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１ 

１．調査目的 

奈良市では、快適で安心安全な市民生活を送ることのできる都市の形成をめざすため、市

民の皆様の率直なご意見をお伺いし、今後の奈良市政のあり方を考える資料として使わせ

ていただくことを目的に、市民意識調査を実施しました。 
 

２．調査項目 

（1） 奈良市の将来像について 
（2） 情報化について 
（3） 墓地について 
（4） 防災対策について 
（5） 住宅用火災警報器の設置について 
（6） 火災予防対策について 
（7） 水道水の飲用について 
（8） ペットボトル水の利用法等について 
（9） 市政への意見・要望について 
（10） あなたご自身のことについて 
 

３．調査方法 

（1） 調査地域  奈良市全域 
（2） 調査対象  奈良市に居住されている 20 歳以上の男女各 1,500 人 
（3） 標本数  3,000 人 
（4） 抽出方法  無作為抽出法 
（5） 調査方法  郵送配布・郵送回収による郵送調査法 
（6） 調査期間  平成２１年７月３０日（木）～８月２５日（火） 
 

４．回収結果 

（1） 標本数  3,000 人（100.0％） 
（2） 有効回収数  1,980 人（ 66.0％） 
（3） 無効回収数    ２人（ 0.1％） 
（4） 事故数（不達）   ８人（ 0.3％） 
（5） 未回収数  1,010 人（ 33.7％） 
 



２ 

５．回答者の属性 

 
５－１ 性別 

 
 

全 

体 

男
性 

女
性 

無
回
答 

1,980 895 1,075  10  
合 計 

100.0 45.2 54.3  0.5  

 
 
５－２ 年齢 

 
 

全 

体 

20
～
29
歳 

30
～
39
歳 

40
～
49
歳 

50
～
59
歳 

60
～
69
歳 

70
歳
以
上 

無
回
答 

1,980 187 281  309  388 435 367 13 
合 計 

100.0 9.4 14.2  15.6  19.6 22.0 18.5 0.7 

895 96 117  134  161 205 178 4 
男 性 

100.0 10.7 13.1  15.0  18.0 22.9 19.9 0.4 

1,075 91 164  175  224 230 189 2 
女 性 

100.0 8.5 15.3  16.3  20.8 21.4 17.6 0.2 

10  - - - 3 - - 7 
無回答 

100.0  - - - 30.0 - - 70.0 

 
 
５－３ 家族構成 

 
 

全 

体 

単
身
（
ひ
と
り
ぐ
ら
し
） 

夫
婦
の
み 

二
世
代
世
帯
（
本
人
と
子
ま
た
は
親
） 

三
世
代
世
帯
（
親
と
子
と
孫
） 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 165 550  1,042  156 52 15 
合 計 

100.0 8.3 27.8  52.6  7.9 2.6 0.8 

895 74 257  478  68 17 1 
男 性 

100.0 8.3 28.7  53.4  7.6 1.9 0.1 

1,075 91 293  563  87 35 6 
女 性 

100.0 8.5 27.3  52.4  8.1 3.3 0.6 

10  - - 1  1 - 8 
無回答 

100.0  - - 10.0  10.0 - 80.0 

上段：回答数（人） 

下段：構成比（％） 



３ 

５－４ 職業 

 
 

全 

体 

常
勤
の
従
業
員 

自
営
業
・
会
社
経

営 農
林
漁
業 

学
生 

パ
ー
ト
・
ア
ル
バ

イ
ト 

家
事
従
事 

無
職 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 520 156  14  52 221 332 504 85 96  
合 計 

100.0 26.3 7.9  0.7  2.6 11.2 16.8 25.5 4.3 4.8  

895 358 110  13  31 40 1 259 46 37  
男 性 

100.0 40.0 12.3  1.5  3.5 4.5 0.1 28.9 5.1 4.1  

1,075 162 45  1  21 180 330 241 38 57  
女 性 

100.0 15.1 4.2  0.1  2.0 16.7 30.7 22.4 3.5 5.3  

10  - 1  - - 1 1 4 1 2  
無回答 

100.0  - 10.0  - - 10.0 10.0 40.0 10.0 20.0  

 
 
５－５ 居住地域 

 
 

全 

体 

西
部
地
域 

北
部
地
域 

中
部
地
域 

中
央
市
街
地 

南
部
地
域 

東
部
地
域 

月
ヶ
瀬
地
域 

都
祁
地
域 

無
回
答 

1,980 861 145  133  513 136 33 8 30 121  
合 計 

100.0 43.5 7.3  6.7  25.9 6.9 1.7 0.4 1.5 6.1  

895 385 66  60  232 65 18 4 14 51  
男 性 

100.0 43.0 7.4  6.7  25.9 7.3 2.0 0.4 1.6 5.7  

1,075 474 78  73  279 70 15 4 15 67  
女 性 

100.0 44.1 7.3  6.8  26.0 6.5 1.4 0.4 1.4 6.2  

10  2 1 - 2 1 - - 1 3
無回答 

100.0  20.0 10.0 - 20.0 10.0 - - 10.0 30.0

 
 
【地域分類】 

地域 地区 
西部地域 伏見、伏見南、西大寺北、六条、あやめ池、鶴舞、青和、平城西、登美ヶ

丘、東登美ヶ丘、鳥見、三碓、富雄南、富雄北、富雄第三、二名 
北部地域 佐保台、神功、右京、朱雀、左京 
中部地域 都跡、平城 
中央市街地 鼓阪、鼓阪北、飛鳥、済美、済美南、椿井、佐保、大宮、佐保川、大安寺、

大安寺西 
南部地域 辰市、明治、東市、帯解、精華 
東部地域 田原、柳生、大柳生、東里、狭川 
月ヶ瀬地域 月ヶ瀬 
都祁地域 並松、都祁、吐山、六郷 



４ 

６．報告書の見方 

（1） 集計結果の比率は、すべて小数点以下第二位を四捨五入して小数点第一位までを表示

しているので、比率の合計が 100％とならないことがあります。 
（2） 複数の回答を依頼した質問では、比率の合計は 100％を超えることがあります。 
（3） 回答比率（％）は、その質問の回答者数を基数（Ｎ＝number of case）として算出し

ました。 
（4） 属性別の分析については、属性が無回答のため、個々の数値の合計が全体数と一致し

ない場合があります。 
 



５ 

１．奈良市の将来像について 

問１ あなたは、今後、長期を展望した上で、奈良市がどのような市になることが望ま

しいと思われますか。次の選択肢の中から、特に望まれるものの第 1 位から第 3

位までを選んで、その番号を下の回答欄に記入してください。 

 
 
 

 
 

全 

体 

文
化
財
を
保
護
し
、
歴
史
の
風
格

を
保
有
す
る
歴
史
都
市 

市
民
の
芸
術
文
化
活
動
が
盛
ん

な
文
化
都
市 

海
外
と
の
交
流
が
盛
ん
な
国
際

交
流
都
市 

観
光
客
な
ど
の
訪
れ
る
魅
力
あ

る
観
光
都
市 

自
然
環
境
を
保
護
し
、
公
園
や
街

路
樹
な
ど
の
緑
豊
か
な
都
市 

都
市
施
設
が
整
い
、
暮
ら
し
や
す

い
生
活
都
市 

交
通
事
故
や
犯
罪
並
び
に
公
害
、

災
害
の
な
い
安
全
・
安
心
な
都
市

市
民
の
健
康
増
進
を
図
る
健
康

都
市 

子
ど
も
や
お
年
寄
り
、
障
が
い
者

な
ど
に
や
さ
し
い
福
祉
都
市 

子
ど
も
の
個
性
や
創
造
性
を
育

む
教
育
都
市 

気
軽
に
新
し
い
知
識
の
得
ら
れ

る
生
涯
学
習
都
市 

産
業
の
盛
ん
な
賑
わ
い
の
あ
る

都
市 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

1,980  678  27  21  153  206 187 221 38 305 54 7  38  16 2 27 
合 計 

100.0  34.2  1.4  1.1  7.7  10.4 9.4 11.2 1.9 15.4 2.7 0.4  1.9  0.8 0.1 1.4 

895  314  13  16  83  88 92 86 13 113 28 5  26  8 - 10 
男 性 

100.0  35.1  1.5  1.8  9.3  9.8 10.3 9.6 1.5 12.6 3.1 0.6  2.9  0.9 - 1.1 

1,075  360  14  5  69  117 95 135 24 191 26 2  12  8 1 16 
女 性 

100.0  33.5  1.3  0.5  6.4  10.9 8.8 12.6 2.2 17.8 2.4 0.2  1.1  0.7 0.1 1.5 

10  4  - - 1  1 - - 1 1 - - - - 1 1 

第
１
位 

無回答 
100.0  40.0  - - 10.0  10.0 - - 10.0 10.0 - - - - 10.0 10.0 

  

