4.8% 1.6% 5.1% 6.7% 8.8% 4.3% 14.2% 16.4% 100.0%
2 54 47 17 7 23 9 31 13 21 42 266

0.8% 20.3% 17.7% 6.4% 2.6% 8.6% 3.4% 11.7% 4.9% 7.9% 15.8% 100.0%
0 48 69 13 7 12 15 34 16 42 40 296

0.0% 16.2% 23.3% 4.4% 2.4% 4.1% 5.1% 11.5% 5.4% 14.2% 13.5% 100.0%
1 17 9 1 2 2 3 2 0 4 9 50

2.0% 34.0% 18.0% 2.0% 4.0% 4.0% 6.0% 4.0% 0.0% 8.0% 18.0% 100.0%
0 9 11 2 0 0 3 3 1 1 3 33

0.0% 27.3% 33.3% 6.1% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 3.0% 3.0% 9.1% 100.0%
4 232 311 59 33 71 71 148 66 162 202 1,359

0.3% 17.1% 22.9% 4.3% 2.4% 5.2% 5.2% 10.9% 4.9% 11.9% 14.9% 100.0%

若中年単身世帯

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

3世代同居世帯

その他

合計

3市町外（53.1%） 
3市町内（46.9%） 兵庫県・滋賀県・和歌

山県で約５％、近畿

地方以外で約 10% 

居住歴

５年以内

居住歴

６年以上

生まれた時から今の場所 0.4% 0.3%

平城・相楽ニュータウン内の別の場所 21.1% 15.9%

その他奈良市 21.8% 23.3%

その他木津川市 4.2% 4.3%

その他精華町 2.3% 2.4%

京都市 7.7% 4.6%

大阪市 1.9% 6.0%

その他奈良県 9.6% 11.2%

その他京都府 4.6% 4.9%

その他大阪府 7.7% 12.9%

その他 18.8% 14.0%

合計 100.0% 100.0%
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⑨ 住み続け意向（問 27 現在の住まいにずっと住み続けたいと思いますか。（SA+FA）） 

・「このまま住み続けたい」が約 60%と最も高い。 

・平城・相楽 NT 外への転居意向をもつのは約 7%と少ない。 

※「わからない」を除くと、約 90％が平城・相楽 NT 内に住み続けたいと思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択した理由（抜粋） 

<このまま住み続けたい> 

・利便性（209 件） 

立地（53件）／交通の便（32件）／商業施設の便（24件）／医療施設の便（11

件）／通勤・通学の便（4件）／公共施設の便（4件）／その他の利便性（81件） 

・環境のよさ（159 件） 

住宅（38件）／閑静（29件）／自然（25件）／景観（4件）／街並み（3件）

／公園（2件）／その他（58件） 

・住みやすさ（64 件） 

・持家のため（27 件） 

・土地に愛着がある（24 件） 

・家族・友人が近くにいるので（22 件） 

・治安がよい（12 件） 

・災害に強い（3 件） 

・その他（63 件） 

この家が終の住処であると思うため、おおむね満足しているから、スポーツジ

ムが近くにあって健康維持しやすい、歴史ある土地だから、人々があたたかい、

人とのつながり、高齢者福祉施設へも入りやすそうだから 

・不便さ（5 件） 

交通の便（2件）／商業施設の便（1件）／その他の便（2件） 

・高齢化（22 件） 

転居に不安（10件）／いずれ高齢者施設等へ（7件）／その他（5件） 

・経済的余裕なし（9 件） 

・その他（3 件） 

面倒、今のところに住み続けるしかないから 

・思案中（5 件） 

・特になし（7 件） 

・その他（3 件） 

健康の内はいいけど、坂が高いと不便になる 

選択した理由（抜粋） 

<いずれは平城・相楽ニュータ

ウン内で転居するつもり> 

・住宅購入（6 件） 

・環境（5 件） 

・治安（3 件） 

・利便性（2 件） 

・住みやすさ（2 件） 

・その他（2 件） 

この地域が気に入っている 

・家族に関すること（7 件） 

・高齢化（5 件） 

高齢者施設等へ入所希望（5件） 

・不便さ（3 件） 

交通の便（2件）／商業施設の便

（1件） 

・地元に帰る（2 件） 

・その他（4 件） 

住まいの老朽化、住居や庭の管

理が、いずれ困難になると思う

ため 

・思案中（5 件） 

・その他（5 件） 

賃貸住宅なので 

選択した理由（抜粋） 

<いずれは平城・相楽ニュータウ

ン外に転居するつもり> 

・不便さ（15 件） 

交通の便（5件）／立地（3件）／

商業施設の便（3 件）／その他の

便（3件）／医療施設の便（1件） 

・転職・転勤（6 件） 

・高齢化（6 件） 

高齢者施設等へ入所希望（6件） 

・家族に関すること（5 件） 

・経済問題（3 件） 

・災害に対する不安（3 件） 

・その他（4 件） 

小学校や中学校に通う生徒の数

が少ないので現在乳児の子供が

通う時どうなっているか不安 

・家族の近くへ住む（11 件） 

親の近くへ（6 件）／子供の近く

へ（3 件）／その他親族の近くへ

（2件） 

・地元に帰る（8 件） 

・持家がある（2 件） 

県外の地元に帰る、大学卒業した

ら離れます 

・その他（17 件） 

転勤族のため 

選択した理由（抜粋） 

<いずれは平城・相楽ニュータ

ウン外に転居するが、戻るつも

り> 

・家族に関すること（2 件） 

・地元に帰る（2 件） 

・その他（2 件） 

 

・その他（3 件） 

結婚でよそに引っ越すが夫婦

ともに高の原で生まれ育った

のでいつかは戻ってきたい 

選択した理由（抜粋） 

<わからない> 

・不便さ（12 件）  

交通の便（5 件）／商業施設の便

（4件）／その他の便（3件） 

・高齢化（7 件） 

・転職・転勤・通学（6 件） 

・その他（10 件） 

退職後も住みつづけられるか不

明、車の運転ができなくなったら

転居するつもり 

・思案中（6 件） 

・未定（16 件） 

・その他（10 件） 

賃貸のため、生活費と相談 

積極的理由 消極的理由 わからない、どちらでもない 

件数 割合
このまま住み続けたい 863 62.8%
いずれは平城・相楽ニュータウン内で転居するつもり 54 3.9%
いずれは平城・相楽ニュータウン外に転居するつもり 94 6.8%
いずれは平城・相楽ニュータウン外に転居するが、戻るつもり 10 0.7%
わからない 354 25.7%
合計 1,375 100.0%

62.8% 3.9% 6.8%0.7% 25.7%

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

(n=1,375)

このまま住み続けたい

いずれは平城・相楽ニュータウン内で転居するつもり

いずれは平城・相楽ニュータウン外に転居するつもり

いずれは平城・相楽ニュータウン外に転居するが、戻るつもり

わからない

平城・相楽 NT外への転居意向 

<このまま住み続けたい理由について> 

・「利便性」「環境のよさ」「住みやすさ」といった内容の記載が高い。 

<いずれは NT 外に転居する理由について> 

・「不便さ」「家族の近くに住む」「地元に帰る」といった内容の記載が高い。 
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【世帯属性とのクロス集計】 

・いずれの世帯も「このまま住み続けたい」が最も高いが、「若中年単身世帯」や「若中年夫婦世帯」とい

った若年で、子をもたない世帯では、「いずれは平城・相楽ニュータウン外に転居するつもり」が比較的

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

このまま住

み続けたい

いずれは平

城・相楽

ニュータウン

内で転居

するつもり

いずれは平

城・相楽

ニュータウン

外に転居

するつもり

いずれは平

城・相楽

ニュータウン

外に転居

するが、戻

るつもり

わからない 合計

25 4 11 2 22 64
39.1% 6.3% 17.2% 3.1% 34.4% 100.0%

83 1 6 0 35 125

66.4% 0.8% 4.8% 0.0% 28.0% 100.0%
89 3 22 1 34 149

59.7% 2.0% 14.8% 0.7% 22.8% 100.0%
280 8 14 2 69 373

75.1% 2.1% 3.8% 0.5% 18.5% 100.0%
140 25 22 1 77 265

52.8% 9.4% 8.3% 0.4% 29.1% 100.0%
180 9 12 3 92 296

60.8% 3.0% 4.1% 1.0% 31.1% 100.0%
35 4 2 0 9 50

70.0% 8.0% 4.0% 0.0% 18.0% 100.0%
18 0 5 1 10 34

52.9% 0.0% 14.7% 2.9% 29.4% 100.0%
850 54 94 10 348 1,356

62.7% 4.0% 6.9% 0.7% 25.7% 100.0%

3世代同居世帯

その他

合計

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

若中年単身世帯
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（２）NT での暮らしについて 

➀ 主な休日の過ごし方（問 4 主な休日の過ごし方をお答えください。（MA）） 

・「高の原駅前の商業施設などに

行く」が約 65%と最も高く、

次いで「近所の公園、歩行者専

用道路、図書館、体育館などの

施設に行く」「電車や自家用車

を使って高の原以外の周辺の

商業施設やレジャー施設に行

く」の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・いずれの世帯についても、「高の原駅前の商業施設などに行く」が最も高い。 

・「若中年単身世帯」や「高齢単身世帯」は「ほとんど外出しない」が約 20％と他の世帯に比べて高い傾向。 

・「若中年単身世帯」「若年夫婦世帯」「子育て世帯」「３世代同居世帯」の若い世代がいる世帯は電車や自家

用車を使い、遠出する割合が高い。 

・「高齢夫婦世帯」、「子育て世帯」、「3 世代同居世帯」の高齢者や子どもがいる世帯は「近所の公園、歩行

者専用道路、図書館、体育館などの施設に行く」が約半数となっており、比較的近場で過ごす割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近所の公

園、歩行

者専用道

路、図書

館、体育

館などの施

設に行く

近所のカ

フェやパン

屋・菓子

店・雑貨店

などに行く

高の原駅

前の商業

施設などに

行く

電車や自

家用車を

使って高の

原以外の

周辺の商

業施設や

レジャー施

設に行く

電車や自

家用車を

使って大

阪・京都・

奈良の都

心へ行く

その他 ほとんど外

出しない

回答者数

12 11 35 18 24 9 14 65
18.5% 16.9% 53.8% 27.7% 36.9% 13.8% 21.5% 100.0%

48 23 84 20 32 19 26 129

37.2% 17.8% 65.1% 15.5% 24.8% 14.7% 20.2% 100.0%
39 26 97 69 63 17 11 150

26.0% 17.3% 64.7% 46.0% 42.0% 11.3% 7.3% 100.0%
168 60 259 125 85 59 48 385

43.6% 15.6% 67.3% 32.5% 22.1% 15.3% 12.5% 100.0%
139 66 187 128 67 17 19 268

51.9% 24.6% 69.8% 47.8% 25.0% 6.3% 7.1% 100.0%
79 50 194 109 75 33 47 297

26.6% 16.8% 65.3% 36.7% 25.3% 11.1% 15.8% 100.0%
21 9 30 24 14 8 5 50

42.0% 18.0% 60.0% 48.0% 28.0% 16.0% 10.0% 100.0%
7 5 21 10 8 8 4 34

20.6% 14.7% 61.8% 29.4% 23.5% 23.5% 11.8% 100.0%
513 250 907 503 368 170 174 1,378

37.2% 18.1% 65.8% 36.5% 26.7% 12.3% 12.6% 100.0%

若中年単身世帯

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

3世代同居世帯

その他

回答者数

件数 割合
近所の公園、歩行者専用道路、図書館、体育館などの施設に行く 522 37.3%
近所のカフェやパン屋・菓子店・雑貨店などに行く 253 18.1%
高の原駅前の商業施設などに行く 923 66.0%
電車や自家用車を使って高の原以外の周辺の商業施設やレジャー施設に行く 507 36.2%
電車や自家用車を使って大阪・京都・奈良の都心へ行く 375 26.8%
その他 173 12.4%
ほとんど外出しない 175 12.5%
回答者数 1,399 100.0%

その他の回答（抜粋） 

・アウトドア（34 件） 

ウォーキング・散歩（14件）／登山・ハイキング（10件）／サイクリング（5件）／ジョギング（2件）

／その他（3件） 

・観光（23 件） 

・スポーツ（19 件） 

ゴルフ（9件）／テニス（4件）／その他（6件） 

・ショッピング（17 件） 

・農作業（14 件） 

家庭菜園（5件）／貸農園（4件）／その他（5件） 

・自宅で過ごす（11 件） 

・実家へ行く（8 件） 

・家事（7 件） 

・育児（5 件） 

・ドライブ（4 件） 

・教会に行く（4 件） 

・習い事・クラブ活動（3 件） 

・病院に行く（2 件） 

・読書（2 件） 

・その他（21 件） 

奈良競輪にいく／副業をする   など 

37.3%

18.1%

66.0%

36.2%

26.8%

12.4%

12.5%

0% 20% 40% 60% 80%

近所の公園、歩行者専用道路、図書館、体育館などの施
設に行く

近所のカフェやパン屋・菓子店・雑貨店などに行く

高の原駅前の商業施設などに行く

電車や自家用車を使って高の原以外の周辺の商業施設や
レジャー施設に行く

電車や自家用車を使って大阪・京都・奈良の都心へ行く

その他

ほとんど外出しない

(n=1,399)
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【愛着とのクロス集計】 

・「近所の公園、歩行者専用道路、図書館、体育館などの施設に行く」「近所のカフェやパン屋・菓子店・雑

貨店などに行く」「高の原駅前の商業施設などに行く」の NT 内で過ごす人は愛着を持つ割合が高い傾向

にある。 

・「ほとんど外出しない」人は愛着を持たない割合が、やや高い傾向にある。 

・NT 内のまちのなかで過ごす人ほど、まちへの愛着が高まる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

近所の公園、歩行者専用道路、図書

館、体育館などの施設に行く
229 45.1% 240 35.3% 34 25.8% 6 12.8% 509 37.2% 469 92.1% 40 7.9%

近所のカフェやパン屋・菓子店・雑貨店

などに行く
113 22.2% 110 16.2% 18 13.6% 6 12.8% 247 18.1% 223 90.3% 24 9.7%

高の原駅前の商業施設などに行く 369 72.6% 450 66.2% 65 49.2% 17 36.2% 901 65.9% 819 90.9% 82 9.1%

電車や自家用車を使って高の原以外

の周辺の商業施設やレジャー施設に行

く

171 33.7% 270 39.7% 50 37.9% 12 25.5% 503 36.8% 441 87.7% 62 12.3%

電車や自家用車を使って大阪・京都・

奈良の都心へ行く
136 26.8% 180 26.5% 35 26.5% 18 38.3% 369 27.0% 316 85.6% 53 14.4%

その他 60 11.8% 76 11.2% 24 18.2% 5 10.6% 165 12.1% 136 82.4% 29 17.6%

ほとんど外出しない 58 11.4% 74 10.9% 29 22.0% 12 25.5% 173 12.7% 132 76.3% 41 23.7%

回答者数 508 100.0% 680 100.0% 132 100.0% 47 100.0% 1,367 100.0% 1,188 86.9% 179 13.1%

とても愛着を

持っている

A B

やや愛着を

持っている

C

あまり愛着を

持っていない

D

まったく愛着を

持っていない

回答者数

A+B C+D

愛着あり 愛着なし
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② 近所づきあい（問５ ご近所で、次のようなつきあいをしている人はいますか。（MA）） 

・「会えばあいさつをする人」が約 90%と最も高く、次いで「立ち話をする人」「物のやりとりをする人」

の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計】 

・どの住区でも「会えば挨拶する人」が約 90％。 

・他の住区よりも比較的高いのは、以下の通り。 

「右京」は「子育てや介護等の情報を交換する人」、「あなたやご家族のことを気にしてくれる人」、「あな

たが安否などを気にかけている人」 

「朱雀」は「立ち話をする人」、「あなたやご家族のことを気にしてくれる人」 

「左京」は「趣味や娯楽を一緒にする人」 

「佐保台」は「物のやりとりをする人」、「趣味や娯楽を一緒にする人」、「あなたが安否などを気にかけて

いる人」 

「桜が丘」は「物のやりとりをする人」  

・兜台、相楽台では、他の住区と比べると全体的に低い。（兜台、相楽台は他の住区に比べ若い世代が高く、

年代による影響がはたらいている可能性がある。） 

 

 