1,980  206  53  50  319  350 201 262 91 264 85 19  36  8 - 36 
合 計 

100.0  10.4  2.7  2.5  16.1  17.7 10.2 13.2 4.6 13.3 4.3 1.0  1.8  0.4 - 1.8 

895  95  31  31  172  156 89 113 38 90 38 6  20  4 - 12 
男 性 

100.0  10.6  3.5  3.5  19.2  17.4 9.9 12.6 4.2 10.1 4.2 0.7  2.2  0.4 - 1.3 

1,075  110  22  19  147  194 111 145 53 172 47 13  16  4 - 22 
女 性 

100.0  10.2  2.0  1.8  13.7  18.0 10.3 13.5 4.9 16.0 4.4 1.2  1.5  0.4 - 2.0 

10  1  - - - - 1 4 - 2 - - - - - 2 

第
２
位 

無回答 
100.0  10.0  - - - - 10.0 40.0 - 20.0 - - - - - 20.0 

  

1,980  207  42  55  253  233 225 217 108 263 150 46  116  16 7 42 
合 計 

100.0  10.5  2.1  2.8  12.8  11.8 11.4 11.0 5.5 13.3 7.6 2.3  5.9  0.8 0.4 2.1 

895  96  22  27  111  106 87 111 37 115 80 18  57  11 4 13 
男 性 

100.0  10.7  2.5  3.0  12.4  11.8 9.7 12.4 4.1 12.8 8.9 2.0  6.4  1.2 0.4 1.5 

1,075  110  20  28  141  126 138 105 69 146 70 28  59  5 3 27 
女 性 

100.0  10.2  1.9  2.6  13.1  11.7 12.8 9.8 6.4 13.6 6.5 2.6  5.5  0.5 0.3 2.5 

10  1  - - 1  1 - 1 2 2 - - - - - 2 

第
３
位 

無回答 
100.0  10.0  - - 10.0  10.0 - 10.0 20.0 20.0 - - - - - 20.0 

  

合 計 - 2,653 229 218 1,350 1,551 1,188 1,404 404 1,706 482 105 302 80 13 195

男 性 - 1,228 123 137 704 682 541 595 152 634 240 45 175 43 4 67 

女 性 - 1,410 106 81 642 865 645 800 247 1,063 242 60 127 37 6 119

合
計
点
数 

無回答 - 15   4 4 2 9 5 9     3 9 

※ 合計点数の数値は、１位３点、２位２点、３位１点として換算した数値。 
 

上段：回答数（人） 

下段：構成比（％） 



６ 

問２ それでは、あなたの考えられる奈良市の将来像の実現のために、行政施策として

重点を置いて実施していくべきだとお考えになるのはどれでしょうか。(あてはま

るもの５つ以内に○) 

 

 
 

全 

体 

文
化
財
や
歴
史
的
資
源
の
保

護
・
保
全 

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
充
実
・
振
興 

外
国
と
の
活
発
な
交
流
事
業 

国
際
会
議
の
で
き
る
施
設
の
整

備 観
光
客
誘
致
の
た
め
の
対
策 

緑
や
自
然
環
境
の
保
全 

調
和
の
と
れ
た
都
市
的
美
観
・
景

観
の
向
上 

物
価
対
策
な
ど
消
費
生
活
の
安

定
向
上 

幹
線
道
路
や
生
活
道
路
・
歩
道
な

ど
の
整
備 

駐
車
場
・
駐
輪
場
の
充
実
・
整
備 

下
水
道
の
整
備
と
普
及
促
進 

バ
ス
や
鉄
道
の
公
共
交
通
機
関

の
整
備 

住
宅
の
供
給
と
住
環
境
の
整
備 

機
能
的
土
地
利
用
に
よ
る
市
街

地
整
備 

1,980 1,027 178 115 87 558 827 548 468 614 243 87 317 95 156
合 計 

100.0 51.9 9.0 5.8 4.4 28.2 41.8 27.7 23.6 31.0 12.3 4.4 16.0 4.8 7.9

895 470 101 59 50 293 361 254 182 306 124 42 136 42 83
男 性 

100.0 52.5 11.3 6.6 5.6 32.7 40.3 28.4 20.3 34.2 13.9 4.7 15.2 4.7 9.3

1,075 553 76 56 37 264 462 293 285 305 117 44 178 53 73
女 性 

100.0 51.4 7.1 5.2 3.4 24.6 43.0 27.3 26.5 28.4 10.9 4.1 16.6 4.9 6.8

10  4  1  - - 1 4 1 1 3 2  1  3 - -
無回答 

100.0  40.0  10.0  - - 10.0 40.0 10.0 10.0 30.0 20.0  10.0  30.0 - -

 

 
 

全 

体 

交
通
安
全
対
策 

大
気
汚
染
・
騒
音
等
の
公
害
防
止 

防
犯
・
防
災
体
制
の
充
実 

保
健
・
医
療
体
制
の
充
実 

高
齢
者
・
児
童
・
障
が
い
者
・
低

所
得
者
福
祉
の
充
実 

学
校
教
育
の
充
実
と
施
設
整
備 

生
涯
学
習
の
充
実
と
施
設
整
備 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
促
進
と

施
設
整
備 

青
少
年
の
健
全
育
成 

中
小
企
業
の
育
成
や
商
店
街
の

活
性
化 

地
場
産
業
の
振
興
や
農
林
業
の

保
護
育
成 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 209 252 507 790 880 352 101 93 194 335 248 55 8 19
合 計 

100.0 10.6 12.7 25.6 39.9 44.4 17.8 5.1 4.7 9.8 16.9 12.5 2.8 0.4 1.0

895 111 97 217 335 353 160 42 36 88 153 121 33 2 10
男 性 

100.0 12.4 10.8 24.2 37.4 39.4 17.9 4.7 4.0 9.8 17.1 13.5 3.7 0.2 1.1

1,075 96 153 289 453 526 190 59 57 104 181 124 21 5 8
女 性 

100.0 8.9 14.2 26.9 42.1 48.9 17.7 5.5 5.3 9.7 16.8 11.5 2.0 0.5 0.7

10 2 2 1 2 1 2 - - 2 1 3 1 1 1
無回答 

100.0 20.0 20.0 10.0 20.0 10.0 20.0 - - 20.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0

 
 
 
 



７ 

２．情報化について 

問３ あなたは、インターネットを利用していますか。(１つ選択)  
 

全 

体 

利
用
し
て
い
な
い 

利
用
し
て
い
る 

無
回
答 

1,980 797 1,149 34
合 計 

100.0 40.3 58.0 1.7

895 300 583 12
男 性 

100.0 33.5 65.1 1.3

1,075 491 564 20
女 性 

100.0 45.7 52.5 1.9

10  6  2  2 
無回答 

100.0  60.0  20.0  20.0 

 
 

問３-１ 「１．利用していない」と回答された方に伺います。インターネットを

利用していない理由は何ですか。(１つ選択)  
 

全 

体 

利
便
性
や
必
要
性
を
感
じ

な
い
か
ら 

利
用
の
仕
方
が
わ
か
ら
な

い
か
ら 

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
を

も
っ
て
い
な
い
か
ら 

自
宅
で
利
用
で
き
る
環
境

が
整
っ
て
い
な
い
か
ら 

情
報
漏
え
い
や
子
ど
も
へ

の
影
響
、
ト
ラ
ブ
ル
、
犯

罪
な
ど
が
心
配
だ
か
ら 

お
金
が
か
か
る
か
ら 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
知
ら

な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

797 205 183 100 56 50 35 58 37 73 
合 計 

100.0 25.7 23.0 12.5 7.0 6.3 4.4 7.3 4.6 9.2 

300 98 46 37 21 22 21 16 11 28 
男 性 

100.0 32.7 15.3 12.3 7.0 7.3 7.0 5.3 3.7 9.3 

491 106 134 62 35 27 14 42 26 45 
女 性 

100.0 21.6 27.3 12.6 7.1 5.5 2.9 8.6 5.3 9.2 

6  1  3  1 - 1 - - - - 
無回答 

100.0  16.7  50.0  16.7 - 16.7 - - - - 

 
 

問３-１-１ 今後、インターネットを利用したいと思いますか。(１つ選択)  
 

全 

体 

利
用
し
た
い 

利
用
し
た
く
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

797 220 263 258 56
合 計 

100.0 27.6 33.0 32.4 7.0

300 82 102 101 15
男 性 

100.0 27.3 34.0 33.7 5.0

491 137 158 156 40
女 性 

100.0 27.9 32.2 31.8 8.1

6  1  3  1 1 
無回答 

100.0  16.7  50.0  16.7 16.7 



８ 

問３-２ 「２．利用している」と回答された方に伺います。インターネットを主

に利用する場所はどこですか。（あてはまるもの３つ以内に○）  
 

全 

体 

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン 

職
場
や
学
校
の
パ
ソ
コ
ン 

公
民
館
な
ど
の
公
共
施
設 

ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
な
ど
の
民
間
施

設 携
帯
電
話
な
ど
で
利
用
し
て
い

る そ
の
他 

無
回
答 

1,149 1,031 450 8 29 373 3 31
合 計 

100.0 89.7 39.2 0.7 2.5 32.5 0.3 2.7

583 523 297 5 23 205 1 11
男 性 

100.0 89.7 50.9 0.9 3.9 35.2 0.2 1.9

564 506 152 3 6 167 2 20
女 性 

100.0 89.7 27.0 0.5 1.1 29.6 0.4 3.5

2  2  1  - - 1 - -
無回答 

100.0  100.0  50.0  - - 50.0 - -

 
 
問４ 奈良市のホームページを見たことがありますか。(１つ選択)  

 

全 

体 

見
た
こ
と
が
あ
る 

見
た
こ
と
は
な
い
が
、
あ
る
こ
と

は
知
っ
て
い
る 

奈
良
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

1,980  576  906  378 120 
合 計 

100.0  29.1  45.8  19.1 6.1 

895  289  406  163 37 
男 性 

100.0  32.3  45.4  18.2 4.1 

1,075  287  493  215 80 
女 性 

100.0  26.7  45.9  20.0 7.4 

10  - 7  - 3 
無回答 

100.0  - 70.0  - 30.0 

 
 



９ 

問４-１ 「１．見たことがある」と回答された方に伺います。奈良市のホームペ

ージの各項目の満足度をお答えください。(各項目１つ選択)  

情報の充実度・情報の量 

 

知りたい情報の探しやすさ 

 
 

全 

体 

満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満 

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

全 

体 

満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満 

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

576  19  242  154  68 60 33  576 24 185  189  108 40 30 
合 計 

100.0  3.3  42.0  26.7  11.8 10.4 5.7  100.0 4.2 32.1  32.8  18.8 6.9 5.2 

289  13  124  76  34 27 15  289 13 97  86  65 16 12 
男 性 

100.0  4.5  42.9  26.3  11.8 9.3 5.2  100.0 4.5 33.6  29.8  22.5 5.5 4.2 

287  6  118  78  34 33 18  287 11 88  103  43 24 18 
女 性 

100.0  2.1  41.1  27.2  11.8 11.5 6.3  100.0 3.8 30.7  35.9  15.0 8.4 6.3 

- - - - - - -  - - - - - - -
無回答 

- - - - - - -  - - - - - - -

 

 

見た目（デザイン性）の良さ 
 

全体的な満足度  
 

全 

体 

満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

 

全 

体 

満
足 

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
満
足

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
不
満

不
満 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

576  22  225  155  77 62 35  576 11 221  181  82 49 32 
合 計 

100.0  3.8  39.1  26.9  13.4 10.8 6.1  100.0 1.9 38.4  31.4  14.2 8.5 5.6 

289  16  111  75  50 21 16  289 7 115  87  48 17 15 
男 性 

100.0  5.5  38.4  26.0  17.3 7.3 5.5  100.0 2.4 39.8  30.1  16.6 5.9 5.2 

287  6  114  80  27 41 19  287 4 106  94  34 32 17 
女 性 

100.0  2.1  39.7  27.9  9.4 14.3 6.6  100.0 1.4 36.9  32.8  11.8 11.1 5.9 

- - - - - - -  - - - - - - -
無回答 

- - - - - - -  - - - - - - -

 
 
問５ インターネットから申請・届出やイベント申込、施設予約ができる奈良電子自治

体共同運営ポータルサイト（電子申請）を利用したことがありますか。 

(１つ選択) 

 

  
 

全 

体 

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る 

知
っ
て
い
る
が
、
利
用

し
た
こ
と
は
な
い 

電
子
申
請
を
知
ら
な
い 

無
回
答 

1,980  79  747  1,020 134 
合 計 

100.0  4.0  37.7  51.5 6.8 

895  41  364  442 48 
男 性 

100.0  4.6  40.7  49.4 5.4 

1,075  38  381  574 82 
女 性 

100.0  3.5  35.4  53.4 7.6 

10  - 2  4 4 
無回答 

100.0  - 20.0  40.0 40.0 



１０ 

問６ 自分の生活で情報化が進んだと感じるのはどのような時ですか。 

（あてはまるもの３つ以内に○）  
 

全 

体 

自
宅
で
イ
ベ
ン
ト
予
約
や
品
物

の
売
買
が
で
き
る 

欲
し
い
情
報
が
欲
し
い
時
に
得

ら
れ
る
よ
う
に
な
る 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
簡
単

に
と
れ
る
よ
う
に
な
る 

だ
れ
で
も
簡
単
に
パ
ソ
コ
ン
が

使
え
る
よ
う
に
な
る 

い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
が
簡
単
に

で
き
る 

個
人
の
意
見
を
簡
単
に
行
政
に

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る 

情
報
通
信
の
費
用
が
安
く
な
る 

情
報
の
発
信
が
で
き
る
よ
う
に

な
る 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 887 1,345 305 426 551 79 177 193 77 247 
合 計 

100.0 44.8 67.9 15.4 21.5 27.8 4.0 8.9 9.7 3.9 12.5 

895 391 620 139 192 260 41 100 108 36 98 
男 性 

100.0 43.7 69.3 15.5 21.5 29.1 4.6 11.2 12.1 4.0 10.9 

1,075 493 722 166 231 289 38 77 85 41 145 
女 性 

100.0 45.9 67.2 15.4 21.5 26.9 3.5 7.2 7.9 3.8 13.5 

10  3  3  - 3 2 - - - - 4  
無回答 

100.0  30.0  30.0  - 30.0 20.0 - - - - 40.0  

 
 
問７ これからの情報化社会に向けて、奈良市が情報化を進めるにあたり、どのような

ことに重点をおいて取り組んでいけばよいと思いますか。 

（あてはまるもの３つに○）  
 

全 
体 

個
人
情
報
保
護
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

対
策 

公
共
施
設
へ
の
情
報
端
末
（
キ
ヨ

ス
ク
端
末
）
の
設
置
促
進 

パ
ソ
コ
ン
の
操
作
が
苦
手
な
人

へ
の
支
援 

市
民
と
の
積
極
的
な
情
報
交
換 

子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育 

観
光
情
報
の
発
信 

地
域
産
業
・
商
店
街
な
ど
の
情
報

発
信 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 1,329 408 630 606 610 697 636 52 99 
合 計 

100.0 67.1 20.6 31.8 30.6 30.8 35.2 32.1 2.6 5.0 

895 596 192 296 276 278 329 289 28 35 
男 性 

100.0 66.6 21.5 33.1 30.8 31.1 36.8 32.3 3.1 3.9 

1,075 731 214 331 329 328 367 346 24 61 
女 性 

100.0 68.0 19.9 30.8 30.6 30.5 34.1 32.2 2.2 5.7 

10  2  2  3 1 4 1 1 - 3  
無回答 

100.0  20.0  20.0  30.0 10.0 40.0 10.0 10.0 - 30.0  

 
 