会えばあい

さつをする

人

立ち話をす

る人

物のやりとり

をする人

趣味や娯

楽を一緒に

する人

住宅を訪

問し合う人

留守をする

ときに声を

かける人

子育てや

介護等の

情報を交

換する人

あなたやご

家族のこと

を気にしてく

れる人

あなたが安

否などを気

にかけてい

る人

特にいない 回答者数

144 90 59 31 27 29 24 34 33 16 160
90.0% 56.3% 36.9% 19.4% 16.9% 18.1% 15.0% 21.3% 20.6% 10.0% 100.0%

115 78 44 34 19 16 29 43 36 14 128

89.8% 60.9% 34.4% 26.6% 14.8% 12.5% 22.7% 33.6% 28.1% 10.9% 100.0%
204 140 85 51 39 42 37 61 48 17 223

91.5% 62.8% 38.1% 22.9% 17.5% 18.8% 16.6% 27.4% 21.5% 7.6% 100.0%
177 103 63 53 32 31 24 41 33 9 187

94.7% 55.1% 33.7% 28.3% 17.1% 16.6% 12.8% 21.9% 17.6% 4.8% 100.0%
105 67 46 34 15 18 18 32 27 8 111

94.6% 60.4% 41.4% 30.6% 13.5% 16.2% 16.2% 28.8% 24.3% 7.2% 100.0%
229 131 83 48 29 29 35 59 48 38 269

85.1% 48.7% 30.9% 17.8% 10.8% 10.8% 13.0% 21.9% 17.8% 14.1% 100.0%
144 91 54 28 21 17 25 36 21 17 163

88.3% 55.8% 33.1% 17.2% 12.9% 10.4% 15.3% 22.1% 12.9% 10.4% 100.0%
150 98 66 42 31 32 23 37 30 7 161

93.2% 60.9% 41.0% 26.1% 19.3% 19.9% 14.3% 23.0% 18.6% 4.3% 100.0%
1,268 798 500 321 213 214 215 343 276 126 1,402

90.4% 56.9% 35.7% 22.9% 15.2% 15.3% 15.3% 24.5% 19.7% 9.0% 100.0%

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

回答者数

件数 割合
会えばあいさつをする人 1,270 90.5%
立ち話をする人 799 56.9%
物のやりとりをする人 500 35.6%
趣味や娯楽を一緒にする人 321 22.9%
住宅を訪問し合う人 213 15.2%
留守をするときに声をかける人 214 15.2%
子育てや介護等の情報を交換する人 215 15.3%
あなたやご家族のことを気にしてくれる人 343 24.4%
あなたが安否などを気にかけている人 276 19.7%
特にいない 126 9.0%
回答者数 1,404 100.0%

90.5%

56.9%

35.6%

22.9%

15.2%

15.2%

15.3%

24.4%

19.7%

9.0%

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

会えばあいさつをする人

立ち話をする人

物のやりとりをする人

趣味や娯楽を一緒にする人

住宅を訪問し合う人

留守をするときに声をかける人

子育てや介護等の情報を交換する人

あなたやご家族のことを気にしてくれる人

あなたが安否などを気にかけている人

特にいない

(n=1,404)
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【年代とのクロス集計】 

・全体的に、40 歳代以下の若い世代で低い傾向にあり、65 歳以上の高齢者が高い傾向にある。特に、「立

ち話をする人」、「物のやりとりをする人」、「趣味や娯楽を一緒にする人」、「留守をするときに声をかける

人」、「あなたが安否などを気にかけている人」ではその傾向が顕著である。 

・30 歳代以下では、「特にいない」が約 20％と、他の年代と比べて高い。 

・「子育てや介護等の情報を交換する人」は当事者となる 40 歳代以下が他の年代に比べ高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世帯属性とのクロス集計】 

・「若中年単身世帯」は他の世帯に比べ、いずれの項目も全体に比べ低い傾向にある。 

・「高齢単身世帯」や「高齢夫婦世帯」といった高齢世帯はいずれの項目も全体に比べ高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会えばあい

さつをする

人

立ち話をす

る人

物のやりとり

をする人

趣味や娯

楽を一緒に

する人

住宅を訪

問し合う人

留守をする

ときに声を

かける人

子育てや

介護等の

情報を交

換する人

あなたやご

家族のこと

を気にしてく

れる人

あなたが安

否などを気

にかけてい

る人

特にいない 回答者数

39 15 8 7 4 3 5 11 9 25 66
59.1% 22.7% 12.1% 10.6% 6.1% 4.5% 7.6% 16.7% 13.6% 37.9% 100.0%

116 85 60 42 29 33 10 48 50 13 131

88.5% 64.9% 45.8% 32.1% 22.1% 25.2% 7.6% 36.6% 38.2% 9.9% 100.0%
137 71 39 30 19 16 10 27 20 16 150

91.3% 47.3% 26.0% 20.0% 12.7% 10.7% 6.7% 18.0% 13.3% 10.7% 100.0%
361 252 158 122 49 85 33 97 98 27 385

93.8% 65.5% 41.0% 31.7% 12.7% 22.1% 8.6% 25.2% 25.5% 7.0% 100.0%
244 151 98 33 61 26 99 73 35 15 267

91.4% 56.6% 36.7% 12.4% 22.8% 9.7% 37.1% 27.3% 13.1% 5.6% 100.0%
278 172 105 58 36 35 37 56 44 17 298

93.3% 57.7% 35.2% 19.5% 12.1% 11.7% 12.4% 18.8% 14.8% 5.7% 100.0%
47 24 13 12 7 5 10 14 6 3 50

94.0% 48.0% 26.0% 24.0% 14.0% 10.0% 20.0% 28.0% 12.0% 6.0% 100.0%
30 18 14 11 6 8 7 10 12 6 35

85.7% 51.4% 40.0% 31.4% 17.1% 22.9% 20.0% 28.6% 34.3% 17.1% 100.0%
1,252 788 495 315 211 211 211 336 274 122 1,382

90.6% 57.0% 35.8% 22.8% 15.3% 15.3% 15.3% 24.3% 19.8% 8.8% 100.0%
回答者数

若中年単身世帯

高齢単身世帯

若中年夫婦世帯

高齢夫婦世帯

子育て世帯

大人の親子同居世帯

3世代同居世帯

その他

会えばあい

さつをする

人

立ち話をす

る人

物のやりとり

をする人

趣味や娯

楽を一緒に

する人

住宅を訪

問し合う人

留守をする

ときに声を

かける人

子育てや

介護等の

情報を交

換する人

あなたやご

家族のこと

を気にしてく

れる人

あなたが安

否などを気

にかけてい

る人

特にいない 回答者数

94 45 25 8 17 7 30 25 10 21 119
79.0% 37.8% 21.0% 6.7% 14.3% 5.9% 25.2% 21.0% 8.4% 17.6% 100.0%

163 95 55 22 36 13 59 44 24 20 185

88.1% 51.4% 29.7% 11.9% 19.5% 7.0% 31.9% 23.8% 13.0% 10.8% 100.0%
262 148 101 54 44 35 53 67 46 24 287

91.3% 51.6% 35.2% 18.8% 15.3% 12.2% 18.5% 23.3% 16.0% 8.4% 100.0%
148 94 60 40 25 25 20 31 26 7 157

94.3% 59.9% 38.2% 25.5% 15.9% 15.9% 12.7% 19.7% 16.6% 4.5% 100.0%
364 254 151 109 51 82 35 95 98 34 395

92.2% 64.3% 38.2% 27.6% 12.9% 20.8% 8.9% 24.1% 24.8% 8.6% 100.0%
226 155 104 83 38 50 14 74 70 19 246

91.9% 63.0% 42.3% 33.7% 15.4% 20.3% 5.7% 30.1% 28.5% 7.7% 100.0%
1,257 791 496 316 211 212 211 336 274 125 1,389

90.5% 56.9% 35.7% 22.8% 15.2% 15.3% 15.2% 24.2% 19.7% 9.0% 100.0%

60～64歳

65～74歳

75歳以上

回答者数

～30歳代

40歳代

50歳代
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③ 参加した地域での活動やイベント（2～3 年の間）（問６ あなたがこの 2～3 年の間に参加した地域での

活動やイベントはありますか。また、その活動やイベントの具体的な内容をお答えください。（MA+FA）） 

・「自治会や福祉・防災等の地域のための活動」が約 40%と最も高く、次いで「夏祭り等、地域の方たちと

の交流を目的としたイベント」「文化・スポーツ等の趣味の活動」の順に高い。 

・「特になし」が約 30%を占めているが、約 70%は何らかの地域の活動やイベントに参加していると考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.1%

13.7%

38.0%

18.6%

11.5%

32.5%

4.0%

32.2%

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

文化・スポーツ等の趣味の活動

地域の方たちによるサロンや集まりの会等

自治会や福祉・防災等の地域のための活動

公園や歩行者専用道路等の環境維持・向上に関する
活動

PTAや地域教育支援等の学校関係の活動

夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント

その他

特になし

(n=1,337)

<文化・スポーツ等の趣味の活動> 

・スポーツ（150 件） 

テニス（27件）／体操（26件）／ゴルフ（21件）／グラ

ウンドゴルフ（10件）／卓球（8件）／ヨガ（7件）／マ

ラソン（6件）／ソフトバレー（6件）／ウォーキング（6

件）／野球・ソフトボール（4件）／サッカー（3件）／

バドミントン（3件）／その他のスポーツ活動（23件） 

太極拳、ボウリング、ゲートボール、プール 

・文化活動（129 件） 

音楽（35件）／お祭り・イベント（25件）／講座・講演

（12件）／語学・科学教室（6件）／囲碁（6件）／絵画

（5件）／踊り（5件）／その他（35件） 

映画／写真倶楽部／詩吟／水墨画／染色／書道／着付け

教室／編物／折り紙 

・その他の活動・イベント（20 件） 

園芸（4件）／その他（16件） 

 

<地域の方たちによるサロンや集まりの会等> 

・趣味に関する活動（39 件） 

音楽活動（17 件）／おしゃべり会（5 件）／健康

麻雀（3件）／その他（14件） 

万葉集講座、囲碁、右京地域食堂、市民雑学大

学、絵画の会、俳句の会 

・団体活動（31 件） 

老人会（10件）／自治会（6件）／おやじの会（2

件）／子ども会（2件）／その他（11件） 

・食事会（22 件） 

・イベント活動（15 件） 

・健康・運動に関する活動（15 件） 

・高齢者向けのサロン活動（14 件） 

・清掃活動（4 件） 

・子育て・教育に関する活動（4 件） 

・その他（21 件） 

<自治会や福祉・防災等の地域のための活動> 

・防災活動（145 件） 

・清掃活動（78 件） 

・イベント（60 件） 

餅つき（14件）／祭り（13件）／とんど焼き（9件）／

防災イベント（8件）／親睦会（4件）／その他（12件） 

子ども食堂のイベント、ティーサロン、ラジオ体操、

山田川きずなポート、里山保全活動、福祉バザー 

・防犯・見守り（10 件） 

・その他（24 件） 

交通安全運動運動の協力／ふれあいサロン 

※活動組織や役職に関する回答 

・自治会（139 件） 

自治会役員（90件）／その他の自治会（49件） 

・社会福祉協議会（9 件） 

・民生委員・児童委員（5 件） 

・防犯協議会（3 件） 

・管理組合（3 件） 

・その他地域団体（11 件） 

連合福祉たすけあいの会／子供会／女性防災クラブ／消

防団活動／万年青年クラブ／セーフティ朱雀 

<公園や歩行者専用道路等の環境維持・向上に関す

る活動> 

・清掃活動（185 件） 

自治会の清掃（41件）／クリーン作戦（25件）／／

公園の清掃（20件）ふれあい清掃（8件）／歩行者

専用道路の清掃（5件）／その他の清掃活動（86件） 

・環境づくり活動（36 件） 

グリーンサポート（15件）／花壇の整備（12件）／

その他の環境づくり活動（９件） 

左京の森 

・その他（分類不可）（７件） 

 
<PTA や地域教育支援等の学校関係の活動> 

・学校関係活動（122 件） 

PTA活動（34件）／登下校の見守り（23件）／ボラン

ティア（15件）／地域委員、学校運営委員、地域教育

評議会など（12 件）／放課後子ども教室（8 件）／学

校行事全般（7件）／運動会（6件）／その他（17件） 

出前講師、小学校統廃合問題に関する活動、子供

園の遊具作成、学校園環境整備 

・学校関係以外の子どもに関わる活動（7 件） 

子供神輿、なかよし会スポーツ、通学路の危険箇所

ピックアップし市へ報告、子ども安全の家活動、け

んはんな科学教育ラボ「わくわく自然体験」 

・その他（8 件） 

<夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント> 

・おまつり（296 件） 

夏祭り（111件）／左京夏祭り（29件）／秋祭り（29件）

／花見・さくら祭（23件）／サンタウン夏祭り（18件）

／自治会の夏祭り（14件）／朱雀夏祭り（13件）／団地

のお祭り（8件）／第二団地夏祭り（5件）／駅西団地夏

祭り（5件）／キッチンカーフェスタ（5件）／音楽祭（4

件）／神功夏祭り（4件）／敬老祭（2件）／その他のお

祭り（26件） 

兜台 1 丁目夏まつり、地蔵盆、精華町盆踊り、七夕ま

つり、盆おどり、桜が丘夏祭り、集会所フェスティバ

ル 

・とんど焼き（23 件） 

・自治会行事（20 件） 

・餅つき（18 件） 

・防災訓練（3 件） 

・鑑月会（3 件） 

・文化祭（3 件） 

・クリスマス会（3 件） 

・焼き芋（2 件） 

・居酒屋（2 件） 

・その他の行事（23 件） 

防災ウォーキング、冬場のイルミネーション、花火大会、

地域を知ろう勉強会、里山交流 

・その他（13 件） 

 

<その他> 

・イベント（17 件） 

とんど焼き（4件）／その他（13件） 

サンタウン Xmas、ラジオ体操、takanohara 防災

ウォークラリー、ふれあいバザー、盆踊り、キッ

チンカーフェスタ、もちつき、ニュータウンフェ

スタ 

・活動（33 件） 

清掃活動（10件）／地域活性化・防災（7件）／教

育・福祉（6件）／自治会（4件）／その他（9件） 

農業塾 

・その他（3 件） 

 

件数 割合
文化・スポーツ等の趣味の活動 295 22.1%
地域の方たちによるサロンや集まりの会等 183 13.7%
自治会や福祉・防災等の地域のための活動 508 38.0%
公園や歩行者専用道路等の環境維持・向上に関する活動 249 18.6%
PTAや地域教育支援等の学校関係の活動 154 11.5%
夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント 434 32.5%
その他 53 4.0%
特になし 431 32.2%
回答者数 1,337 100.0%
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【住区とのクロス集計】 

・「自治会や福祉・防災等の地域のための活動」の回答率が 40％以上と高い住区は「神功」、「右京」、「左京」、

「佐保台」、「相楽台」、「桜が丘」。 

・「夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント」の回答率が約 40％の住区は「神功」、「朱雀」、

「左京」。 

・「兜台」では、「特になし」が 40％以上と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区（奈良あるいは京都）・住まいの種類とのクロス集計】 

・奈良側・京都側のどちらも、地域での活動に参加している割合は全体に「持家一戸建て」「分譲マンショ

ン」「UR 賃貸住宅」の順に高い傾向にある。「持家一戸建て」を除くと「特になし」が高い傾向にある。 

・「夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント」の回答率は、奈良側で「持家一戸建て」、「分譲

マンション」、「賃貸一戸建て」でいずれも約 40%となっているが、京都側ではいずれも約 20%程度に留

まる。 

※「賃貸一戸建て」「賃貸集合住宅（アパート含む）」「その他」は母数が少ないため、分析に加味しない。 

 

 

 

  

文化・ス

ポーツ等の

趣味の活

動

地域の方

たちによる

サロンや集

まりの会等

自治会や

福祉・防災

等の地域

のための活

動

公園や歩

行者専用

道路等の

環境維持・

向上に関

する活動

PTAや地

域教育支

援等の学

校関係の

活動

夏祭り等、

地域の方

たちとの交

流を目的と

したイベント

その他 特になし 回答者数

27 18 59 35 23 58 1 44 147
18.4% 12.2% 40.1% 23.8% 15.6% 39.5% 0.7% 29.9% 100.0%

29 22 49 21 19 37 3 34 118

24.6% 18.6% 41.5% 17.8% 16.1% 31.4% 2.5% 28.8% 100.0%
56 34 63 37 27 85 8 66 210

26.7% 16.2% 30.0% 17.6% 12.9% 40.5% 3.8% 31.4% 100.0%
53 28 81 30 22 79 9 53 181

29.3% 15.5% 44.8% 16.6% 12.2% 43.6% 5.0% 29.3% 100.0%
26 16 49 29 8 41 2 29 110

23.6% 14.5% 44.5% 26.4% 7.3% 37.3% 1.8% 26.4% 100.0%
47 23 69 26 23 58 11 107 254