１１ 

問８ 国では、テレビ放送のデジタル化への移行を行っており、2011 年 7 月 24 日まで

に現行のアナログテレビ放送が終了します。あなたは、地上デジタル放送（地デ

ジ）対応テレビやチューナーなどで地上デジタルテレビ放送を視聴していますか。

(１つ選択)  
 

全 

体 

す
で
に
視
聴
し
て
い
る 

ま
だ
、
視
聴
し
て
い
な
い
が
、

テ
レ
ビ
を
買
い
換
え
る
な
ど

近
い
う
ち
に
視
聴
を
始
め
る 

ま
っ
た
く
対
応
の
予
定
が
な

い 視
聴
は
し
な
い 

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送

の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

1,980 1,093 560 222 57 7 41
合 計 

100.0 55.2 28.3 11.2 2.9 0.4 2.1

895 512 221 118 29 2 13
男 性 

100.0 57.2 24.7 13.2 3.2 0.2 1.5

1,075 578 336 104 27 5 25
女 性 

100.0 53.8 31.3 9.7 2.5 0.5 2.3

10  3  3  - 1 - 3 
無回答 

100.0  30.0  30.0  - 10.0 - 30.0 

 

 

３．墓地について 

問９ あなた（あなたの家族）は、墓地をお持ちですか。(１つ選択)  
 

全 

体 

持
っ
て
い
る 

持
っ
て
い
な

い 無
回
答 

1,980 1,292 668 20
合 計 

100.0 65.3 33.7 1.0

895 598 290 7
男 性 

100.0 66.8 32.4 0.8

1,075 689 375 11
女 性 

100.0 64.1 34.9 1.0

10  5  3  2 
無回答 

100.0  50.0  30.0  20.0 

 

 
問１０ あなたは、将来新しく墓地を持ちたいと思いますか。(１つ選択)  

 

全 

体 

持
ち
た
い 

持
つ
つ
も
り

は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 289 869 512 310
合 計 

100.0 14.6 43.9 25.9 15.7

895 131 403 220 141
男 性 

100.0 14.6 45.0 24.6 15.8

1,075 158 463 289 165
女 性 

100.0 14.7 43.1 26.9 15.3

10  - 3  3 4 
無回答 

100.0  - 30.0  30.0 40.0 



１２ 

問 10-1  その時期はいつごろですか。(１つ選択)  
 

全 

体 

今
す
ぐ
必
要 

５
年
以
内
く
ら
い 

１０
年
以
内
く
ら
い 

２０
年
以
内
く
ら
い 

未
定 

無
回
答 

289 12 39 47 28 159 4
合 計 

100.0 4.2 13.5 16.3 9.7 55.0 1.4

131 7 24 22 13 63 2
男 性 

100.0 5.3 18.3 16.8 9.9 48.1 1.5

158 5 15 25 15 96 2
女 性 

100.0 3.2 9.5 15.8 9.5 60.8 1.3

- - - - - - -
無回答 

- - - - - - -

 
 

問 10-2  あなたは、墓地を求めるうえで重要視する点は何ですか。  
 

全 

体 

使
用
料
や
管
理
料
の

金
額 

交
通
の
便 

自
宅
か
ら
の
距
離 

自
然
環
境 

使
用
区
画
面
積 

管
理
運
営
主
体 

そ
の
他 

無
回
答 

289 173 105 153 52 8 43 4 5
合 計 

100.0 59.9 36.3 52.9 18.0 2.8 14.9 1.4 1.7

131 70 42 65 27 4 24 4 2
男 性 

100.0 53.4 32.1 49.6 20.6 3.1 18.3 3.1 1.5

158 103 63 88 25 4 19 - 3
女 性 

100.0 65.2 39.9 55.7 15.8 2.5 12.0 - 1.9

- - - - - - - - -
無回答 

- - - - - - - - -

 
 

問 10-3  あなたは、どのような種類の墓地を希望しますか。(１つ選択)  
 

全 

体 

市
営
墓
地 

社
寺
な
ど
が
直
接
管
理
す

る
墓
地 

宗
教
法
人
が
運
営
す
る
墓

地 集
落
の
墓
地 

種
類
に
こ
だ
わ
ら
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

289 134 35 4 6 92 8 10
合 計 

100.0 46.4 12.1 1.4 2.1 31.8 2.8 3.5

131 68 18 - 3 37 2 3
男 性 

100.0 51.9 13.7 - 2.3 28.2 1.5 2.3

158 66 17 4 3 55 6 7
女 性 

100.0 41.8 10.8 2.5 1.9 34.8 3.8 4.4

- - - - - - - -
無回答 

- - - - - - - -

 
 



１３ 

問 10-3-1  あなたが、市営墓地を希望する理由は何ですか。(１つ選択)  
 

全 

体 

管
理
運
営
が
安
定

し
て
い
る 

使
用
料
や
管
理
料

が
安
い 

使
用
区
画
面
積
が

広
い 

そ
の
他 

無
回
答 

134 69 61 1 2 1
合 計 

100.0 51.5 45.5 0.7 1.5 0.7

68 40 27 - - 1
男 性 

100.0 58.8 39.7 - - 1.5

66 29 34 1 2 -
女 性 

100.0 43.9 51.5 1.5 3.0 -

- - - - - -
無回答 

- - - - - -

 
 

４．防災対策について 

問１２ 防災対策としては、全ての対策が重要ですが、特に市が力を入れるべきだと思

われる取り組みはどの項目だと思われますか。（あてはまるもの２つ以内に○）  
 

全 

体 

学
校
や
公
民
館
な
ど
の
避
難
所
施
設
の

耐
震
化
の
推
進 

地
域
で
な
さ
れ
る
防
災
活
動
の
リ
ー
ダ

ー
養
成
講
座
な
ど
の
開
催 

災
害
時
に
避
難
勧
告
・
指
示
を
市
民
の

皆
様
に
迅
速
に
伝
え
る
施
設
の
整
備 

防
災
に
関
す
る
情
報
提
供
の
充
実 

災
害
時
に
備
え
て
の
食
糧
・
飲
料
水
な

ど
の
備
蓄
の
充
実 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 827 143 1,180 590 963 30 42
合 計 

100.0 41.8 7.2 59.6 29.8 48.6 1.5 2.1

895 366 77 527 305 395 14 18
男 性 

100.0 40.9 8.6 58.9 34.1 44.1 1.6 2.0

1,075 458 66 648 282 566 16 21
女 性 

100.0 42.6 6.1 60.3 26.2 52.7 1.5 2.0

10  3  - 5 3 2 - 3 
無回答 

100.0  30.0  - 50.0 30.0 20.0 - 30.0 
 
 



１４ 

問１３ 防災対策として、ご家庭や地域で行っておられる取り組みは、ありますか。 

（あてはまるものすべてに○）  
 

全 

体 

緊
急
の
際
す
ぐ
に
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
非
常

持
ち
出
し
品
や
水
（
１
日
３
ℓ
３
日
分
）
、

食
糧
３
日
分
程
度
を
用
意
し
て
い
る 

タ
ン
ス
や
本
棚
な
ど
の
大
き
な
家
具
の
転
倒

防
止
対
策
を
し
て
い
る 

住
宅
の
耐
震
診
断
や
耐
震
補
強
を
し
て
い
る 

災
害
時
の
集
合
場
所
や
避
難
場
所
、
危
険
箇

所
、
避
難
連
絡
、
緊
急
連
絡
先
な
ど
を
家
庭
や

地
域
で
話
し
合
い
、
確
認
し
て
い
る 

地
域
で
防
災
訓
練
や
講
演
会
な
ど
に
参
加
し

て
い
る 

地
域
内
で
安
否
確
認
、
避
難
、
救
助
、
初
期
消

火
な
ど
の
体
制
が
で
き
て
い
る 

そ
の
他 

特
に
何
も
し
て
い
な
い 

無
回
答 

1,980 402 456 181 438 221 92 46 878 57
合 計 

100.0 20.3 23.0 9.1 22.1 11.2 4.6 2.3 44.3 2.9

895 182  210  82 171 98 46 22  407  20 
男 性 

100.0 20.3  23.5  9.2 19.1 10.9 5.1 2.5  45.5  2.2 

1,075 219  245  99 263 123 45 24  468  35 
女 性 

100.0 20.4  22.8  9.2 24.5 11.4 4.2 2.2  43.5  3.3 

10  1  1  - 4 - 1 - 3  2 
無回答 

100.0  10.0  10.0  - 40.0 - 10.0 - 30.0  20.0 

 
 