18.5% 9.1% 27.2% 10.2% 9.1% 22.8% 4.3% 42.1% 100.0%
16 11 69 37 16 30 7 55 159

10.1% 6.9% 43.4% 23.3% 10.1% 18.9% 4.4% 34.6% 100.0%
41 31 69 34 16 46 12 41 156

26.3% 19.9% 44.2% 21.8% 10.3% 29.5% 7.7% 26.3% 100.0%
295 183 508 249 154 434 53 429 1,335

22.1% 13.7% 38.1% 18.7% 11.5% 32.5% 4.0% 32.1% 100.0%

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

神功

右京

朱雀

回答者数

奈良

（神功、右京、

朱雀、左京、

佐保台）

文化・ス

ポーツ等

の趣味の

活動

地域の方

たちによる

サロンや集

まりの会

等

自治会や

福祉・防

災等の地

域のため

の活動

公園や歩

行者専用

道路等の

環境維

持・向上

に関する

活動

PTAや地

域教育支

援等の学

校関係の

活動

夏祭り

等、地域

の方たちと

の交流を

目的とした

イベント

その他 特になし 回答者数

127 77 198 128 64 187 15 78 442

28.7% 17.4% 44.8% 29.0% 14.5% 42.3% 3.4% 17.6% 100.0%

32 14 51 8 11 55 4 54 148

21.6% 9.5% 34.5% 5.4% 7.4% 37.2% 2.7% 36.5% 100.0%

23 20 37 8 14 35 3 62 150

15.3% 13.3% 24.7% 5.3% 9.3% 23.3% 2.0% 41.3% 100.0%

1 1 2 3 2 5 0 7 14

7.1% 7.1% 14.3% 21.4% 14.3% 35.7% 0.0% 50.0% 100.0%

2 4 8 1 7 12 0 21 40

5.0% 10.0% 20.0% 2.5% 17.5% 30.0% 0.0% 52.5% 100.0%

0 0 0 1 0 1 0 2 4

0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 50.0% 100.0%

185 116 296 149 98 295 22 224 798

23.2% 14.5% 37.1% 18.7% 12.3% 37.0% 2.8% 28.1% 100.0%

UR賃貸住宅

賃貸一戸建て

賃貸集合住宅

（アパート含む）

その他

持家一戸建て

回答者数

分譲マンション

（持家集合住宅）

京都

（兜台、相楽台、

桜が丘）

文化・ス

ポーツ等

の趣味の

活動

地域の方

たちによる

サロンや集

まりの会

等

自治会や

福祉・防

災等の地

域のため

の活動

公園や歩

行者専用

道路等の

環境維

持・向上

に関する

活動

PTAや地

域教育支

援等の学

校関係の

活動

夏祭り

等、地域

の方たちと

の交流を

目的とした

イベント

その他 特になし 回答者数

67 48 134 87 30 74 21 80 316

21.2% 15.2% 42.4% 27.5% 9.5% 23.4% 6.6% 25.3% 100.0%

18 11 40 4 10 23 1 39 117

15.4% 9.4% 34.2% 3.4% 8.5% 19.7% 0.9% 33.3% 100.0%

14 5 22 4 11 26 6 68 123

11.4% 4.1% 17.9% 3.3% 8.9% 21.1% 4.9% 55.3% 100.0%

1 0 3 1 2 2 0 5 9

11.1% 0.0% 33.3% 11.1% 22.2% 22.2% 0.0% 55.6% 100.0%

3 1 6 1 1 8 1 9 22

13.6% 4.5% 27.3% 4.5% 4.5% 36.4% 4.5% 40.9% 100.0%

1 0 1 0 1 0 0 1 2

50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%

104 65 206 97 55 133 29 202 589

17.7% 11.0% 35.0% 16.5% 9.3% 22.6% 4.9% 34.3% 100.0%
回答者数

分譲マンション

（持家集合住宅）

UR賃貸住宅

賃貸一戸建て

賃貸集合住宅

（アパート含む）

その他

持家一戸建て
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【年代とのクロス集計】 

・30 歳代以下はほぼすべての項目において、全体と比較すると回答率が低い。「特になし」が約半数。 

・「文化・スポーツ等の趣味の活動」や「地域の方たちによるサロンや集まりの会等」、「公園や歩行者専用道

路等の環境維持・向上に関する活動」といったテーマ型の活動は、年齢が上がるにつれて、各項目の割合

が高くなる傾向。 

・「自治会や福祉・防災等の地域のための活動」といった地縁組織を主体とする活動は、30 歳代以下と 75

歳以上でやや低いが、その他の年代では同様の傾向。 

・「夏祭り等、地域の方たちとの交流を目的としたイベント」は世代を選ばない項目であるため、全世代が

約 30％以上と全体的に高い。 

・「PTA や地域教育支援等の学校関係の活動」は当事者となる年代である「40 歳代」が高い。 

 

  

文化・ス

ポーツ等の

趣味の活

動

地域の方

たちによる

サロンや集

まりの会等

自治会や

福祉・防災

等の地域

のための活

動

公園や歩

行者専用

道路等の

環境維持・

向上に関

する活動

PTAや地

域教育支

援等の学

校関係の

活動

夏祭り等、

地域の方

たちとの交

流を目的と

したイベント

その他 特になし 回答者数

10 9 27 10 13 38 2 52 114
8.8% 7.9% 23.7% 8.8% 11.4% 33.3% 1.8% 45.6% 100.0%

23 11 66 28 60 78 5 51 182

12.6% 6.0% 36.3% 15.4% 33.0% 42.9% 2.7% 28.0% 100.0%
41 12 117 40 22 81 9 98 276

14.9% 4.3% 42.4% 14.5% 8.0% 29.3% 3.3% 35.5% 100.0%
29 13 63 34 8 45 2 54 150

19.3% 8.7% 42.0% 22.7% 5.3% 30.0% 1.3% 36.0% 100.0%
101 70 156 87 25 111 21 114 379

26.6% 18.5% 41.2% 23.0% 6.6% 29.3% 5.5% 30.1% 100.0%
85 66 74 48 24 75 13 60 223

38.1% 29.6% 33.2% 21.5% 10.8% 33.6% 5.8% 26.9% 100.0%
289 181 503 247 152 428 52 429 1,324

21.8% 13.7% 38.0% 18.7% 11.5% 32.3% 3.9% 32.4% 100.0%

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

回答者数
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④ 地域での人と関われる場・くつろぎを感じる場（問７ あなたには、自宅と職場・学校以外の場所で、地

域において、人とのかかわりを持てたり、くつろぎを感じたりする場はありますか。（MA）） 

・「特になし」が約 40%と最も高い。 

・次いで「ショッピングモールやその他商業施設」「公共施設（公民館、図書館、福祉センター等）」「公園や

歩行者専用道路」の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合
集会所等での趣味･健康づくり･子育て等のサロンや 集まりの会 181 13.4%
公園や歩行者専用道路 333 24.6%
ショッピングモールやその他商業施設 362 26.7%
飲食店・カフェ 176 13.0%
公共施設（公民館、図書館、福祉センター等） 348 25.7%
その他 112 8.3%
特になし 525 38.8%
回答者数 1,354 100.0%

13.4%

24.6%

26.7%

13.0%

25.7%

8.3%

38.8%

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

集会所等での趣味 健康づくり 子育て等のサロンや
集まりの会

公園や歩行者専用道路

ショッピングモールやその他商業施設

飲食店・カフェ

公共施設（公民館、図書館、福祉センター等）

その他

特になし

(n=1,354)

<集会所等での趣味･健康づくり･子育て等のサロンや集まりの会> 

・スポーツ（54 件） 

体操（27件）／スポーツクラブ（6件）テニス（5件）／ヨガ（5件）

／ゴルフ（4件）／太極拳（3件）／その他（4件） 

バドミントン／野球／卓球／ソフトバレー 

・文化活動（43 件） 

カラオケ・歌（12件）／麻雀（4件）／囲碁（4件）／俳句教室（4

件）／編み物（4件）／習字（3件）／絵画（2件）／踊り（2件）

／その他（8件） 

写真倶楽部、料理教室、オカリナ、英会話、詩吟、折紙講座、絵

本読み聞かせの会 

・自治会、社協（13 件） 

老人会（6件）／自治会（3件）／集会（2件）／協議会（2件） 

・サロン（14 件） 

ふれあいサロン（5件）／歌サロン（2件）／その他サロン（7件） 

高齢者サロン、リスニングサロン、ドングリサロン、さわやかサ

ロン、コーヒーサロン 

・子育て広場（6 件） 

・その他の集まり（35 件） 

地域 SNS けいはんな／おやじの会／右京地域食堂／図書ボランテ

ィア／いきいきクラブ／コープクラブ／おはなしボランティア／

万青互楽会／わくわくカフェ／ガールスカウト、ボーイスカウト活

動 

※場所の回答（17 件） 

集会所（10件）／ふれあい会館（5件）／保育園（2件） 

<その他> 

・スポーツの場（31 件） 

ジム・フィットネスクラブ（14件）／テニスサークル・ス

クール（5件）／ゴルフ場・練習場（4件）／プール・スイ

ミングスクール（2件）／その他（6件） 

・集まりの場（26 件） 

趣味（9件）／宗教（6件）／自治会（3件）／生協（2件）

／グリーンサポート（2件）／その他（4件） 

・畑・農園（7 件） 

・習い事・講座の場（6 件） 

・イベントの場（5 件） 

・デイサービス（4 件） 

・公園（3 件） 

・病院（3 件） 

・ボランティア（3 件） 

・友人の家（３件） 

・その他（23 件） 

web での会議等の仕事、街並みを見ながらの散歩、里山   

など 

<公園や歩行者専用道路> 

・公園（84 件） 

兜谷公園（8 件）／平城第 2 号公園（5 件）

／けいはんな記念公園（5件）／土師山公園

（4件）／兜台１号公園（ひだまり公園）（3

件）／奈良公園（3 件）／池谷公園（3 件）

／歌姫近隣公園（3件）／平城第４号近隣公

園（2 件）／左京の森（2 件）／その他（46

件） 

音浄ヶ谷公園、兜台 2号公園（トンネル公

園）、平城第３号近隣公園、朱雀六丁目街

区公園、右京三丁目１号街区公園（ピエロ

公園） 

・歩行者専用道路（56 件） 

歩行者専用道路（48件）／万葉の小径（6件）

／その他道（2件） 

・その他（12 件） 

※場所以外の回答（158 件） 

散歩・ウォーキング（110件）／ペット（20

件）／グリーンサポート・清掃・美観活動（14

件）／ランニング（3件）／その他の行為（11

件） 

<公共施設（公民館、図書館、福祉センター等）> 

・図書館（177 件） 

北部会館図書館（32件）／精華町立図書館（9件）／木

津川市中央図書館（4 件）／国会図書館（4）／その他

（128件） 

・公民館・ふれあい会館・集会所（40 件） 

公民館（29件）／ふれあい会館（8件）／集会所（3件） 

・福祉センター（25 件） 

・北部会館（12 件） 

・体育館（6 件） 

・テニスコート（3 件） 

・子育て広場（2 件） 

・公園（2 件） 

・学校（2 件） 

・その他（5 件） 

けいはんなプラザ、デイサービス 

※活動内容について回答（37 件） 

趣味の集まり（15件）／習い事・講座（6件）／その他

（16件） 

<飲食店・カフェ> 

・カフェ（43 件） 

スターバックス（7件）／びいぼ（4件）／ミスタードーナ

ツ（2件）／その他（30件） 

ドトール、むさしの森コーヒー、コメダコーヒー、フジエ

ダ珈琲、AIDA、シロツキ 

・飲食店（39 件） 

グッドスプーン（4件）／くら寿司（3件）／テバス（2件）

／パザパ（2件）／モスバーガー（2件）／焼肉工房じゅじ

ゅ（2件）／天竺薬膳 北印度料理 みらん（2件）／その他

（22件） 

ベビーフェイス、大起水産、ワンカルビ、王将、ココス、

セルドール、ルイジアナママ、たんえいてい、オランダ

屋、パンブロー 

・商業施設（13 件） 

イオンモール（9件）／その他（4件） 

・パン屋（7 件） 

・その他（24 件） 

<ショッピングモールやその他商業施設> 

・イオンモール高の原（163 件）内 

・サンタウンプラザすずらん館（64 件）内 

近商（42件）／その他（22件） 

・コープ朱雀（10 件）内 

・ならファミリー（4 件）外 

・近鉄百貨店（2 件）外 

・いそかわ（2 件）外 

・平和堂（2 件）外 

・その他の店舗（24 件）外 

アルプラザ木津、ロイヤルホームセンタ

ー、ニトリ、カインズホーム   など 

※商業施設以外の回答（42 件） 

 

⇒NT 内：237 件 

NT 外：34 件 



19 

【住区とのクロス集計】 

・「桜が丘」では、「集会所等での趣味･健康づくり･子育て等のサロンや集まりの会」が高い。 

・「神功」、「佐保台」、「相楽台」では、「特になし」が半数近い。 

・他の住区よりも比較的高いのは、以下の通り。 

「公園や歩行者専用道路」では、「神功」、「相楽台」、「桜が丘」。 

「ショッピングモールやその他商業施設」では、「右京」、「朱雀」、「左京」、「兜台」。 

 「公共施設（公民館、図書館、福祉センター等）」では、「神功」、「右京」、「朱雀」、「佐保台」、「桜が丘」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・「特になし」が全体的に高く、「～30 歳代」、「50 歳代」で特に高い。 

「特になし」を除いた傾向は以下の通り。 

・50 歳代以下は「ショッピングモールやその他商業施設」が他の項目よりも高い。 

・「60～64 歳」は「公園や歩行者専用道路」が他の項目よりも高い。 

・65 歳以上は、「公共施設（公民館、図書館、福祉センター等）」が他の項目よりも高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 29 30 10 21 0 65 115
7.8% 25.2% 26.1% 8.7% 18.3% 0.0% 56.5% 100.0%

14 52 56 35 46 9 69 181

7.7% 28.7% 30.9% 19.3% 25.4% 5.0% 38.1% 100.0%
12 52 71 41 52 19 137 280

4.3% 18.6% 25.4% 14.6% 18.6% 6.8% 48.9% 100.0%
14 38 35 18 31 18 61 155

9.0% 24.5% 22.6% 11.6% 20.0% 11.6% 39.4% 100.0%
63 111 108 38 117 34 118 378

16.7% 29.4% 28.6% 10.1% 31.0% 9.0% 31.2% 100.0%
65 49 60 33 76 32 71 233

27.9% 21.0% 25.8% 14.2% 32.6% 13.7% 30.5% 100.0%
177 331 360 175 343 112 521 1,342

13.2% 24.7% 26.8% 13.0% 25.6% 8.3% 38.8% 100.0%

公共施設

（公民

館、図書

館、福祉セ

ンター等）

飲食店・カ

フェ

ショッピング

モールやそ

の他商業

施設

公園や歩

行者専用

道路

集会所等

での趣味･

健康づくり･

子育て等

のサロンや

集まりの会

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

回答者数

その他 特になし 回答者数

集会所等

での趣味･

健康づくり･

子育て等

のサロンや

集まりの会

公園や歩

行者専用

道路

ショッピング

モールやそ

の他商業

施設

飲食店・カ

フェ

公共施設

（公民

館、図書

館、福祉セ

ンター等）

その他 特になし 回答者数

17 38 30 20 39 11 67 151
11.3% 25.2% 19.9% 13.2% 25.8% 7.3% 44.4% 100.0%

18 31 49 13 43 10 41 125

14.4% 24.8% 39.2% 10.4% 34.4% 8.0% 32.8% 100.0%
38 51 63 23 69 18 70 212

17.9% 24.1% 29.7% 10.8% 32.5% 8.5% 33.0% 100.0%
18 35 48 23 44 15 75 180

10.0% 19.4% 26.7% 12.8% 24.4% 8.3% 41.7% 100.0%
17 20 17 14 29 10 49 107

15.9% 18.7% 15.9% 13.1% 27.1% 9.3% 45.8% 100.0%
25 64 80 38 50 22 104 260

9.6% 24.6% 30.8% 14.6% 19.2% 8.5% 40.0% 100.0%
10 48 37 19 25 9 72 160

6.3% 30.0% 23.1% 11.9% 15.6% 5.6% 45.0% 100.0%
38 45 38 26 49 17 46 157

24.2% 28.7% 24.2% 16.6% 31.2% 10.8% 29.3% 100.0%
181 332 362 176 348 112 524 1,352

13.4% 24.6% 26.8% 13.0% 25.7% 8.3% 38.8% 100.0%

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

回答者数

神功

右京

朱雀
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⑤ 高の原駅前の施設への訪問頻度（問８ 高の原駅前の、次のような施設にどの程度の頻度で訪問されます

か。（SA）） 

・「商業施設」は「週 2~3 日」が約 40%ともっとも高く、約 80%が週 1 日以上訪問している。 

・「公共施設」は「月 1 回未満」が約 35%ともっとも高く、週 1 日以上の訪問は約 15%。 

・「病院」は「月 1 回未満」が約 45%ともっとも高く、週 1 日以上の訪問は約 5%。 

・「駅」は「月 1 回未満」が約 30%ともっとも高く、週 1 日以上の訪問は約 35%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 自宅から高の原駅前までの交通手段（通勤・通学以外）（問９ 通勤・通学以外の目的で高の原駅前まで行

く時の主な交通手段をお答えください。（SA）） 

・「徒歩」が約 50%と最も高く、次いで「自家用車・バイク」の順

に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 就業・就学の状況（問 20 あなたの就業・就学の状況をお答えください。（SA）） 

・「被雇用者・勤め人（会社員やパート、

アルバイトなど）」が約 45%と最も

高い。 

・無職が約 40%を占める。（≒高齢者

の回答が多いため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合
自営業 71 5.1%
被雇用者・勤め人（会社員やパート、アルバイトなど） 644 46.4%
主に家事 128 9.2%
学生 4 0.3%
無職（年金生活） 411 29.6%
無職（その他） 108 7.8%
その他 23 1.7%
合計 1389 100.0%

件数 割合
徒歩 615 47.2%
自転車 94 7.2%
バス・タクシー 190 14.6%
自家用車・バイク 378 29.0%
その他 2 0.2%
行かない 24 1.8%
合計 1,303 100.0%

18.6%

1.4%

0.4%

19.5%

37.8%

3.3%

1.9%

8.4%

21.1%

8.4%

2.2%

6.7%

17.0%

19.6%

16.5%

20.6%

4.6%

35.1%

45.8%

29.7%

1.0%

32.2%

33.2%

15.1%

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

商業施設(n＝1,350)

公共施設(n＝1,144)

病院(n＝1,185)

駅(n＝1,210)

週4日以上 週2～3日 週1日 月1～3日 月1回未満 行かない

週 1 日以上（77.5%） 

週 1 日以上（13.1%） 

週 1 日以上（4.5%） 

週 1 日以上（34.6%） 

合

計

週

4

日

以

上

週

2

～

3

日

週

1

日

月

1

～

3

日

月

1

回

未

満

行

か

な

い

1,350 251 510 285 229 62 13
100.0% 18.6% 37.8% 21.1% 17.0% 4.6% 1.0%

1,144 16 38 96 224 402 368
100.0% 1.4% 3.3% 8.4% 19.6% 35.1% 32.2%

1,185 5 22 26 195 543 394
100.0% 0.4% 1.9% 2.2% 16.5% 45.8% 33.2%

1,210 236 102 81 249 359 183
100.0% 19.5% 8.4% 6.7% 20.6% 29.7% 15.1%

商業施設

公共施設

病院

駅

その他の回答（抜粋） 

・徒歩かバス 

47.2% 7.2% 14.6% 29.0%

0.2%

1.8%

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

(n=1,303)

徒歩 自転車 バス・タクシー 自家用車・バイク その他 行かない

5.1% 46.4% 9.2% 0.3% 29.6% 7.8% 1.7%

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

(n=1,389)

自営業 被雇用者・勤め人（会社員やパート、アルバイトなど）

主に家事 学生

無職（年金生活） 無職（その他）

その他

5.1% 46.4% 9.2% 0.3% 29.6% 7.8% 1.7%

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

(n=1,389)

自営業 被雇用者・勤め人（会社員やパート、アルバイトなど） 主に家事 学生 無職（年金生活） 無職（その他） その他

5.1% 46.4% 9.2% 0.3% 29.6% 7.8% 1.7%

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

(n=1,389)

自営業 被雇用者・勤め人（会社員やパート、アルバイトなど） 主に家事 学生 無職（年金生活） 無職（その他） その他

無職（37.4%） 
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⑧ 通勤・通学地（問 21 あなたの通勤・通学地をお答えください。（SA）） 

・「通勤・通学していない」が約 45%と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「通勤・通学していない」を除く】 

・「その他奈良市」が約 25%と最も高い。 

・3 市町内と 3 市町外では半々。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計】 

・「佐保台」を除くと、通勤・通学地はほぼすべての住区で、3 市町と 3 市町以外の割合は半分ずつ。 

・「神功」、「朱雀」、「左京」、「兜台」、「桜が丘」は 3 市町の割合が 3 市町以外よりもやや高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・「40 歳代」以上では、3 市町以外が多いが、「～30 歳代」では 3 市町が約 60％と高い。 

・「～30 歳代」では、「その他奈良市」が 30％以上と他の年代と比べると高い。 

・「65～74 歳」では、「その他大阪府」が 10％以上と他の年代と比べると高い。 

 

 

 

 

  

件数 割合
自宅・住み込み 22 3.0%
平城・相楽ニュータウン内 73 9.9%
その他奈良市 193 26.1%
その他木津川市 52 7.0%
その他精華町 31 4.2%
京都市 56 7.6%
大阪市 112 15.2%
その他奈良県 79 10.7%
その他京都府 44 6.0%
その他大阪府 53 7.2%
その他 24 3.2%
合計 739 100.0%

件数 割合
自宅・住み込み 22 1.6%
平城・相楽ニュータウン内 73 5.3%
その他奈良市 193 14.0%
その他木津川市 52 3.8%
その他精華町 31 2.2%
京都市 56 4.0%
大阪市 112 8.1%
その他奈良県 79 5.7%
その他京都府 44 3.2%
その他大阪府 53 3.8%
その他 24 1.7%
通勤・通学していない 644 46.6%
合計 1,383 100.0%

その他の回答（抜粋） 

・兵庫県（7 件） 

・滋賀県（3 件） 

・愛知県（3 件） 

・その他（7 件） 

東京、京阪神、地域が限定されていない   など 

1.6%

5.3% 14.0% 3.8%

2.2%

4.0% 8.1% 5.7%

3.2%

3.8%

1.7%

46.6%

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

(n=1,383)

自宅・住み込み 平城・相楽ニュータウン内 その他奈良市 その他木津川市

その他精華町 京都市 大阪市 その他奈良県

その他京都府 その他大阪府 その他 通勤・通学していない

3.0% 9.9% 26.1% 7.0% 4.2% 7.6% 15.2% 10.7% 6.0% 7.2%3.2%

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

(n=739)

自宅・住み込み 平城・相楽ニュータウン内 その他奈良市

その他木津川市 その他精華町 京都市

大阪市 その他奈良県 その他京都府

その他大阪府 その他

3市町内（50.2%） 3市町外（49.8％） 

A B C D E F G H I J K

自宅・住み

込み

平城・相楽

ニュータウン

内

その他奈

良市

その他木

津川市

その他精

華町

京都市 大阪市 その他奈

良県

その他京

都府

その他大

阪府

その他

3 3 24 5 1 4 8 7 4 4 3 66 36 30
4.5% 4.5% 36.4% 7.6% 1.5% 6.1% 12.1% 10.6% 6.1% 6.1% 4.5% 100.0% 54.5% 45.5%

1 15 12 1 1 5 13 7 5 3 0 63 30 33

1.6% 23.8% 19.0% 1.6% 1.6% 7.9% 20.6% 11.1% 7.9% 4.8% 0.0% 100.0% 47.6% 52.4%
7 13 32 5 3 10 15 6 5 7 7 110 60 50

6.4% 11.8% 29.1% 4.5% 2.7% 9.1% 13.6% 5.5% 4.5% 6.4% 6.4% 100.0% 54.5% 45.5%
1 9 36 9 5 6 19 18 3 9 3 118 60 58

0.8% 7.6% 30.5% 7.6% 4.2% 5.1% 16.1% 15.3% 2.5% 7.6% 2.5% 100.0% 50.8% 49.2%
1 1 12 2 0 2 13 6 2 6 1 46 16 30

2.2% 2.2% 26.1% 4.3% 0.0% 4.3% 28.3% 13.0% 4.3% 13.0% 2.2% 100.0% 34.8% 65.2%
6 16 34 14 13 13 23 8 11 13 7 158 83 75

3.8% 10.1% 21.5% 8.9% 8.2% 8.2% 14.6% 5.1% 7.0% 8.2% 4.4% 100.0% 52.5% 47.5%
1 9 20 9 3 8 14 13 6 8 2 93 42 51

1.1% 9.7% 21.5% 9.7% 3.2% 8.6% 15.1% 14.0% 6.5% 8.6% 2.2% 100.0% 45.2% 54.8%
2 6 23 7 5 8 7 14 8 3 1 84 43 41

2.4% 7.1% 27.4% 8.3% 6.0% 9.5% 8.3% 16.7% 9.5% 3.6% 1.2% 100.0% 51.2% 48.8%
22 72 193 52 31 56 112 79 44 53 24 738 370 368

3.0% 9.8% 26.2% 7.0% 4.2% 7.6% 15.2% 10.7% 6.0% 7.2% 3.3% 100.0% 50.1% 49.9%

合計 A+B+C+

D+E

3市町

F+G+H+

I+J+K

3市町以

外

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

A B C D E F G H I J K

自宅・住み

込み

平城・相楽

ニュータウン

内

その他奈

良市

その他木

津川市

その他精

華町

京都市 大阪市 その他奈

良県

その他京

都府

その他大

阪府

その他

2 9 35 7 7 12 8 7 5 8 2 102 60 42
2.0% 8.8% 34.3% 6.9% 6.9% 11.8% 7.8% 6.9% 4.9% 7.8% 2.0% 100.0% 58.8% 41.2%

3 14 43 14 6 10 25 19 11 8 8 161 80 81

1.9% 8.7% 26.7% 8.7% 3.7% 6.2% 15.5% 11.8% 6.8% 5.0% 5.0% 100.0% 49.7% 50.3%
7 20 61 16 11 20 42 29 16 13 4 239 115 124

2.9% 8.4% 25.5% 6.7% 4.6% 8.4% 17.6% 12.1% 6.7% 5.4% 1.7% 100.0% 48.1% 51.9%
2 14 27 11 2 6 18 14 7 7 2 110 56 54

1.8% 12.7% 24.5% 10.0% 1.8% 5.5% 16.4% 12.7% 6.4% 6.4% 1.8% 100.0% 50.9% 49.1%
6 13 25 3 4 7 17 9 5 14 7 110 51 59

5.5% 11.8% 22.7% 2.7% 3.6% 6.4% 15.5% 8.2% 4.5% 12.7% 6.4% 100.0% 46.4% 53.6%
2 3 1 1 0 1 2 1 0 3 1 15 7 8

13.3% 20.0% 6.7% 6.7% 0.0% 6.7% 13.3% 6.7% 0.0% 20.0% 6.7% 100.0% 46.7% 53.3%
22 73 193 52 31 56 112 79 44 53 24 739 371 368

3.0% 9.9% 26.1% 7.0% 4.2% 7.6% 15.2% 10.7% 6.0% 7.2% 3.2% 100.0% 50.2% 49.8%

A+B+C+

D+E

3市町

F+G+H+

I+J+K

3市町以

外

合計

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

合計
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⑨ 通勤・通学時の交通手段（問 23 通勤・通学の主な交通手段をお答えください。（SA）） 

・「通勤・通学していない」が約 50%と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「通勤・通学していない」を除く】 

・「自家用車・バイク」が約 40%と最も高い。 

・電車の利用者は約 45%。 

・バス利用者は約 15％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計】 

・「神功」、「桜が丘」といった駅から遠い住区では、「自家用車・バイク」が高い傾向にあり、「右京」、「兜

台」、「相楽台」といった駅から近い住区では、「電車利用者」の割合が高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・全ての年代で「自家用車・バイク」が最も高い。 

・「自家用車・バイク」と「電車利用者」を比較すると、40 歳代以下は「自家用車・バイク」、50 歳代以上

では「電車利用者」が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C D

徒歩＋電

車

自転車＋

電車

自家用

車・バイク

＋電車

バス・タク

シー＋電

車

4 2 29 1 7 2 5 13 0 63 27
6.3% 3.2% 46.0% 1.6% 11.1% 3.2% 7.9% 20.6% 0.0% 100.0% 42.9%

10 0 19 2 23 4 3 2 1 64 32

15.6% 0.0% 29.7% 3.1% 35.9% 6.3% 4.7% 3.1% 1.6% 100.0% 50.0%
4 5 46 1 36 3 3 5 1 104 47

3.8% 4.8% 44.2% 1.0% 34.6% 2.9% 2.9% 4.8% 1.0% 100.0% 45.2%
3 7 52 5 12 8 7 25 0 119 52

2.5% 5.9% 43.7% 4.2% 10.1% 6.7% 5.9% 21.0% 0.0% 100.0% 43.7%
0 3 19 2 12 2 2 4 1 45 20

0.0% 6.7% 42.2% 4.4% 26.7% 4.4% 4.4% 8.9% 2.2% 100.0% 44.4%
15 6 55 2 44 7 6 17 1 153 74

9.8% 3.9% 35.9% 1.3% 28.8% 4.6% 3.9% 11.1% 0.7% 100.0% 48.4%
5 5 34 0 40 3 0 3 1 91 46

5.5% 5.5% 37.4% 0.0% 44.0% 3.3% 0.0% 3.3% 1.1% 100.0% 50.5%
4 2 41 3 6 2 5 20 0 83 33

4.8% 2.4% 49.4% 3.6% 7.2% 2.4% 6.0% 24.1% 0.0% 100.0% 39.8%
45 30 295 16 180 31 31 89 5 722 331

6.2% 4.2% 40.9% 2.2% 24.9% 4.3% 4.3% 12.3% 0.7% 100.0% 45.8%

相楽台

桜が丘

合計

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

神功

A＋

B+C+D

電車利用

者

徒歩 自転車 自家用

車・バイク

バス・タク

シー

その他： 合計

件数 割合
徒歩 45 6.2%
自転車 30 4.1%
自家用車・バイク 295 40.8%
バス・タクシー 16 2.2%
徒歩＋電車 180 24.9%
自転車＋電車 31 4.3%
自家用車・バイク＋電車 31 4.3%
バス・タクシー＋電車 90 12.4%
その他 5 0.7%
合計 723 100.0%

件数 割合
徒歩 45 3.2%
自転車 30 2.2%
自家用車・バイク 295 21.3%
バス・タクシー 16 1.2%
徒歩＋電車 180 13.0%
自転車＋電車 31 2.2%
自家用車・バイク＋電車 31 2.2%
バス・タクシー＋電車 90 6.5%
その他 5 0.4%
通勤・通学していない 662 47.8%
合計 1,385 100.0%

その他の回答（抜粋） 

・徒歩+電車+バス 

・営業車            など 

3.2%

2.2% 21.3% 1.2% 13.0% 2.2%

2.2%

6.5%

0.4%

47.8%

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

(n=1,385)

徒歩 自転車 自家用車・バイク バス・タクシー

徒歩＋電車 自転車＋電車 自家用車・バイク＋電車 バス・タクシー＋電車

その他： 通勤・通学していない

6.2% 4.1% 40.8% 2.2% 24.9% 4.3% 4.3% 12.4%

0.7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=723)

徒歩 自転車 自家用車・バイク バス・タクシー

徒歩＋電車 自転車＋電車 自家用車・バイク＋電車 バス・タクシー＋電車

その他

電車利用者（45.9％） 

バス利用者（14.6％） 

A B C D

徒歩＋電

車

自転車＋

電車

自家用

車・バイク

＋電車

バス・タク

シー＋電

車

8 6 42 4 24 6 2 8 0 100 40
8.0% 6.0% 42.0% 4.0% 24.0% 6.0% 2.0% 8.0% 0.0% 100.0% 40.0%

7 6 75 1 41 5 6 14 2 157 66

4.5% 3.8% 47.8% 0.6% 26.1% 3.2% 3.8% 8.9% 1.3% 100.0% 42.0%
15 9 88 4 60 11 9 37 1 234 117

6.4% 3.8% 37.6% 1.7% 25.6% 4.7% 3.8% 15.8% 0.4% 100.0% 50.0%
6 5 43 4 22 3 7 16 0 106 48

5.7% 4.7% 40.6% 3.8% 20.8% 2.8% 6.6% 15.1% 0.0% 100.0% 45.3%
7 3 39 2 28 6 6 15 2 108 55