５．住宅用火災警報器の設置について 

問１４ 住宅用火災警報器の設置状況をお聞きする前にお伺いします。あなたがお住ま

いの住宅の形式はどれになりますか。(１つ選択)  
 

全 

体 
一
戸
建
て
（
持
ち
家
） 

マ
ン
シ
ョ
ン
（
持
ち
家
） 

一
戸
建
て
（
賃
貸
民
間
） 

マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
（
賃
貸
民

間
） 

マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
（
公
営
住
宅
、

Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
・
公
団
住
宅
、
公
社
住
宅
） 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 1,255  257  44 192 185 26 2  19  
合 計 

100.0 63.4  13.0  2.2 9.7 9.3 1.3 0.1  1.0  

895 577  119  21 75 83 11 1  8  
男 性 

100.0 64.5  13.3  2.3 8.4 9.3 1.2 0.1  0.9  

1,075 672  137  23 116 102 14 1  10  
女 性 

100.0 62.5  12.7  2.1 10.8 9.5 1.3 0.1  0.9  

10  6  1  - 1 - 1 - 1  
無回答 

100.0  60.0  10.0  - 10.0 - 10.0 - 10.0  

 
 



１５ 

問１５ 消防法の改正により、住宅火災における死者数の低減を目的として、住宅に住

宅用火災警報器の設置が義務付けられました。あなたは、このことをご存知です

か。(１つ選択)  
 

全 

体 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 1,681  262  37 
合 計 

100.0 84.9  13.2  1.9 

895 771  114  10 
男 性 

100.0 86.1  12.7  1.1 

1,075 903  147  25 
女 性 

100.0 84.0  13.7  2.3 

10  7  1  2 
無回答 

100.0  70.0  10.0  20.0 

 
 
問１６ 住宅用火災警報器の設置場所は、原則として、住宅の各寝室および２階以上に

寝室がある場合は、階段の天井部分となっています。あなたのお住まいの住宅に

は、住宅用火災警報器が設置されていますか。(１つ選択)  
 

全 

体 

定
め
ら
れ
た
場
所

す
べ
て
に
設
置
し

て
い
る 

一
部
に
設
置
し
て

い
る 

設
置
し
て
い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 808  377  688 73 34 
合 計 

100.0 40.8  19.0  34.7 3.7 1.7 

895 370  166  313 32 14 
男 性 

100.0 41.3  18.5  35.0 3.6 1.6 

1,075 433  209  374 40 19 
女 性 

100.0 40.3  19.4  34.8 3.7 1.8 

10  5  2  1 1 1 
無回答 

100.0  50.0  20.0  10.0 10.0 10.0 

 
 

問 16-1 問１６で「１．定められた場所すべてに設置している」「２．一部に設置

している」と答えられた方におたずねします。どこで購入されましたか。

(あてはまるものすべてに○)  
 

全 

体 

初
め
か
ら
設
置
さ

れ
て
い
た 

家
電
量
販
店 

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー 

共
同
購
入
（
自
治

会
、
職
場
な
ど
）

消
防
設
備
取
扱
店 

ホ
ー
ム
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
会
社 

そ
の
他 

無
回
答 

1,185  390  114  78 286 56 61 207 38 
合 計 

100.0  32.9  9.6  6.6 24.1 4.7 5.1 17.5 3.2 

536  170  54  36 127 26 27 97 18 
男 性 

100.0  31.7  10.1  6.7 23.7 4.9 5.0 18.1 3.4 

642  218  59  41 158 30 33 109 19 
女 性 

100.0  34.0  9.2  6.4 24.6 4.7 5.1 17.0 3.0 

7  2  1  1 1 - 1 1 1 
無回答 

100.0  28.6  14.3  14.3 14.3 - 14.3 14.3 14.3 



１６ 

問 16-2 問１６で「３．設置していない」と答えられた方におたずねします。設

置していないのは、どのような理由からですか。 

(あてはまるものすべてに○)  
 

全 

体 

設
置
義
務
を
知
ら
な
か
っ

た 賃
貸
や
集
合
住
宅
な
ど
、
住

宅
形
態
に
よ
る
事
情
か
ら 

値
段
が
高
い
か
ら 

面
倒
だ
か
ら 

近
々
設
置
を
予
定
し
て
い

る そ
の
他 

無
回
答 

688  147  44  112 102 300 77 12 
合 計 

100.0  21.4  6.4  16.3 14.8 43.6 11.2 1.7 

313  62  22  55 58 134 32 5 
男 性 

100.0  19.8  7.0  17.6 18.5 42.8 10.2 1.6 

374  84  22  57 44 166 45 7 
女 性 

100.0  22.5  5.9  15.2 11.8 44.4 12.0 1.9 

1  1  - - - - - -
無回答 

100.0  100.0  - - - - - -

 
 

６．火災予防対策について 

問１７ あなたのご家庭に消火器は備えられていますか。(１つ選択)  
 

全 

体 

備
え
て
い
る 

備
え
て
い
な
い 

無
回
答 

1,980 1,008  944  28 
合 計 

100.0 50.9  47.7  1.4 

895 458  425  12 
男 性 

100.0 51.2  47.5  1.3 

1,075 544  516  15 
女 性 

100.0 50.6  48.0  1.4 

10  6  3  1 
無回答 

100.0  60.0  30.0  10.0 

 
 
問１８ あなたは、消火器の使用方法を知っていますか。(１つ選択)  

 

全 

体 

知
っ
て
い
る 

知
ら
な
い 

無
回
答 

1,980 1,579  372  29 
合 計 

100.0 79.7  18.8  1.5 

895 783  101  11 
男 性 

100.0 87.5  11.3  1.2 

1,075 789  269  17 
女 性 

100.0 73.4  25.0  1.6 

10  7  2  1 
無回答 

100.0  70.0  20.0  10.0 



１７ 

問１９ あなたのご家庭では、どのような火災予防対策をとっていますか。 

（あてはまるものすべてに○）  
 

全 

体 

タ
バ
コ
を
吸
う
時
に
、
灰
皿
に
水

を
入
れ
て
使
用
し
て
い
る 

台
所
の
コ
ン
ロ
の
周
り
を
整
理

整
頓
し
て
い
る 

給
湯
器
な
ど
の
周
り
に
可
燃
物

を
置
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る 

調
理
中
は
、
そ
の
場
を
離
れ
る
時

は
必
ず
火
を
消
す
よ
う
に
し
て

い
る 

コ
ン
セ
ン
ト
プ
ラ
グ
に
ホ
コ
リ

が
た
ま
ら
な
い
よ
う
に
定
期
的

に
掃
除
し
て
い
る 

ガ
ス
漏
れ
警
報
機
を
取
り
付
け

て
い
る 

そ
の
他 

特
に
対
策
は
と
っ
て
い
な
い 

無
回
答 

1,980 159  1,175  761 1,199 691 1,002 97 183  25  
合 計 

100.0 8.0  59.3  38.4 60.6 34.9 50.6 4.9 9.2  1.3  

895 98  508  342 492 293 462 44 104  6  
男 性 

100.0 10.9  56.8  38.2 55.0 32.7 51.6 4.9 11.6  0.7  

1,075 61  664  418 706 397 537 53 79  13  
女 性 

100.0 5.7  61.8  38.9 65.7 36.9 50.0 4.9 7.3  1.2  

10  - 3  1 1 1 3 - - 6  
無回答 

100.0  - 30.0  10.0 10.0 10.0 30.0 - - 60.0  

 
 

７．水道水の飲用について 

問２０ あなたは、水道水をどのようにして飲まれていますか。 

（あてはまるものすべてに○）  
 

全 
体 

そ
の
ま
ま
飲
ん
で
い
る 

浄
水
器
を
利
用
し
て
飲
ん
で
い

る い
っ
た
ん
、
沸
騰
さ
せ
て
か
ら
飲

ん
で
い
る 

お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
と
し
て

飲
ん
で
い
る 

飲
ん
で
い
な
い
（
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

水
な
ど
を
利
用
） 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 740  694  496 809 256 42 14 
合 計 

100.0 37.4  35.1  25.1 40.9 12.9 2.1 0.7 

895 376  291  206 340 107 18 2 
男 性 

100.0 42.0  32.5  23.0 38.0 12.0 2.0 0.2 

1,075 363  402  290 467 148 24 5 
女 性 

100.0 33.8  37.4  27.0 43.4 13.8 2.2 0.5 

10  1  1  - 2 1 - 7 
無回答 

100.0  10.0  10.0  - 20.0 10.0 - 70.0 

 
 



１８ 

８．ペットボトル水の利用法等について 

問２１ ミネラルウォーター（ペットボトル水）の購入目的は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○）  
 

全 

体 

飲
料
水
と
し
て
飲
む
た
め 

料
理
に
つ
か
う
た
め 

災
害
時
の
備
蓄
用
の
た
め 

お
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
と
し
て

飲
む
た
め 

薬
を
飲
む
時
の
た
め 

外
出
時
に
飲
用
と
し
て
携
帯
す

る
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

1,980 1,111  154  427 251 237 636 168 248 
合 計 

100.0 56.1  7.8  21.6 12.7 12.0 32.1 8.5 12.5 

895 526  63  156 122 93 279 68 112 
男 性 

100.0 58.8  7.0  17.4 13.6 10.4 31.2 7.6 12.5 

1,075 583  90  271 128 143 357 100 128 
女 性 

100.0 54.2  8.4  25.2 11.9 13.3 33.2 9.3 11.9 

10  2  1  - 1 1 - - 8 
無回答 

100.0  20.0  10.0  - 10.0 10.0 - - 80.0 

 
 
問２２ 水道水は、ミネラルウォーター（ペットボトル水）よりも多い検査基準（５０

項目）に適合して供給しています。このことをご存じでしたか。(１つ選択)  
 

全 

体 

知
っ
て
い
た 

知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

1,980 427  1,522  31 
合 計 

100.0 21.6  76.9  1.6 

895 222  664  9 
男 性 

100.0 24.8  74.2  1.0 

1,075 204  856  15 
女 性 

100.0 19.0  79.6  1.4 

10  1  2  7 
無回答 

100.0  10.0  20.0  70.0 



１９ 

34.2

15.4

10.4

7.7

11.2

9.4

2.7

1.9

1.9

1.1

1.4

0.4

0.8

0.1

1.4 5.3

6.2

0.5

2.0

3.7

6.4

9.6

12.0

14.6

31.0

35.4

36.6

39.9

42.0

55.1

0 10 20 30 40 50 60

文化財を保護し、歴史の風格を保有する歴史都市

子どもやお年寄り、障がい者などにやさしい福祉都市

自然環境を保護し、公園や街路樹などの緑豊かな都市

観光客などの訪れる魅力ある観光都市

交通事故や犯罪並びに公害、災害のない安全・安心な都市

都市施設が整い、暮らしやすい生活都市

子どもの個性や創造性を育む教育都市

市民の健康増進を図る健康都市

産業の盛んな賑わいのある都市

海外との交流が盛んな国際交流都市

市民の芸術文化活動が盛んな文化都市

気軽に新しい知識の得られる生涯学習都市

その他

わからない

無回答

１位

１～３位計

(%)

１．奈良市の将来像について 

１－１ 将来の奈良市の望ましい姿 

問１ あなたは、今後、長期を展望した上で、奈良市がどのような市になることが望ま

しいと思われますか。次の選択肢の中から、特に望まれるものの第 1 位から第 3

位までを選んで、その番号を下の回答欄に記入してください。 

 
図 1-1（将来の奈良市の望ましい姿）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後、奈良市がどのような市になることが望ましいと思うか尋ねたところ、第１位～３

位までを総合して最も割合が高かった項目は「文化財を保護し、歴史の風格を保有する歴

史都市」で 55.1％と半数以上にのぼっており、次いで「子どもやお年寄り、障がい者など

にやさしい福祉都市（42.0％）」、「自然環境を保護し、公園や街路樹などの緑豊かな都市

（39.9％）」、「観光客などの訪れる魅力ある観光都市（36.6％）」、「交通事故や犯罪並びに

2,653 

1,706 

1,551 

1,350 

1,404 

1,188 

482 

404 

302 

218 

229 

105 

80 

13 

 

点数値 

 
点数値欄の数値は１位：３点、

２位：２点 ３位：１点として

換算した数値 



２０ 

公害、災害のない安全・安心な都市」（35.4％）」の順となっている。１位を３点、２位を

２点、３位を１点として数値換算した点数値の順位をみても、選択された項目全てをまと

めた順位とほぼ同様の結果になっている。 

第１位に選択された項目でも最も割合が高かった項目は「文化財を保護し、歴史の風格

を保有する歴史都市」で 34.2％、次いで「子どもやお年寄り、障がい者などにやさしい福

祉都市」が 15.4％となっているが、続く項目では順位が入れ替わっており、「交通事故や犯

罪並びに公害、災害のない安全・安心な都市（11.2％）」「自然環境を保護し、公園や街路

樹などの緑豊かな都市（10.4％）」の順となっている。（図 1-1） 

 
表 1-1-1（年齢別 将来の奈良市の望ましい姿 選択項目全て）【単位：％】 

 
20～29 歳 

（n=187） 

30～39 歳 

（n=281） 

40～49 歳 

（n=309） 

50～59 歳 

（n=388） 

60～69 歳 

（n=435） 

70 歳以上 

（n=367） 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 

文化財を保護し、歴

史の風格を保有す

る歴史都市 
1 位 

53.5 52.3 54.7 53.9 55.9 59.7

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 

交通事故や犯罪並

びに公害、災害の

ない安全・安心な都

市 

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 2 位 

40.6 42.4 39.5 47.7 43.7 42.0

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 
3 位 

39.6 41.0 38.6 44.4 42.1 39.5

都市施設が整い、

暮らしやすい生活

都市 

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 

交通事故や犯罪並

びに公害、災害の

ない安全・安心な都

市 

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 

自然環境を保護し、

公園や街路樹など

の緑豊かな都市 4 位 

33.7 37.0 37.5 38.7 34.9 33.8

子どもやお年寄り、

障がい者などにや

さしい福祉都市 

交通事故や犯罪並

びに公害、災害の

ない安全・安心な都

市 

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 

観光客などの訪れ

る魅力ある観光都

市 

交通事故や犯罪並

びに公害、災害の

ない安全・安心な都

市 

交通事故や犯罪並

びに公害、災害の

ない安全・安心な都

市 

5 位 

33.2 35.9 35.8 34.2 34.8 32.1

 
選択した項目全てを年齢別にみると、全ての年代で「文化財を保護し、歴史の風格を保

有する歴史都市」が５割を超えて最も割合が高い。次に 30～39 歳と 50 歳以上の年代では、

「子どもやお年寄り、障がい者などにやさしい福祉都市」が４割台で高くなっている。20

～29 歳では「観光客などの訪れる魅力ある観光都市」が 40.6％、40～49 歳では「交通事故

や犯罪並びに公害、災害のない安全・安心な都市」が 39.5％となっている。（表 1-1-1） 



２１ 

表 1-1-2（地域別 将来の奈良市の望ましい姿 選択項目全て）【単位：％】 

 
西部地域 

（n=861） 

北部地域 

（n=145） 

中部地域 

（n=133） 

中央市街地

（n=513） 

南部地域 

（n=136） 

東部地域 

（n=33） 

月ヶ瀬地域 

（n=8） 

都祁地域 

（n=30） 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

文化財を保護

し、歴史の風

格を保有する

歴史都市 
1 位 

58.2  60.0  52.6 52.8 47.8 66.7  62.5  53.3 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市 