6.5% 2.8% 36.1% 1.9% 25.9% 5.6% 5.6% 13.9% 1.9% 100.0% 50.9%
2 1 5 1 5 0 1 0 0 15 6

13.3% 6.7% 33.3% 6.7% 33.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 100.0% 40.0%
45 30 292 16 180 31 31 90 5 720 332

6.3% 4.2% 40.6% 2.2% 25.0% 4.3% 4.3% 12.5% 0.7% 100.0% 46.1%

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

合計 A＋

B+C+D

電車利用

者

その他バス・タク

シー

自家用

車・バイク

自転車徒歩

65～74歳

75歳以上

合計
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【通勤・通学地とのクロス】 

・3 市町内では電車に比べ「自家用車・バイク」の割合が高い傾向。 

・「京都市」「大阪市」「その他」の遠方の場合、電車の割合が高い傾向。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D

徒歩＋電

車

自転車＋

電車

自家用車・

バイク＋電

車

バス・タク

シー＋電車

0 0 2 0 1 0 0 0 1 4 1
0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 25.0%

33 8 25 2 2 0 1 1 0 72 4
45.8% 11.1% 34.7% 2.8% 2.8% 0.0% 1.4% 1.4% 0.0% 100.0% 5.6%

6 5 109 8 33 5 9 16 0 191 63
3.1% 2.6% 57.1% 4.2% 17.3% 2.6% 4.7% 8.4% 0.0% 100.0% 33.0%

1 8 38 2 0 0 1 1 0 51 2
2.0% 15.7% 74.5% 3.9% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 0.0% 100.0% 3.9%

3 1 23 0 1 0 0 2 0 30 3
10.0% 3.3% 76.7% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 100.0% 10.0%

0 1 4 0 27 4 4 16 0 56 51
0.0% 1.8% 7.1% 0.0% 48.2% 7.1% 7.1% 28.6% 0.0% 100.0% 91.1%

1 2 11 2 48 14 7 24 0 109 93
0.9% 1.8% 10.1% 1.8% 44.0% 12.8% 6.4% 22.0% 0.0% 100.0% 85.3%

0 1 40 0 18 4 3 9 2 77 34
0.0% 1.3% 51.9% 0.0% 23.4% 5.2% 3.9% 11.7% 2.6% 100.0% 44.2%

0 2 22 0 13 2 1 4 0 44 20
0.0% 4.5% 50.0% 0.0% 29.5% 4.5% 2.3% 9.1% 0.0% 100.0% 45.5%

0 0 13 1 25 1 0 11 1 52 37
0.0% 0.0% 25.0% 1.9% 48.1% 1.9% 0.0% 21.2% 1.9% 100.0% 71.2%

0 2 5 0 9 1 2 4 1 24 16
0.0% 8.3% 20.8% 0.0% 37.5% 4.2% 8.3% 16.7% 4.2% 100.0% 66.7%

44 30 292 15 177 31 28 88 5 710 324
6.2% 4.2% 41.1% 2.1% 24.9% 4.4% 3.9% 12.4% 0.7% 100.0% 45.6%

その他木津川市

その他精華町

京都市

大阪市

徒歩

自宅・住み込み

平城・相楽ニュータウン内

その他奈良市

自転車 自家用車・

バイク

その他奈良県

その他京都府

その他大阪府

その他

合計

バス・タク

シー
A＋B

＋C＋D

電車利用

その他 合計
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⑩ 通勤・通学にかかる時間（問 22 通勤・通学にかかる時間をお答えください。（SA）） 

・「通勤・通学していない」が約 45%と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「通勤・通学していない」を除く】 

・「1～1 時間 30 分未満」が約 25%と最も高い。 

・30 分未満で約 40%、1 時間未満で約 65%。1 時間以上で約 35%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・全ての年代で、1 時間以上・未満では未満の方が高い。 

・1 時間未満の割合は、高齢世代に比べ、若い世代の方が高い傾向にあり、若い世代になるほど、高齢世代

に比べ、通勤時間が短い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通勤・通学地とのクロス】 

・3 市町はおおむね「1 時間未満」。 

・「その他奈良県」や「その他京都府」は、「1 時間未満」が約 70％。 

・「京都府」、「大阪市」、「その他大阪府」、「その他」は「1 時間以上」が約 70～90％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C D E F

自宅・住み

込み

15分未満 15～30分

未満

30分～1

時間未満

1～1時間

30分未満

1時間30

分以上

21 0 0 0 0 0 21 21 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%

0 49 18 3 1 0 71 70 1
0.0% 69.0% 25.4% 4.2% 1.4% 0.0% 100.0% 98.6% 1.4%

0 18 89 78 5 0 190 185 5
0.0% 9.5% 46.8% 41.1% 2.6% 0.0% 100.0% 97.4% 2.6%

0 29 21 2 0 0 52 52 0
0.0% 55.8% 40.4% 3.8% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%

0 12 14 4 0 0 30 30 0
0.0% 40.0% 46.7% 13.3% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%

0 0 0 15 35 6 56 15 41
0.0% 0.0% 0.0% 26.8% 62.5% 10.7% 100.0% 26.8% 73.2%

0 0 0 6 86 17 109 6 103
0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 78.9% 15.6% 100.0% 5.5% 94.5%

0 0 7 42 21 6 76 49 27
0.0% 0.0% 9.2% 55.3% 27.6% 7.9% 100.0% 64.5% 35.5%

0 2 6 24 9 3 44 32 12
0.0% 4.5% 13.6% 54.5% 20.5% 6.8% 100.0% 72.7% 27.3%

0 0 0 11 31 11 53 11 42
0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 58.5% 20.8% 100.0% 20.8% 79.2%

0 2 1 1 4 14 22 4 18
0.0% 9.1% 4.5% 4.5% 18.2% 63.6% 100.0% 18.2% 81.8%

21 112 156 186 192 57 724 475 249
2.9% 15.5% 21.5% 25.7% 26.5% 7.9% 100.0% 65.6% 34.4%

E＋F

１時間

以上

A＋B

＋C＋D

１時間

未満

大阪市

その他奈良県

自宅・住み込み

平城・相楽ニュータウン内

その他奈良市

その他木津川市

その他精華町

京都市

合計

その他京都府

その他大阪府

その他

合計

A B C D E F

自宅・住み

込み

15分未満 15～30分

未満

30分～1

時間未満

1～1時間

30分未満

1時間30

分以上

2 12 28 35 17 6 100 77 23
2.0% 12.0% 28.0% 35.0% 17.0% 6.0% 100.0% 77.0% 23.0%

3 27 37 41 37 15 160 108 52

1.9% 16.9% 23.1% 25.6% 23.1% 9.4% 100.0% 67.5% 32.5%
7 35 45 58 69 22 236 145 91

3.0% 14.8% 19.1% 24.6% 29.2% 9.3% 100.0% 61.4% 38.6%
2 20 23 22 37 5 109 67 42

1.8% 18.3% 21.1% 20.2% 33.9% 4.6% 100.0% 61.5% 38.5%
6 16 20 25 35 8 110 67 43

5.5% 14.5% 18.2% 22.7% 31.8% 7.3% 100.0% 60.9% 39.1%
1 2 2 4 2 2 13 9 4

7.7% 15.4% 15.4% 30.8% 15.4% 15.4% 100.0% 69.2% 30.8%
21 112 155 185 197 58 728 473 255

2.9% 15.4% 21.3% 25.4% 27.1% 8.0% 100.0% 65.0% 35.0%

A＋

B+C+D

1時間未

満

E+F

1時間以

上

合計

60～64歳

65～74歳

75歳以上

合計

～30歳代

40歳代

50歳代

件数 割合
自宅・住み込み 21 1.5%
15分未満 112 8.2%
15～30分未満 157 11.4%
30分～1時間未満 186 13.5%
1～1時間30分未満 197 14.3%
1時間30分以上 58 4.2%
通勤・通学していない 643 46.8%
合計 1,374 100.0%

1.5%

8.2% 11.4% 13.5% 14.3% 4.2% 46.8%

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

(n=1,374)

自宅・住み込み 15分未満 15～30分未満 30分～1時間未満

1～1時間30分未満 1時間30分以上 通勤・通学していない

2.9%

15.3% 21.5% 25.4% 26.9% 7.9%

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

(n=731)

自宅・住み込み 15分未満 15～30分未満 30分～1時間未満

1～1時間30分未満 1時間30分以上

30分未満（39.7%） 1時間未満（65.1％） 
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⑪ 在宅勤務の頻度（問 24 あなたは現在、どのくらいの頻度で在宅勤務していますか。（SA）） 

・「実施していない」が約 45%と最も高く、次いで「就業して

いない」が約 40%の順に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「就業していない」を除く】 

・「実施していない」が約 70%と最も高い。 

・週 2 日以上実施しているのは約 20％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計（「就業していない」除く）】 

・週 2 日以上実施している割合は、「朱雀」が最も高く約 25%。「兜台」でも約 20%が実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計（「就業していない」除く）】 

・週 2 日以上実施している割合は、「～30 歳代」が最も高く約 25%。 

・40 歳代以下でも約 20%が実施している。 

・若年世代ほど実施割合が高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1% 5.9% 3.3%

2.4%

43.6% 39.7%

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

(n=1,382)

ほぼ毎日 週2～3回程度 週1回程度 週1回未満 実施していない 就業していない

A B

ほぼ毎日 週2～3回

程度

5 5 5 1 55 71 10
7.0% 7.0% 7.0% 1.4% 77.5% 100.0% 14.1%

4 7 5 5 52 73 11

5.5% 9.6% 6.8% 6.8% 71.2% 100.0% 15.1%
19 17 1 7 86 130 36

14.6% 13.1% 0.8% 5.4% 66.2% 100.0% 27.7%
7 12 9 5 94 127 19

5.5% 9.4% 7.1% 3.9% 74.0% 100.0% 15.0%
3 4 1 1 37 46 7

6.5% 8.7% 2.2% 2.2% 80.4% 100.0% 15.2%
17 19 11 6 123 176 36

9.7% 10.8% 6.3% 3.4% 69.9% 100.0% 20.5%
9 10 5 6 81 111 19

8.1% 9.0% 4.5% 5.4% 73.0% 100.0% 17.1%
7 7 9 2 73 98 14

7.1% 7.1% 9.2% 2.0% 74.5% 100.0% 14.3%
71 81 46 33 602 833 152

8.5% 9.7% 5.5% 4.0% 72.3% 100.0% 18.2%

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

朱雀

左京

週1回程

度

週1回未

満

実施してい

ない

合計 A＋B

週2日以

上実施

神功

右京

A B

ほぼ毎日 週2～3回

程度

15 12 4 3 70 104 27
14.4% 11.5% 3.8% 2.9% 67.3% 100.0% 26.0%

15 17 11 14 107 164 32

9.1% 10.4% 6.7% 8.5% 65.2% 100.0% 19.5%
17 22 16 10 188 253 39

6.7% 8.7% 6.3% 4.0% 74.3% 100.0% 15.4%
11 11 4 2 90 118 22

9.3% 9.3% 3.4% 1.7% 76.3% 100.0% 18.6%
12 15 11 4 117 159 27

7.5% 9.4% 6.9% 2.5% 73.6% 100.0% 17.0%
1 4 0 0 27 32 5

3.1% 12.5% 0.0% 0.0% 84.4% 100.0% 15.6%
71 81 46 33 599 830 152

8.6% 9.8% 5.5% 4.0% 72.2% 100.0% 18.3%

75歳以上

合計

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

実施してい

ない

合計 A＋B

週2日以

上実施

週1回程

度

週1回未

満

件数 割合
ほぼ毎日 71 8.5%
週2～3回程度 81 9.7%
週1回程度 46 5.5%
週1回未満 33 4.0%
実施していない 602 72.3%
合計 833 100.0%

8.5% 9.7% 5.5%4.0% 72.3%

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

(n=833)

ほぼ毎日 週2～3回程度 週1回程度 週1回未満 実施していない

周 2日以上実施している（18.2％） 

件数 割合
ほぼ毎日 71 5.1%
週2～3回程度 81 5.9%
週1回程度 46 3.3%
週1回未満 33 2.4%
実施していない 602 43.6%
就業していない 549 39.7%
合計 1,382 100.0%
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【通勤・通学地とのクロス】 

・週２回以上の割合が高いのは、通勤地が「大阪市」「その他の大阪府」「その他≒（項目より遠方）」の遠方

の場合、高くなる。 

・「精華町」では NT に比較的近いが、約４０%と高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

ほぼ毎日 週2～3回

程度
5 9 3 1 51 69 14

7.2% 13.0% 4.3% 1.4% 73.9% 100.0% 20.3%
8 12 6 2 160 188 20

4.3% 6.4% 3.2% 1.1% 85.1% 100.0% 10.6%
3 4 4 1 39 51 7

5.9% 7.8% 7.8% 2.0% 76.5% 100.0% 13.7%
5 6 1 3 14 29 11

17.2% 20.7% 3.4% 10.3% 48.3% 100.0% 37.9%
2 9 2 5 38 56 11

3.6% 16.1% 3.6% 8.9% 67.9% 100.0% 19.6%
14 16 17 9 49 105 30

13.3% 15.2% 16.2% 8.6% 46.7% 100.0% 28.6%
3 3 3 3 62 74 6

4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 83.8% 100.0% 8.1%
3 3 1 1 35 43 6

7.0% 7.0% 2.3% 2.3% 81.4% 100.0% 14.0%
7 7 5 2 30 51 14

13.7% 13.7% 9.8% 3.9% 58.8% 100.0% 27.5%
5 1 1 4 12 23 6

21.7% 4.3% 4.3% 17.4% 52.2% 100.0% 26.1%
55 70 43 31 490 689 125

8.0% 10.2% 6.2% 4.5% 71.1% 100.0% 18.1%

A＋B

週2回以上

平城・相楽ニュータウン内

その他奈良市

その他木津川市

週1回程度 週1回未満 実施してい

ない

合計

その他大阪府

その他

合計

その他精華町

京都市

大阪市

その他奈良県

その他京都府
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（３）NT の将来について 

➀ まちの名称（平城・相楽ニュータウン）の認知度（問２ 高の原駅の駅勢圏のまちの名称として、まちの

開発名から「平城・相楽ニュータウン」と呼ばれていますが、ご存知ですか。（SA）） 

・「知っている」が約 75%。約 25%が「知らない」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計】 

・全ての住区で、「知っている」の割合が 50％を超える。 

・「知っている」の割合は、奈良市側の住区が、全体に比べ高

い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・全ての年代で、「知っている」の割合が最も高く、60％を

超える。 

・「知っている」の割合は、年代が上がるにつれて高くなる傾

向にあり、50 歳以上で 70%を超える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 他市町の知り合いから、居住地を尋ねられた場合に使う、まちの名称（問３ 他の市町にお住いの知り合い

の人から、あなたの居住地を尋ねられた場合、あなたはどのような名前でお答えになっていますか。（SA）） 

・「高の原」が約 80%と高い。 

・「平城・相楽ニュータウン」は約３%と非常に低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住区とのクロス集計】 

・「佐保台」を除く住区で、「高の原」の割合が

最も高い。 

・「佐保台」は「お住まいの住所」の割合が最も

高い。 

・「桜が丘」は他の住区に比べ、「高の原」の割

合がやや低く、その分、「お住まいの住所」の

割合が高い。 

・「平城・相楽ニュータウン」は全ての住区で１

０％以下となっている。「神功」「右京」は他

の住区に比べやや高い傾向にある。 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・全ての年代で、「高の原」の割合が最も高く、

60％を超える。 

・「75 歳以上」では、「お住まいの住所」「平城・

相楽ニュータウン」の割合が、やや高くなる。 

 

 

 

  

その他の回答（抜粋） 

・市町名（20 件） 

木津川市（10件）／奈良市（6件）／精華町（4件） 

・平城山（11 件） 

・平城ニュータウン（5 件） 

73.3% 26.7%

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

(n=1,399)

知っている 知らない

2.9% 77.7% 15.2% 4.2%

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

(n=1,399)

平城・相楽ニュータウン 高の原 お住まいの住所 その他

件数 割合
知っている 1,025 73.3%
知らない 374 26.7%
合計 1,399 100.0%

件数 割合
平城・相楽ニュータウン 40 2.9%
高の原 1,087 77.7%
お住まいの住所 213 15.2%
その他 59 4.2%
合計 1,399 100.0%