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市 

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

2 位 

44.8  42.8  41.4 43.4 44.9 48.5  37.5  50.0 

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市 

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

都 市 施 設 が

整い 、暮 らし

やすい生活都

市 

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

子どもやお年

寄り、障がい

者などにやさ

しい福祉都市

3 位 

39.7  37.9  41.3 43.1 40.5 45.4  37.5  46.7 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

都 市 施 設 が

整い 、 暮らし

やすい生活都

市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市 

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 
4 位 

34.6  34.5  37.5 38.4 40.4 33.4  37.5  36.7 

観光客などの

訪れる魅力あ

る観光都市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

交 通 事 故 や

犯罪並びに公

害、災害のな

い安全・安心

な都市 

都 市 施 設 が

整い 、 暮らし

やすい生活都

市 

自然環境を保

護し、公園や

街路樹などの

緑豊かな都市
5 位 

32.7  31.0  36.8 34.7 36.8 33.3  37.5  30.0 

 
選択した項目全てを地域別にみると、西部地域・北部地域・中部地域・中央市街地・南

部地域・東部地域・都祁地域では、「文化財を保護し、歴史の風格を保有する歴史都市」が

最も高くなっている。 

「交通事故や犯罪並びに公害、災害のない安全・安心な都市」は月ヶ瀬地域で 62.5％と

最も高く、都祁地域においても２位で 50.0％となっている。（表 1-1-2） 
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51.9

44.4

41.8

39.9

31.0

28.2

27.7

25.6

23.6

17.8

16.9

16.0

12.7

12.5

12.3

10.6

9.8

9.0

7.9

5.8

5.1

4.8

4.7

4.4

4.4

2.8

0.4

1.0

0 10 20 30 40 50 60

文化財や歴史的資源の保護・保全

高齢者・児童・障がい者・低所得者福祉の充実

緑や自然環境の保全

保健・医療体制の充実

幹線道路や生活道路・歩道などの整備

観光客誘致のための対策

調和のとれた都市的美観・景観の向上

防犯・防災体制の充実

物価対策など消費生活の安定向上

学校教育の充実と施設整備

中小企業の育成や商店街の活性化

バスや鉄道の公共交通機関の整備

大気汚染・騒音等の公害防止

地場産業の振興や農林業の保護育成

駐車場・駐輪場の充実・整備

交通安全対策

青少年の健全育成

文化・スポーツの充実・振興

機能的土地利用による市街地整備

外国との活発な交流事業

生涯学習の充実と施設整備

住宅の供給と住環境の整備

コミュニティ活動の促進と施設整備

国際会議のできる施設の整備

下水道の整備と普及促進

その他

わからない

無回答

(%)

１－２ 将来像の実現のために重点を置くべき施策 

問２ それでは、あなたの考えられる奈良市の将来像の実現のために、行政施策として

重点を置いて実施していくべきだとお考えになるのはどれでしょうか。 

(あてはまるもの５つ以内に○) 
 

図 1-2（将来像の実現のために重点を置くべき施策 5 つ以内で複数回答）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
奈良市の将来像の実現のために、行政施策として重点を置いて実施していくべきだと思

う項目では、「文化財や歴史的資源の保護・保全」が 51.9％と最も高く、次いで「高齢者・

児童・障がい者・低所得者福祉の充実（44.4％）」、「緑や自然環境の保全（41.8％）」の順

となっている。（図 1-2） 
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表 1-2-1（年齢別 将来像の実現のために重点を置くべき施策 5 つ以内で複数回答）【単位：％】 

 
20～29 歳 

（n=187） 

30～39 歳 

（n=281） 

40～49 歳 

（n=309） 

50～59 歳 

（n=388） 

60～69 歳 

（n=435） 

70 歳以上 

（n=367） 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 
1 位 

47.1  52.3  50.8 50.8 52.9  56.4 

緑や自然環境の保

全 

緑や自然環境の保

全 

保健・医療体制の

充実 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 

文化財や歴史的資

源の保護・保全 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 
2 位 

41.2  44.5  37.5 45.4 52.2  51.5 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 

保健・医療体制の

充実 

緑や自然環境の保

全 

緑や自然環境の保

全 

緑や自然環境の保

全 

保健・医療体制の

充実 
3 位 

35.8  38.8  36.6 44.6 46.0  43.6 

観光客誘致のため

の対策 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 

高齢者・児童・障が

い者・低所得者福

祉の充実 

保健・医療体制の

充実 

保健・医療体制の

充実 

緑や自然環境の保

全 
4 位 

35.3  37.7  34.3 41.5 40.5  36.2 

保健・医療体制の

充実 

防犯・防災体制の

充実 

幹線道路や生活道

路・歩道などの整備

幹線道路や生活道

路・歩道などの整備

調和のとれた都市

的美観・景観の向

上 

幹線道路や生活道

路・歩道などの整備
5 位 

34.8  29.9  33.0 33.2 31.5  31.6 

 
年齢別にみると、20～59 歳・70 歳以上では「文化財や歴史的資源の保護・保全」が最も

高くなっており、特に 70 歳以上では 56.4％と高い割合になっている。 

「高齢者・児童・障がい者・低所得者福祉の充実」は、60～69 歳では 52.9％で最も高く

なっており、50～59 歳・70 歳以上でも５割前後と高い。（表 1-2-1） 

 

表 1-2-2 地域別 将来像の実現のために重点を置くべき施策 5 つ以内で複数回答）【単位：％】 

 
西部地域 

（n=861） 

北部地域 

（n=145） 

中部地域 

（n=133） 

中央市街地

（n=513） 

南部地域 

（n=136） 

東部地域 

（n=33） 

月ヶ瀬地域 

（n=8） 

都祁地域 

（n=30） 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

保健・医療体

制の充実 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

保健・医療体

制の充実 

保健・医療体

制の充実 

1 位 

55.4  61.4  48.1 48.3 50.0 57.6  50.0  46.7 

緑 や 自 然 環

境の保全 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

幹 線 道 路 や

生活道路・歩

道などの整備 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

2 位 

47.0  44.1  47.4 44.4 42.6 54.5  37.5  46.7 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

緑 や 自 然 環

境の保全 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

緑 や 自 然 環

境の保全 

保健・医療体

制の充実 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

幹 線 道 路 や

生活道路・歩

道などの整備 

文 化 財 や 歴

史 的 資 源 の

保護・保全 3 位 

43.6  38.6  46.6 41.3 40.4 45.5  37.5  43.3 

保健・医療体

制の充実 

保健・医療体

制の充実 

緑 や 自 然 環

境の保全 

保健・医療体

制の充実 

物価対策など

消 費 生 活 の

安定向上 

保健・医療体

制の充実 

高 齢 者 ・ 児

童・障がい者・

低 所 得 者 福

祉の充実 

緑 や 自 然 環

境の保全 

4 位 

41.3  37.9  36.1 36.3 33.1 39.4  37.5  36.7 

幹 線 道 路 や

生活道路・歩

道などの整備 

観 光 客 誘 致

のための対策 

物価対策など

消 費 生 活 の

安定向上 

観 光 客 誘 致

のための対策

幹 線 道 路 や

生活道路・歩

道などの整備

地 場 産 業 の

振 興 や 農 林

業 の 保 護 育

成 

観 光 客 誘 致

のための対策 

地 場 産 業 の

振 興 や 農 林

業 の 保 護 育

成 

5 位 

30.5  29.7  31.6 33.1 32.4 39.4  37.5  36.7 
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地域別にみると、西部地域・北部地域・中央市街地・東部地域・は「文化財や歴史的資

源の保護・保全」、南部地域は「高齢者・児童・障がい者・低所得者福祉の充実」の施策へ

の要望が最も高い。また、中部地域・月ヶ瀬地域・都祁地域は「保健・医療体制の充実」

が約５割で他の地域と比べて高くなっている。 

「幹線道路や生活道路・歩道などの整備」は、東部地域と月ヶ瀬地域で高く、特に東部

地域では５割を超えている。（表 1-2-2） 
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33.5