知っている 知らない 合計
127 33 160

79.4% 20.6% 100.0%

95 32 127

74.8% 25.2% 100.0%
171 51 222

77.0% 23.0% 100.0%
150 37 187

80.2% 19.8% 100.0%
59 51 110

53.6% 46.4% 100.0%
192 76 268

71.6% 28.4% 100.0%
111 51 162

68.5% 31.5% 100.0%
118 43 161

73.3% 26.7% 100.0%
1,023 374 1,397

73.2% 26.8% 100.0%

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

・学研都市（4 件） 

・京都府と奈良県の府県境界付近（3 件） 

・その他（6 件） 

けいはんな／押熊／UR団地   など 

平城・相

楽ニュータ

ウン

高の原 お住まいの

住所

その他： 合計

11 124 17 5 157
7.0% 79.0% 10.8% 3.2% 100.0%

8 112 3 3 126

6.3% 88.9% 2.4% 2.4% 100.0%
6 205 11 1 223

2.7% 91.9% 4.9% 0.4% 100.0%
6 165 9 7 187

3.2% 88.2% 4.8% 3.7% 100.0%
0 10 87 14 111

0.0% 9.0% 78.4% 12.6% 100.0%
1 241 15 12 269

0.4% 89.6% 5.6% 4.5% 100.0%
3 134 21 6 164

1.8% 81.7% 12.8% 3.7% 100.0%
5 95 49 11 160

3.1% 59.4% 30.6% 6.9% 100.0%
40 1,086 212 59 1,397

2.9% 77.7% 15.2% 4.2% 100.0%

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

桜が丘

合計

平城・相

楽ニュータ

ウン

高の原 お住まいの

住所

その他： 合計

1 94 18 6 119
0.8% 79.0% 15.1% 5.0% 100.0%

1 159 19 7 186

0.5% 85.5% 10.2% 3.8% 100.0%
4 236 31 15 286

1.4% 82.5% 10.8% 5.2% 100.0%
1 130 21 5 157

0.6% 82.8% 13.4% 3.2% 100.0%
16 305 57 16 394

4.1% 77.4% 14.5% 4.1% 100.0%
16 155 61 10 242

6.6% 64.0% 25.2% 4.1% 100.0%
39 1,079 207 59 1,384

2.8% 78.0% 15.0% 4.3% 100.0%

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

合計

知っている 知らない 合計

73 46 119
61.3% 38.7% 100.0%

124 61 185

67.0% 33.0% 100.0%
207 79 286

72.4% 27.6% 100.0%
115 42 157

73.2% 26.8% 100.0%
312 80 392

79.6% 20.4% 100.0%
183 63 246

74.4% 25.6% 100.0%
1,014 371 1,385

73.2% 26.8% 100.0%

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

65～74歳

75歳以上

合計
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③ 住まい・住宅まわりの環境等に関する満足度（問 12 現在お住まいの住宅のまわりの環境等に対する項

目別の満足度・重要度についてお答えください。（SA）） 

・全ての項目で「満足」「やや満足」を合わせた割合が 60%を超えており、「総合的な住みごこち」でも 95%

に達しており、総じて満足度が高い。 

・「満足」「やや満足」を合わせた割合が 90%を超え、特に満足度が高かった項目は「治安」「敷地の広さや

日当たり、風通しなど空間のゆとり」「公園や緑、水辺などの自然環境」「まちなみ・景観まちなみ・景観」。 

・「満足」「やや満足」を合わせた割合が 70%未満で、比較的満足度が低かった項目は「気軽に立ち寄るこ

とができる場所」「福祉、介護の生活支援サービス」「子どもの遊び場、子育て支援サービス」「親・子・親

せきとの距離」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【母数を項目に関係の深い層に絞った場合との比較】 

・いずれの項目も、大きな違いは見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.0%

50.8%

28.2%

27.8%

17.5%

9.3%

14.1%

20.8%

37.6%

15.2%

24.7%

44.3%

48.0%

43.2%

27.3%

36.6%

42.6%

35.3%

48.0%

53.3%

45.1%

54.0%

53.3%

47.1%

52.2%

62.7%

58.1%

47.8%

42.6%

48.5%

57.1%

58.4%

14.7%

9.1%

17.8%

15.5%

28.8%

30.2%

26.8%

22.8%

9.4%

18.9%

14.2%

6.2%

7.6%

7.1%

13.4%

4.5%

3.7%

4.9%

6.0%

3.4%

8.6%

6.4%

5.8%

9.3%

0.8%

3.2%

3.0%

1.7%

1.9%

1.1%

2.3%

0.5%

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

通勤、通学の利便(n＝1,204)

日常の買物などの利便(n＝1,369)

医療・福祉施設の利便(n＝1,339)

在宅勤務の環境(n＝994)

気軽に立ち寄ることができる場所(n＝1,217)

福祉、介護の生活支援サービス(n＝1,088)

子どもの遊び場、子育て支援サービス(n＝1,049)

親・子・親せきとの距離(n＝1,178)

治安(n＝1,320)

近隣の人やコミュニティとの関わり(n＝1,281)

災害時の避難のしやすさ(n＝1,243)

敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり
(n＝1,342)

公園や緑、水辺などの自然環境(n＝1,346)

まちなみ・景観(n＝1,325)

住宅や庭の管理のしやすさ(n＝1,284)

総合的な住みごこち(n＝1,311)

満足 やや満足 やや不満 不満

60％ 70％ 90％ 

合

計

満

足

や

や

満

足

や

や

不

満

不

満

1,204 470 513 177 44
100.0% 39.0% 42.6% 14.7% 3.7%

1,369 695 483 124 67
100.0% 50.8% 35.3% 9.1% 4.9%

1,339 377 643 239 80
100.0% 28.2% 48.0% 17.8% 6.0%

994 276 530 154 34
100.0% 27.8% 53.3% 15.5% 3.4%

1,217 213 549 350 105
100.0% 17.5% 45.1% 28.8% 8.6%

1,088 101 588 329 70
100.0% 9.3% 54.0% 30.2% 6.4%

1,049 148 559 281 61
100.0% 14.1% 53.3% 26.8% 5.8%

1,178 245 555 268 110
100.0% 20.8% 47.1% 22.8% 9.3%

1,320 496 689 124 11
100.0% 37.6% 52.2% 9.4% 0.8%

1,281 195 803 242 41
100.0% 15.2% 62.7% 18.9% 3.2%

1,243 307 722 177 37
100.0% 24.7% 58.1% 14.2% 3.0%

1,342 594 642 83 23
100.0% 44.3% 47.8% 6.2% 1.7%

1,346 646 573 102 25
100.0% 48.0% 42.6% 7.6% 1.9%

1,325 573 643 94 15
100.0% 43.2% 48.5% 7.1% 1.1%

1,284 350 733 172 29
100.0% 27.3% 57.1% 13.4% 2.3%

1,311 480 766 59 6
100.0% 36.6% 58.4% 4.5% 0.5%

総合的な住みごこち

災害時の避難のしやすさ

敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり

公園や緑、水辺などの自然環境

まちなみ・景観

住宅や庭の管理のしやすさ

福祉、介護の生活支援サービス

子どもの遊び場、子育て支援サービス

親・子・親せきとの距離

治安

近隣の人やコミュニティとの関わり

通勤、通学の利便

日常の買物などの利便

医療・福祉施設の利便

在宅勤務の環境

気軽に立ち寄ることができる場所

≪絞り込みの条件について≫ 

通勤、通学の利便：問 21 通勤通学地に関する設問で、「通勤通学していない」と回答した者を除く 

在宅勤務の環境：問 20 就業・就学状況に関する設問で、無職と回答した者を除く 

福祉、介護の生活支援サービス：問 15 の年齢に関する設問で、65 歳以上と回答した者のみ 

子どもの遊び場、子育て支援サービス：問 19 の世帯構成に関する設問で、「親と子（19 歳以下）」「三世代同居」と回答

した者のみ 

合計 満足 やや満足 やや不満 不満 満足＋

やや満足

不満＋

やや不満

全体 100.0% 39.0% 42.6% 14.7% 3.7% 81.6% 18.4%

通勤通学者のみ 100.0% 42.0% 40.2% 14.7% 3.1% 82.2% 17.8%

全体 100.0% 27.8% 53.3% 15.5% 3.4% 81.1% 18.9%

就労者のみ 100.0% 27.6% 53.2% 16.8% 2.5% 80.7% 19.3%

全体 100.0% 9.3% 54.0% 30.2% 6.4% 63.3% 36.7%

65歳以上のみ 100.0% 10.5% 49.4% 31.7% 8.4% 59.9% 40.1%

全体 100.0% 14.1% 53.3% 26.8% 5.8% 67.4% 32.6%
親と子（19歳以下）、三世代同居のみ 100.0% 19.6% 46.5% 24.9% 9.0% 66.1% 33.9%

通勤、通学の利便

在宅勤務の環境

福祉、介護の生活支援サービス

子どもの遊び場、子育て支援サービス
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【住生活総合調査（H30）との比較】 

 

 

 

 

 

・全国値（住生活総合調査）と比較すると、全体に平城・相楽 NT（本調査）は満足度が高い傾向にある。「日

常の買い物などの利便」「災害時の避難しやすさ」「敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり」「公園

や緑、水辺などの自然環境」「まちなみ・景観」「住宅や庭の管理のしやすさ」については、全国値に比べ 10

ポイント以上高い。 

・「総合的な住みごこち」について、設問の文言の差はあるが 20 ポイント以上高い。 

・一方で、「福祉、介護の生活支援サービス」「親・子・親せきとの距離」「近隣の人やコミュニティ」について

平城・相楽 NT の方が低い、または同程度となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度との関係】 

・比較的満足度の高かった「治安」「敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり」「公園や緑、水辺など

の自然環境」「まちなみ・景観まちなみ・景観」のうち、「治安」は重要度が 60%を越えたが、その他は大

きく下回っている。 

 

 

 

  

≪本調査と住生活総合調査における項目の違いについて≫ 

本調査と住生活総合調査では、以下の項目について、文言がことなる 

本調査              住生活総合調査（H30） 

「医療・福祉施設の利便」   ⇒ 「医療・福祉・文化施設など」 

「住宅や庭の管理のしやすさ」 ⇒ 「（住宅の）維持管理のしやすさ」 

「総合的な住みごこち」    ⇒ 「住宅のまわりの環境に対する満足度」 

⇒本分析では傾向を比較のための参考値として取り扱う。 

81.6%

86.0%

76.2%

63.3%

67.4%

67.9%

89.8%

77.9%

82.8%

92.1%

90.6%

91.8%

84.3%

95.0%

74.3%

74.0%

69.5%

71.1%

62.4%

70.5%

80.2%

77.4%

63.8%

71.9%

73.5%

72.3%

71.6%

72.0%

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

通勤、通学の利便

日常の買物などの利便

医療・福祉施設の利便
※医療・福祉・文化施設など

福祉、介護の生活支援サービス

子どもの遊び場、子育て支援サービス

親・子・親せきとの距離

治安

近隣の人やコミュニティとの関わり

災害時の避難のしやすさ

敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり

公園や緑、水辺などの自然環境

まちなみ・景観

住宅や庭の管理のしやすさ
※維持管理のしやすさ

総合的な住みごこち
※住宅のまわりの環境に対する満足度

本調査満足度（満足+やや満足）

住生活総合調査満足度（満足+まあ満足）※住生活総合調査での表記
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④ 住まい・住宅まわりの環境等に関する重要度（問 12 現在お住まいの住宅のまわりの環境等に対する項

目別の満足度・重要度についてお答えください。（MA5）） 

・重要度が半数の 50%を超え、比較的高かった項目は、「通勤、通学の利便」「日常の買物などの利便」「医

療・福祉施設の利便」「治安」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【満足度との関係】 

・比較的重要度の高かった「通勤、通学の利便」「日常の買物などの利便」「医療・福祉施設の利便」「治安」の

うち、「通勤、通学の利便」「日常の買物などの利便」「治安」は満足度が 80%を越えたが、「医療・福祉施

設の利便」は 80%を下回った。（前ページ参照） 

 

【住生活総合調査（H30）との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

・単純比較すると、上記の通り、全体に本調査は住生活総合調査の結果より、重要度が高くでる傾向にある。

その上で、「親・子・親せきとの距離」「近隣の人やコミュニティ」「災害時の避難しやすさ」「住宅や庭の管

理のしやすさ」については、同程度、またはそれ以下となっており、全国値に比べ重要度が低いと考えられ

る。この理由は、世帯分離による新しいまちへの転入、比較的災害に強いまちなどの平城・相楽 NT へ転入

経緯やまちのポテンシャルに起因すると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合
通勤、通学の利便 627 58.8%
日常の買物などの利便 831 78.0%
医療・福祉施設の利便 675 63.3%
在宅勤務の環境 46 4.3%
気軽に立ち寄ることができる場所 113 10.6%
福祉、介護の生活支援サービス 305 28.6%
子どもの遊び場、子育て支援サービス 238 22.3%
親・子・親せきとの距離 91 8.5%
治安 711 66.7%
近隣の人やコミュニティとの関わり 174 16.3%
災害時の避難のしやすさ 231 21.7%
敷地の広さや日当たり、風通しなど空間のゆとり 224 21.0%
公園や緑、水辺などの自然環境 391 36.7%
まちなみ・景観 287 26.9%
住宅や庭の管理のしやすさ 74 6.9%
回答者数 1,066 100.0%
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67.4%
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日常の買物などの利便

医療・福祉施設の利便
※医療・福祉・文化施設など

福祉、介護の生活支援サービス

子どもの遊び場、子育て支援サービス
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住宅や庭の管理のしやすさ
※維持管理のしやすさ

総合的な住みごこち
※住宅のまわりの環境に対する満足度

本調査満足度（満足+やや満足）

住生活総合調査満足度（満足+まあ満足）※住生活総合調査での表記
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公園や緑、水辺などの自然環境

まちなみ・景観

住宅や庭の管理のしやすさ

(n=1,066)50％ 

≪住生活総合調査における重要度と、本分析での取り扱い≫ 

住生活総合調査における重要度は、住宅に関する選択肢 16 項目、居住環境に関する選択肢 16 項目、合計 32 項目の

うち、重要と思う 8 項目を選択する形式で回答。 

⇒本設問における 15 項目から 5 項目を選択する方式よりも、やや低くなる可能性がある※。また、異なる設問との比

較の中で選択されているため、単純に数値を比較することは不適切である。そのため、本分析では傾向を比較のため

の参考値として取り扱う。 

※住生活総合調査で重要と選択される可能性は 1 項目につき 25%。対して本設問は 1 項目につき 33%。 
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【居住歴とのクロス】 

・「居住歴 5 年以内」も「居住歴 6 年以上」も、重要と回答した割合が半数を超えているのは、「通勤、通学

の利便」、「日常の買物などの利便」、「医療・福祉施設の利便」、「治安」。 

・「居住歴 5 年以内」で重要と回答した割合が「居住歴 6 年以上」よりも、５ポイント以上高い項目は「通

勤、通学の利便」、「子どもの遊び場、子育て支援サービス」。 

・一方、「居住歴 6 年以上」で重要と回答した割合が「居住歴 5 年以内」よりも、５ポイント以上高い項目

は、「医療・福祉施設の利便」、「福祉、介護の生活支援サービス」、「災害時の避難のしやすさ」、「まちな

み・景観」が高い。 

 

 

 

 

 

  

居住歴

５年以内

居住歴

６年以上

通勤、通学の利便 65.5% 57.1%

日常の買物などの利便 77.7% 78.0%

医療・福祉施設の利便 52.7% 66.0%

在宅勤務の環境 4.5% 4.3%

気軽に立ち寄ることができる場所 9.5% 10.9%

福祉、介護の生活支援サービス 17.7% 31.4%

子どもの遊び場、子育て支援サービス 33.6% 19.4%

親・子・親せきとの距離 11.8% 7.7%

治安 67.7% 66.5%

近隣の人やコミュニティとの関わり 13.2% 17.2%

災害時の避難のしやすさ 14.5% 23.6%

敷地の広さや日当たり、風通しなど空

間のゆとり
22.7% 20.6%

公園や緑、水辺などの自然環境 35.9% 36.7%

まちなみ・景観 21.4% 28.3%

住宅や庭の管理のしやすさ 8.2% 6.6%

重要と回答した割合
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⑤ まちへの愛着（問 10 あなたは平城・相楽ニュータウンに愛着を感じますか。また、その理由をお答え

ください。（SA+FA）） 

・「やや愛着を持っている」が約 50%と最も高い。 

・「とても愛着を持っている」「やや愛着を持ってい

る」を合わせた愛着を持っている割合は約 85%。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

件数 割合
とても愛着を持っている 511 37.2%
やや愛着を持っている 681 49.6%
あまり愛着を持っていない 133 9.7%
まったく愛着を持っていない 47 3.4%
合計 1,372 100.0%

<やや愛着を持っている理由> 

●環境（170 件） 

自然（52 件）／閑静（25 件）／街並み・景観（25 件）／歩行者専用道路（16 件）／公園

（6件）／住環境（5件）／道路（5件）／教育（5件）／その他（31件） 

周りの環境も含めてホッとする、都会すぎず田舎すぎず 

●利便性（111 件） 

商業施設の便（38件）／交通の便（30件）／医療施設の便（10件）／公共施設の便（7件）

／その他の便（26件） 

●長く住んでいる・生まれ育った場所だから（95 件） 

●住みやすさ（57 件） 

●住民の人柄（6 件） 

●治安（6 件） 

●子育てをした場所だから（5 件） 

●家族・友人が近くにいるから（5 件） 

●安心・安全なまちだから（3 件） 

●歴史があるから（3 件） 

●その他（50 件） 

防災機能が備わったまち、しがらみがあまりなく地方出身者でも暮らしやすい、のんびり

してる、自治会活動を通じて人と交流することができつつある、学研都市であること 

●不便さ（16 件） 

交通の便（6件）／商業施設の便（4件）／その他（6件） 

●その他（16 件） 

あまり人とかかわることもないから地域密着感がない、平城・相楽ニュータウンという名

称が長い、愛着をもっと持ちたいが府県界､市町界で活動の制約が残っている、行政サービ

ス等での分断がある、自治会に加入していない人が増えて名前も知らない人がいる、周り

に子育て世代の人が少なくほとんど接点がない、借家が高く出入があり愛着が持ちにくい 

●引越してきたばかり（16 件） 

●その他（7 件） 

 

37.2% 49.6% 9.7% 3.4%

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

(n=1,372)

とても愛着を持っている やや愛着を持っている あまり愛着を持っていない まったく愛着を持っていない

愛着を持っている（86.8%） 愛着を持っていない（13.2%） 

<あまり愛着を持っていない理由> 

●不便さ（11 件） 

商業施設の便（7 件）／その他の便（3 件）／ 

●コミュニティが希薄・付き合いが難しい（11 件） 

●その他（22 件） 

他人に誇れるほどの魅力的なところが大変少ない、30 年以上住んでいる

が育った場所ではないため、住みたくてすんでいるわけではないから、夜

になると人が歩いていない、どこへ行くのも皆が車で移動して楽しくな

いと感じるから、通勤の為に選んだ町だから、開発時期が古く他の地域の

人に知られていないから、平城・相楽ニュータウンではなく高の原と呼ん

でいるため、平城・相楽ニュータウンとしてひとくくりにすることに意

味を感じない、佐保台は平城、相楽ニュータウンとは思ってなかった 

●引越してきたばかり（14 件） 

●その他（9 件） 

<とても愛着を持っている理由> 

●環境のよさ（209 件） 

自然（57件）／閑静（28件）／歩行者専用道路（22件）／街並み・景観（19件）

／住環境（11件）／公園（10件）／道路（10件）／教育（9件）／その他（45件） 

●利便性（173 件） 

商業施設の便（54件）／交通の便（44件）／医療施設の便（22件）／公共施設の

便（16件）／その他の便（37件） 

立地条件が良い、生活する上での施設が充実している、子供の進学の選択肢が

とても広い、文化・医療施設が徒歩圏内にある 

●長く住んでいる･生まれ育った場所だから（103 件） 

居住 30年、故郷になった 

●住みやすいから（75 件） 

●住民の人柄（20 件） 

●家族・友人が近くにいるから（13 件） 

●安心・安全なまちだから（9 件） 

●子育てをした場所だから（8 件） 

●治安がよい（8 件） 

●持家のため（5 件） 

●災害に強い（3 件） 

●歴史があるから（3 件） 

●その他（22 件） 

高の原駅に戻って来るとほっとする、しきたりに縛られる事が無いのがよい、都

会すぎない田舎すぎない、ニュータウンでありながら近くに田園がありノドカ、

新しい街であちこちから転入されている人が高く境遇が同じなので話が合うのが

よい 

●不便さ（8 件） 

商業施設の便（5件）／その他の不便さ（3件） 

●その他（10 件） 

<まったく愛着を持っていない理由> 

●消極的理由（15 件） 

イオンモール以外の地域を代表する

施設や公園等が何もない、奈良と京都

でまとまりがない、あまり知らないか

ら、特別感がない、無味カンソウきれ

いすぎて下町感がないので、活気がな

いから 

●引越してきたばかり（4 件） 

●その他（4 件） 

居住地を高の原と言って知らない人

はほぼいないので言いかえることも

ないと思います 

積極的理由 消極的理由 わからない、どちらでもない 

<愛着を持っている理由について> 

・「環境のよさ」「利便性」「長く住んでいる・生

まれ育った場所だから」といった内容の記載

が多い。その他の回答としては、新しいまち

の特徴であるしがらみやしきたりに縛られ

ない地域性などが挙げられている。一方で、

行政界を跨ぐことによる行政サービスの違

い等に関する戸惑いの声があげられている。 

<愛着を持てない理由について> 

・「不便さ」や「コミュニティが希薄・付き合い

が難しい」等の内容が多く挙げられた。その

他の回答としては、誇れるような魅力の欠

如、特別感がないなど、地域の魅力を周知さ

れていない点や、「平城・相楽ニュータウン」

ではなく、「高の原」に帰属心を持っている

との回答があった。 
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【住区とのクロス集計】 

・「佐保台」を除く住区で、愛着ありが

80％を超え高い傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代とのクロス集計】 

・40 歳代以下の若年世代に比べ、50 歳

代以上の高齢世代の方が高い傾向に

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住まいの種類とのクロス集計】 

・「持家一戸建て」や、「分譲マンション」

といった持家の方が、賃貸住宅よりも

高い傾向にある。 

 

 

 

⑥ 平城・相楽ニュータウンで自慢できること・場所（問 11 平城・相楽ニュータウン内で自慢できること、

自慢できる場所はどこですか。自由にご記入ください。（FA）） 

・「生活利便施設」、特にイオンモールに関する記載が最も多かった。あわせて、「まちの環境」「公園」「自然

環境」「歩行者専用道路」に関する内容が 150 件を超えた。 

・「まちの環境」においては、「静かで落ち着きのある住環境」に関する内容の回答件数が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B C D

とても愛着

を持ってい

る

やや愛着を

持っている

あまり愛着

を持ってい

ない

まったく愛

着を持って

いない

27 71 15 6 119 98 21
22.7% 59.7% 12.6% 5.0% 100.0% 82.4% 17.6%

58 99 21 8 186 157 29

31.2% 53.2% 11.3% 4.3% 100.0% 84.4% 15.6%
93 161 23 10 287 254 33

32.4% 56.1% 8.0% 3.5% 100.0% 88.5% 11.5%
63 71 14 6 154 134 20

40.9% 46.1% 9.1% 3.9% 100.0% 87.0% 13.0%
166 177 30 10 383 343 40

43.3% 46.2% 7.8% 2.6% 100.0% 89.6% 10.4%
103 100 29 6 238 203 35

43.3% 42.0% 12.2% 2.5% 100.0% 85.3% 14.7%
510 679 132 46 1,367 1189 178

37.3% 49.7% 9.7% 3.4% 100.0% 87.0% 13.0%

65～74歳

75歳以上

合計

～30歳代

40歳代

50歳代

60～64歳

A＋B

愛着あり

C＋D

愛着なし

合計

A B C D

とても愛着

を持ってい

る

やや愛着を

持っている

あまり愛着

を持ってい

ない

まったく愛

着を持って

いない

55 81 16 4 156 136 20
35.3% 51.9% 10.3% 2.6% 100.0% 87.2% 12.8%

72 45 9 2 128 117 11

56.3% 35.2% 7.0% 1.6% 100.0% 91.4% 8.6%
88 114 17 3 222 202 20

39.6% 51.4% 7.7% 1.4% 100.0% 91.0% 9.0%
51 113 14 3 181 164 17

28.2% 62.4% 7.7% 1.7% 100.0% 90.6% 9.4%
17 54 28 9 108 71 37

15.7% 50.0% 25.9% 8.3% 100.0% 65.7% 34.3%
105 118 26 14 263 223 40

39.9% 44.9% 9.9% 5.3% 100.0% 84.8% 15.2%
61 83 5 10 159 144 15

38.4% 52.2% 3.1% 6.3% 100.0% 90.6% 9.4%
61 72 18 2 153 133 20

39.9% 47.1% 11.8% 1.3% 100.0% 86.9% 13.1%
510 680 133 47 1,370 1190 180

37.2% 49.6% 9.7% 3.4% 100.0% 86.9% 13.1%

桜が丘

合計

合計 A＋B

愛着あり

C＋D

愛着なし

神功

右京

朱雀

左京

佐保台

兜台

相楽台

●生活利便施設（297 件） 

イオンモール（94件）／その他商業施設（151件）／医療施設（36件）／生活利便施設（18件） 

●まちの環境（237 件） 

静かで落ち着きのある住環境（120件）／住環境が良い（51件）／住環境として利便性が高い（41件）

／住みやすい（18件）／計画的なまちの環境（7件） 

●公園（173 件） 

公園が多い（60件）／公園がきれい（8件）／公園が広い（6件）／その他（99件） 

●自然環境（167 件） 

●歩行者専用道路（164 件） 

●公共交通の交通利便性（101 件） 

大阪・京都・奈良へのアクセス（33件）／駅が近い（20件）／急行や特急が停車（11件）／バスが便

利（4件）／その他（33件） 

●街並み、景観（98 件） 

●道路（94 件） 

道路が広い（41件）／街路樹など（14件）／計画的に整備された道路（13件）／渋滞・交通量が少な

い（9件）／その他（17件） 

●人柄、治安（93 件） 

治安がいい（59件）／人柄が良い（22件）／住民活動（7件）／住民等のマナー（5件） 

●公共施設（85 件） 

図書館（35件）／古墳などの史跡（12件）／スポーツ施設（7件）／研究施設（4件）／その他の公共

施設（26件） 

●子ども、学校（55 件） 

子育て環境が良い（19件）／教育施設が近い・高い（16件）／教育環境が良い（15件）／学力が高い

（5件） 

●特になし（69 件） 

●その他（109 件） 

高の原駅周辺が便利、パチンコ店がないこと、スポーツを通した交流が盛んなこと、新鮮な農産物が手

に入れやすい、バス乗り場近くの階段にある本郷新氏の彫刻、万葉集にも詠まれた高の原という名称、

学研都市の一角である、変化に豊んだ地形、ニュータウンの中に県境があり、とても珍しいイオンの中

にも県境があること、神功・右京・左京・朱雀の名称、都会過ぎず田舎過ぎないところ 

297

237

173

167

164

101

98

94

93

85

55

69

109

0 50 100 150 200 250 300 350

生活利便施設

まちの環境

公園

自然環境

歩行者専用道路

公共交通の交通利便性

街並み、景観

道路

人柄、治安

公共施設

子ども、学校

特になし

その他

150件 

A B C D

とても愛着

を持ってい

る

やや愛着を

持っている

あまり愛着

を持ってい

ない

まったく愛

着を持って

いない

306 359 69 18 752 665 87

40.7% 47.7% 9.2% 2.4% 100.0% 88.4% 11.6%

92 138 23 7 260 230 30

35.4% 53.1% 8.8% 2.7% 100.0% 88.5% 11.5%

96 125 28 14 263 221 42

36.5% 47.5% 10.6% 5.3% 100.0% 84.0% 16.0%

4 14 4 0 22 18 4

18.2% 63.6% 18.2% 0.0% 100.0% 81.8% 18.2%

10 40 5 6 61 50 11

16.4% 65.6% 8.2% 9.8% 100.0% 82.0% 18.0%

1 4 1 0 6 5 1

16.7% 66.7% 16.7% 0.0% 100.0% 83.3% 16.7%

511 681 133 47 1372 1192 180

37.2% 49.6% 9.7% 3.4% 100.0% 86.9% 13.1%
合計

持家一戸建て

分譲マンション（持家集合

住宅）

UR賃貸住宅

賃貸一戸建て

賃貸集合住宅（アパート含

む）

その他

合計 A＋B

愛着あり

C＋D

愛着なし
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⑦ このまちにほしい施設（問 13 あなたがこのまちにほしいと思う施設について、その理由とともに自由

にご記入ください。（FA）） 

・「商業施設」、特にスーパーやコンビニに関する記載が最も多かった。あわせて、「公共交通・道路」「公園」

「高齢者向け施設」「文化・交流施設」「図書館」に関する記載と「特になし」が 50 件を超えた。 

・「公園」については、ボール遊びができるようにするなどの使い方の提案から、幼児用の遊具、マンホール

トイレや BBQ など設備に関する提案、花や野菜を育てれるようにする、お店が出店できるようにするな

ど運用上の提案、ボランティア組織で管理するなど管理上の提案など幅広い提案があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

395

109

86

70

64

55

53

45

38

26

21

20

138

81

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

商業施設

公共交通、道路

公園

高齢者向けの施設など

医療施設

図書館

文化・交流施設

教育、子育て関連

運動施設

娯楽施設

農園

銀行、郵便局、ATM

その他

特になし

●商業施設（395 件） 

スーパー（150 件）／コンビニ（92 件）／飲食店・カフェ・居酒屋（72 件）／ホームセンター（13 件）

／デパート（4 件）／食料品店（5 件）／移動販売（6 件）／個人商店（4 件）／農産物直売所（3 件）／

スポーツショップ（3 件）／その他商業施設（44 件） 

●公共交通、道路（109 件） 

バス（44 件） 

バスの本数を増やしてほしい 

電車（23 件） 

平城山駅に奈良線の快速列車を停車してほしい、リニア新幹線の新駅を JR 平城山駅付近に誘致してほ

しい、ＪＲ平城山駅のエレベーター設置、けいはんな線の延伸 

歩行者専用道路（12 件） 

老人カーが安心して使えるような道路環境、自動車の通らない散歩に適した遊歩道、左京 5丁目から平

城山駅へのアクセスがしやすくなる歩道が必要 

道路（10 件） 

山手幹線の早期完成、京奈和新線の高の原への接続、左京地区北東部から JR平城山駅へ人と車が安全に

往来できる道路、左京地区から州見台方面や 24号線へ人と車が往来できる道路 

NT 内の移動手段の確保（7 件） 

免許返納したお年寄りが利用できる無料の運転代行、学研都市らしいデマンドバスや乗り合いタクシー

など、年齢層に関係無く便利な移動手段が欲しい 

サイクリングロード（5 件） 

その他（8 件） 

タクシーを頼みやすくなってほしい 

●公園（86 件） 

遊具の充実（20 件） 

エクササイズ用遊具、幼児用の遊具、子どもが身体を動かせる遊具、子供がのびのび遊べる大型遊具の

ある公園 

広い公園（18 件） 

既存公園の整備（11 件） 

清潔なおむつ交換台の設置、保存緑地の高木を手入れ 

運動公園（4 件） 

その他（33 件） 

多世代交流の場､自然と親しみ野菜などを親子で育てる場、子どもがボール遊びやスケートボードなど

できる公園、マンホールトイレや BBQ設備や太陽光発電など防災にも役立つありとあらゆる施設を兼ね

備えた緑地公園、公園を管理できるボランティア組織が必要、水辺のある心地よい公園、子どもたちだ

けで遊ばせるのが心配なため見晴らしのよい公園がほしい、ゴミ箱設置せずゴミは持ち帰り前提でお店

を出店できる馬見丘陵公園のような公園、緑地､公園などで花や野菜を作ってよいことにする 

●高齢者向けの施設など（70 件） 

高齢者が集える場（16 件）／高齢者向け住宅（4 件）／高齢者向け介護施設（31 件）／相談できる場（3

件）／リハビリセンター（3 件） 

その他（13 件） 

高齢者と子どもたちのふれあい広場、高齢者が自宅で過ごせる施設、高齢でも歩いて生活ができるまち 

●医療施設（64 件） 

●図書館（55 件） 

●文化・交流施設（53 件） 

コミュニティースペース（9 件） 

みんなで気軽にお料理教室ができるコミュニティキッチン、親子で気軽に立ち寄りオープンに使える集会場 

多目的ホール（9 件）／文化施設（9 件）美術館や博物館／公民館（6 件） 

その他（22 件） 

ちょっと集まって勉強をしたり在宅ワークできたりする場所がほしい 

●教育、子育て関連（45 件） 

子育て支援施設・サービス（17 件） 

子育て世代が気軽に集まれる場所、産後ケア施設、バンビクラスに預けられない程度に働いている親が

小学生を預けれる施設 

安心して遊べる場（12 件） 

未就学児や小学生が利用できる室内遊技場のような施設、子育て広場、子どもたちのふれあい広場 

学習施設（3 件） 

その他（13 件） 

児童館、託児所、雨の日でも子供が遊べる施設 

●運動施設（38 件） 

プール（14 件）／体育館（5 件）／その他（19 件） 

●娯楽施設（26 件） 

カラオケ（4 件）／温泉施設（4 件）／ペット関係（4 件）／その他（14 件） 

●農園（21 件） 

●銀行、郵便局、ATM（20 件） 

●その他（138 件） 

高速バスの停留所、リサイクルスポット、災害時等安心して避難できる避難場所、斎場、住宅の点検補

修の相談ができる施設、カーシェアリング拠点の拡大、施設より運営する人材が重要、店舗のシェアリ

ング、電動自転車の共有、キャンプ場、バスロータリーにバスの待ち合い室、駅に近い場所にパーキン

グ、アウトドア施設、生活困窮相談の場 

●特になし（81 件） 

50件 
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⑧ 期待する将来のまちの姿（問 14 あなたが今後期待する将来のまちの姿について、自由にご記入くださ

い。（FA）） 

・回答のあった意見は、大きく「将来のまちの姿」「施設等の改善・充実」「必要な施策」にわけられる。 

 

<将来のまちの姿> 

・「福祉が充実したまち」が最も高く、「子育てのしやすいまち」「高齢者が住みやすいまち」「公共交通が充

実したまち」「若い世代が住みやすいまち」が 50 件以上の回答があった。特に、少子・高齢化などのまち

の課題を解決するようなまちづくりの方向性が高く示されたのが特徴的である。 

・一方で、「安心・安全なまち」「自然豊かなまち」「治安のよいまち」「コミュニティ形成が進んだまち」「景

観のよいまち」など、これまでこのまちが築き上げた、「まちの魅力」を生かしたまちづくりの方向性も高

く示されている。 

 

 

 

 

 

 

  

●福祉が充実したまち（176 件） 課題解決型 

医療や福祉が充実したまち、福祉を充実させ地域で完結できる環境、介護・福祉が充実したまちづくり 

●子育てのしやすいまち（130 件） 課題解決型 

この町で子育てしてよかったと思えるまち、ワーキングママに優しいまち、子育て支援の充実したまち、

共働き家庭の子育て応援 

●高齢者が住みやすいまち（87 件） 課題解決型 

お年寄りも快適に過ごせるまち、老後楽しく過ごしやすいまち、高齢者の活動がしやすいまち、高齢者が

健康的に過ごせるまち、高齢者が孤立しないまち、高齢者が気軽に働けるまち 

●公共交通が充実したまち（63 件） 課題解決型 

自家用車に頼らなくても生活できるまち、リニア新幹線の誘致により奈良駅周辺の核となるまちづくり、

コミュニティバスが充実すれば行動範囲も広がり暮しやすくなる 

●若い世代が住みやすいまち（60 件） 課題解決型 

地域内で若者が生涯働ける職場のあるまち、若い家庭が手軽に住める市や町営の住宅、若者が子育てをし

やすいまち、若い世代が魅力を感じられるまち 

●幅広い世代・世帯が住み良いまち（46 件） 課題解決型 

高齢者から子どもまで満足感を持てるまち、子ども・高齢者・身体の不自由な人を含めてみんながゆった 

 

●安心・安全なまち（45 件） 魅力活用型 

子どもも高齢者も安心・安全なまち、暮らしてる人の笑顔が見える安心・安全なまち 

●自然豊かなまち（31 件） 魅力活用型 

緑豊かなまち、自然豊かで暮らしやすいまち、 

●治安のよいまち（29 件） 魅力活用型 

治安がよく安心して住めるまち、犯罪のないまち 

●コミュニティ形成が進んだまち（28 件） 魅力活用型 

人の交流が自然にできるまち、地域で互いに助けあえるコミュニケーションが出来るコミュニティが充実

したまち 

●世代循環が進むまち（28 件） 課題解決型 

世代交代がされて若者も住みやすい街、年齢構成のバランスが良い街、若い世代との住宅ローテーション

●景観のよいまち（28 件） 魅力活用型 

四季が楽しめ景観の美しいまち、まちなみ景観を大事にして頂きたい、敷地を細分化することなく景観を

守る、清掃活動・美化運動が定期的に行われるまち 

●子どもが活き活きとするまち（23 件） 課題解決型 

子どもが元気で生き生きするまち、子どもの事を真先に考えたまちづくり、子どもが外でたくさん遊んで

いるまち 

●教育環境が充実したまち（21 件） 魅力活用型 

教育先進地域としての将来のまちの姿を望む､子どもがゆったりのびのび学び遊べる学校づくり 

●活気あるまち（20 件） 

ひとびとに活気のあるまち 

●多世代交流できるまち（18 件） 課題解決型 

シニアと子どもが触れあえるまち、外国出身者と交流しやすいまち 

●住み良いまち（18 件） 

この地域に住んで良かったと思えるまち、全ての人が自分らしく暮らせるまち、ここに住みたい！と思え

るようなまちづくり 

●高齢化に対応できたまち（15 件） 課題解決型 

高齢者の見守り体制ができ安心なまちになってほしい 

●閑静な住環境のあるまち（13 件） 魅力活用型 

現在の閑静な住環境を維持してほしい 

●災害に強いまち（12 件） 魅力活用型 

災害（地震・台風・水害等）時に協力体制（官・民共同）が充実したまちづくり 

●地域活動が進んだまち（11 件） 魅力活用型 

地域住民のつながりの持てるイベント、シルバー世代とのふれあいによる見守りのシステムの構築 

●駅前が整備されたまち（10 件） 課題解決型 

駅前広場などにテラス席をもっと作るなどくつろげる空間を広げてほしい、働く世代が交流しやすい施設

を駅前に整備してほしい、駅・駅ロータリーの整備 

●利便性の高いまち（10 件） 

平城ニュータウン全体としての利便性・発展を考えてほしい 

●学研都市らしいまち（8 件） 魅力活用型 

学研都市にあるので研究施設とのつながりが日常的にもてる地域にしてほしい、行政区を超えて学研都市

として一体でのまち作りを考えてほしい 

●障がいのある方が住み良いまち（6 件） 課題解決型 

車イスでも足が不自由でも出歩きやすいまちにしてほしい、障害児も生活しやすく教育をしっかり受けられるまち 

●子どもが U ターンできるまち（5 件） 課題解決型 

子供たちが戻ってこれるようなまちづくり 

●働く場があるまち（5 件） 課題解決型 

生涯働ける職場のある街、職住近在 

●今のままがよい（9 件） 

●特になし（31 件） 

●その他（56 件） 

 

 

 

 

課題解決型 

●少子・高齢化・コミュニティバランスの改善 

・幅広い世代・世帯が住み良いまち 

・世代循環が進むまち 

・多世代交流できるまち 

・高齢者が住みやすいまち 

・高齢化に対応できたまち 

・福祉が充実したまち 

・子育てのしやすいまち 

・若い世代が住みやすいまち 

・子どもが活き活きとするまち 

・子どもが U ターンできるまち 

・障がいのある方が住み良いまち 

●公共交通が充実したまち 

●駅前が整備されたまち 

●働く場があるまち 

魅力活用型 

●閑静な住環境のあるまち 

●自然・景観 

・景観のよいまち 

・自然豊かなまち 

●コミュニティ・地域活動 

・コミュニティ形成が進んだまち 

・地域活動が進んだまち 

●まちの安心・安全 

・安心・安全なまち 

・災害に強いまち 

・治安のよいまち 

●教育環境が充実したまち 

●学研都市らしいまち 
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<施設等の改善・充実> 

・「医療施設」「こども園・保育所・幼稚園」など、地域課題である高齢化・少子化に対応して必要な施設に

関する内容や、「商業施設」や「歩行者専用道路」など、地域の魅力となっている施設に関する内容がおお

く挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

<必要な施策> 

・「まちのバリアフリー化」「空家・空地対策」「環境整美センターの移転」「行政間格差の改善」など、まち

の課題であり、施策的なアプローチが必要な課題が挙げられた。 

 

 

  

●医療施設（49 件） 

病院（診療所）、病児保育施設の設置、大きな病院 

●商業施設（39 件） 

ショッピングモールや百貨店など商業施設が充実したまち，大規模スーパー、ホームセンター､徒歩圏内で

気軽に出かけて買い物できる環境 

●歩行者専用道路（16 件） 

歩道の植え込みを無くしてガードレールを敷設して歩車分離を進める、公園とインフラがすばらしいので

もっと手入れをすれば今後も街のよさは保てる、歩道のいたみが目立つので足元に気をつけて歩いており

整備も必要だと感じる、歩道が歩きやすく整備されたまち、万葉の小径の手入れ 

●道路（14 件） 

道路がきれいなまち、道路の更新工事が必要 

●公園・緑地（12 件） 

多様な遊び方が出来る公園、「四季の美しいまち」として街路樹や公園の整備に力を入れてほしい、子ども

がボール遊びなどで遊べる場所 

●こども園・保育所・幼稚園（8 件） 

待機児童をなくす、保育園の充実 

●公共施設全般（7 件） 

公共施設の充実、北部出張所でできる手続きを増やしてほしい 

●街路樹・植え込み（7 件） 

街路樹の手入れ､雑草の刈り取り、街路樹の更新 

●スポーツ施設（6 件） 

スポーツ施設をもっと自由に使用出来るようにしてほしい、幅広い年齢の人々がそれぞれ健康の為にスポ

ーツを楽しめる環境づくり 

●文化施設（6 件） 

蔵書量の豊かな図書館の拡充、サークル活動をしたいがそのような場がない 

●高齢者向け施設（4 件） 

高齢者のための娯楽施設、移動販売､移動役場など高齢者向けのサービス 

●児童館（2 件） 

子育て支援施設も午後からも開放されているところが少ない 

●その他の施設（7 件） 

居住地に関わらず飛び込める相談所のようなもの、ＡＴＭ・銀行、大学などの誘致、カーシェア、銭湯 

●まちのバリアフリー化（11 件） 

段差のない街、平城山駅のバリアフリー化、高齢者が安心して往来できるまち 

●空家・空地対策（11 件） 

空き家を無くす仕組み、空家がふえないよう現在のまちの姿を守る 

●環境整美センターの移転（9 件） 

清掃工場の早期移転、跡地開発 

●行政間格差の改善（6 件） 

自治体間の政策に壁がない町、自治体によってバラツキのない行政にしてもらいたい 

●その他の施策（2 件） 

税金のかからない（少ない）市政づくり 
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４．調査結果のまとめ 

（１）現在の住まいと、今後の住まいの意向について 

① 住まいについて 

●戸建住宅が中心のまちとなっている 

・住宅の種類については、半数以上が「持家一戸建て」の住宅に暮らしており、千里ニュータウンや泉北

ニュータウンなどの他の大規模ニュータウンに比べ、その割合は非常に高くなっている 

●高齢世帯でも持家一戸建ての割合が高くなっている 

・高齢世帯（高齢単身世帯・高齢夫婦世帯）のうち、約半数が「持家一戸建て」に住んでおり、今後、高

齢者の見守りや住替え需要が高まる可能性があり、戸建て空き家の増加も懸念される 

●公的賃貸住宅の割合が低い 

・UR賃貸住宅の割合は約20%に留まっており、公的賃貸住宅の割合は、千里ニュータウンや泉北ニュータ

ウンなどの他の大規模ニュータウンに比べ非常に低くなっている 

② 転入について 

●新たにNTに転入する世帯（≒居住期間が短い世帯）は若年世帯が多い 

・居住期間「5年以内」と短い世帯は「若中年単身世帯」「子育て世帯」の若年世帯で多い 

－若年世帯の転入のきっかけは「結婚」や「転勤」などのライフステージに変化がある時で高い 

●転勤などをきっかけとした広域からの転入もある 

・転入者のうち約半数は3市町（奈良市、木津川市、精華町）外からとなっており、約15%は近隣3府県外

（大阪府、京都府、奈良県）となっている。特に「若年単身世帯」では、近隣3府県外の割合が高い 

●転入範囲は大阪市などの少し離れた都市から、近辺の都市へと移り変わりつつある 

・居住歴が短い人はNT内やその近辺からの転入が多く、長い人は遠方からの転入が多い傾向がある 

③ 住み続け意向について 

●このまちの強みである「利便性」「環境」「住みやすさ」が評価され、住み続け意向に結びついている 

・約90％が平城・相楽NT内に住み続けたいと思っている。理由は「利便性」「環境のよさ」「住みやす

さ」などが挙げられた。一方で若い世代の住み続け意向はやや低い 

－若年世代が住み続けたい・住み続けられる環境づくりが課題となっている 

 

（２）NTでの暮らしについて 

①コミュニティ環境 

●あらゆる世代がNT内で過ごしたくなる環境をつくることが、まちへの愛着を育むことになる 

・休日の過ごし方として、家族に若い世代がいる世帯は電車や自家用車を使い遠出する割合が高く、高齢

者や子どもがいる世帯は比較的近場で過ごす割合が高い 

・休日をNT内で過ごす人はまちへの愛着持つ割合が高い傾向にある 

●誰もが近所づきあいしやすい環境づくりが必要 

・近所づきあいは、40歳代以下の若い世代で浅く、65歳以上の高齢者で深くなる傾向にある 

●世代によって参加したい・参加できる活動が異なるため、個々人が、やりたいと思える活動を見つけら

れる・はじめられる環境づくりが必要 

・地域活動については、約70%は何らかの活動やイベントに参加している 

・テーマ型の地域活動や地縁組織を主体とする活動、PTAなど当事者が明確な活動それぞれで、年齢別の

参加割合が異なるが、お祭りなどの誰もが参加しやすい活動は、年齢問わず、参加割合が高くなる傾向

にある。 

●居場所を持たない人も多いため、既に居場所となっている場の魅力づくりにあわせ、新たな場づくりも

必要となる 

・「人と関われる場・くつろぎを感じる場（≒居場所）」は特にないと考える人が最も多い。 

・ショッピングモールや公共施設、公園や歩行者専用道路をあげる割合が高いが、年代で傾向が異なる 

② 通勤の状況 

●通勤圏は狭く変わってきている 

・勤務地は比較的近い３市町内と、比較的遠方の3市町外で、半々程度に分かれ、通勤時間は1時間未満が

65%を占める 

・年齢が若いほど車やバイクで１時間未満の近場に通勤している傾向が強く、高齢になるほど電車で１時

間以上をかけて遠方へ、通勤する割合が高くなる 

●若い世代を中心に在宅勤務が増えており、テレワーク環境の充実が期待される 

・在宅勤務は約20%が週２日以上実施している。若い世代や、通勤先が遠方になるほど実施率が高い傾向

にある 

 

（３）NTの将来について 

●まちの情報を対外発信するにあたり、「平城・相楽NT」の名称の浸透を図るとともに、「高の原」の活

用も検討が必要 

・「平城・相楽NT」という名称を25%は知らず、特に30歳代以下の若い世代では約４割が知らない 

・自身の居住地について、約８割が「高の原」と説明し、「平城・相楽NT」と説明するのは、約３%。 

●満足度の高い項目のPRと満足度のやや低い項目の改善が課題となる 

・住環境に関する満足度は全体に高く、総合的な満足度は約95%に達する。「気軽に立ち寄ることができ

る場所」「福祉、介護の生活支援サービス」「子どもの遊び場、子育て支援サービス」「親・子・親せ

きとの距離」でやや低い。 

●まちへの愛着が非常に高く、愛着を持った理由や、自慢となっている施設等を積極的にいかしたまちづ

くりが期待される 

・約85%がまちへの愛着を抱いている。 

・愛着を持つ理由は「環境のよさ」「利便性」「長く住んでいる・生まれ育った場所だから」、愛着を持

てない理由は「不便さ」や「コミュニティが希薄・付き合いが難しい」など。 

・まちの自慢はイオンモールや落ち着いた住環境、公園、自然環境、歩行者専用道、交通利便性、街並み

など。 

●将来のまちづくりは、以下の課題の解決や魅力を活かしたまちづくりが期待される 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

解決すべき課題 

・少子・高齢化・コミュニティバランスの改善 

・公共交通が充実したまち 

・駅前が整備されたまち 

・働く場があるまち 

活用したい魅力 

・閑静な住環境 

・自然・景観 

・コミュニティ・地域活動 

・安心・安全なまち 

・充実した教育環境 

・学研都市 
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参考：調査票 
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