45.7

10.7

13.9

19.1

34.8

55.6

80.1

65.1

52.5

86.6

84.7

80.6

63.9

43.2

16.6 3.3

1.1

1.3

0.3

1.4

2.7

1.9

1.3

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

男性

（n=895）

女性

（n=1,075）

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

利用していない 利用している 無回答

利用して

いない

40.3%
利用して

いる

58.0%

無回答

1.7%

２．情報化について 

２－１ インターネットの利用状況 

問３ あなたは、インターネットを利用していますか。(１つ選択) 

 
図 2-1（インターネットの利用状況）【n=1,980】 

 
 
インターネットを「利用している」は

58.0％で半数を超えており、「利用していな

い」は 40.3％となっている。（図 2-1） 

 
 
 
 
 
 

図 2-1-1（性・年齢別 インターネットの利用状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
性別にみると、「利用している」が男性は 65.1％、女性は 52.5％で男性の方がやや高い。 

年齢別にみると、年齢が高くなるほど「利用していない」の割合が高くなっており、60

～69 歳では５割強、さらに 70 歳以上になると８割を占めている。（図 2-1-1） 
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36.8

32.4

43.5

52.2

51.5

75.0

46.7

61.7

66.9

55.6

54.8

47.1

48.5

25.0

46.7

43.6 0.8

1.5

0.7

1.8

0.7

6.7

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

西部地域

（n=861）

北部地域

（n=145）

中部地域

（n=133）

中央市街地

（n=513）
南部地域

(n=136）

東部地域

（n=33）

月ヶ瀬地域

（n=8）

都祁地域

（n=30）

利用していない 利用している 無回答

25.7 23.0 12.5 7.0 6.3 4.4 7.3 4.6 9.2

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

利便性や必要性を感じないから

利用の仕方がわからないから

パソコンや携帯電話をもっていないから

自宅で利用できる環境が整っていないから

情報漏えいや子どもへの影響、トラブル、犯罪などが心配だから

お金がかかるから

インターネットを知らない

その他

無回答

図 2-1-2（地域別 インターネットの利用状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、西部地域と北部地域で「利用している」が６割を超えている。月ヶ瀬

地域は「利用していない」が４人に３人の割合となっており、未利用者が多い。（図 2-1-2） 

 

 

２－２ インターネットを利用しない理由 

問３-１ 「１．利用していない」と回答された方に伺います。インターネットを

利用していない理由は何ですか。(１つ選択) 

 
図 2-2（インターネットを利用しない理由）【n=797】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「インターネットを利用しない」に回答した人にその理由を尋ねたところ、「利便性や必

要性を感じないから」が 25.7％で最も高くなっている。次いで「利用の仕方がわからない

から（23.0％）」、「パソコンや携帯電話をもっていないから（12.5％）」の順となっている。

（図 2-2） 
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20.0

10.3

28.9

31.4

25.9

10.0

20.5

16.9

23.7

21.9

25.5

10.0

15.4

13.6

5.9

9.1

3.4

15.0

2.6

11.9

5.9

7.0

4.4

10.0

10.3

8.5

4.4

3.7

3.1

5.1

5.0

10.0

5.1

6.8

6.7

2.9

4.4

15.0

10.3

12.6

7.0

7.1

8.5 15.3

10.0

20.5

7.4

12.0

13.9 12.2

4.4

18.6

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

20～29歳

（n=20）

30～39歳

（n=39）

40～49歳

（n=59）

50～59歳

（n=135)

60～69歳

（n=242）

70歳以上

（n=294）

利便性や必要性を感じないから
利用の仕方がわからないから
パソコンや携帯電話をもっていないから
自宅で利用できる環境が整っていないから
情報漏えいや子どもへの影響、トラブル、犯罪などが心配だから
お金がかかるから
インターネットを知らない
その他
無回答

無回答

7.0%

利用し

たい

27.6%

利用し

たくない

33.0%

わから

ない

32.4%

図 2-2-1（年齢別 インターネットを利用しない理由）【n=797】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、70 歳以上では、「利便性や必要性を感じないから」と「利用の仕方がわ

からないから」がほぼ同率でそれぞれ４人に１人の割合となっている。「パソコンや携帯電

話をもっていないから」が 30～39 歳で２割、60 歳以上で１割を超えている。（図 2-2-1） 

 

 

２－３ インターネットの利用意向 

問３-１-１ 今後、インターネットを利用したいと思いますか。(１つ選択) 

 
図 2-3（インターネットの利用意向）【n=797】 

 

 

 

 

今後のインターネットの利用意向については、

「利用したくない」が 33.0％で最も高く、次い

で「わからない」が 32.4％、「利用したい」が

27.6％の順となっている。 
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50.0

53.8

40.7

26.4

14.6

5.0

7.7

8.5

16.3

33.9

49.7

15.0

13.6

10.4

6.6

4.4

45.8

31.3

33.1

32.6

35.9

30.0

32.2

2.6

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

20～29歳

（n=20）

30～39歳

（n=39）

40～49歳

（n=59）

50～59歳

（n=135)

60～69歳

（n=242）

70歳以上

（n=294）

利用したい 利用したくない わからない 無回答

89.7

39.2

32.5

2.5

0.7

0.3

2.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

自宅のパソコン

職場や学校のパソコン

携帯電話などで利用している

ネットカフェなどの民間施設

公民館などの公共施設

その他

無回答

(%)

図 2-3-1（年齢別 インターネットの利用意向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、60 歳未満では「利用したい」が４～５割、60 歳以上では「利用したく

ない」が３割～５割となっており、年齢が高くなるにつれて利用意向が低くなっている。（図

2-3-1） 

 

 

２－４ インターネットを利用する場所 

問３-２ 「２．利用している」と回答された方に伺います。インターネットを主

に利用する場所はどこですか。（あてはまるもの３つ以内に○） 

 
図 2-4（インターネットを利用する場所）【n=1,149】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
インターネットを利用していると回答した人に、利用する場所を尋ねたところ、「自宅の

パソコン」が 89.7％で最も高く、次いで「職場や学校のパソコン（39.2％）」、「携帯電話な

どで利用している（32.5％）」の順となっている。（図 2-4） 



２９ 

図 2-4-1（年齢別 インターネットを利用する場所） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、60 歳以上では「自宅のパソコン」が 96％と割合が高い。「携帯電話な

どで利用している」は、年代が低いほど利用率が高く、20～29 歳で５割を超えている。（図

2-4-1） 

 

46.9

7.4

1.2

0.6

4.9

84.9

43.7

5.5

0.8

0.4

4.2

90.4

46.2

30.9

0.8

0.4

2.8

90.3

45.6

26.2

0.8

1.6

20.7

12.8

1.6

0.5

0.5

13.1

13.1

1.6

58.0

84.6

41.2

96.3

96.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(%)

20～29歳（n=162）

30～39歳（n=238）

40～49歳（n=249）

50～59歳（n=248）

60～69歳（n=188）

70歳以上（n=61）

自宅のパソコン

職場や学校のパソコン

携帯電話などで利用している

ネットカフェなどの民間施設

公民館などの公共施設

その他

無回答
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２－５ 市のホームページの認知度 

問４ 奈良市のホームページを見たことがありますか。(１つ選択) 

 
図 2-5（市のホームページの認知度）【n=1,980】 

 

 

 

 

市のホームページについて「見たこと

はないが、あることは知っている」が

45.8％で最も高く、次いで「見たことが

ある」が 29.1％で 74.9％の人に認知され

ている。その一方で、「奈良市のホームペ

ージがあることを知らなかった」は

19.1％となっている。（図 2-5） 

 

 

 

 

表 2-5-1（平成 13 年度調査結果 市のホームページの認知度） 

 
 全

体 
見
た
こ
と
が
あ
る 

見
た
こ
と
は
な
い
が
、
市
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ
る
の
は
知
っ

て
い
る 

奈
良
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
あ

る
の
を
知
ら
な
か
っ
た 

無
回
答 

749 180 325 241 3 
全体 

100.0 24.0 43.4 32.2 0.4 

 
平成 13 年度「奈良市政についての世論調査」と比較すると、「見たことがある」は 5.1

ポイント、「見たことはないが、あることは知っている」は 2.4 ポイント前回調査を上回っ

ている。「奈良市のホームページがあることを知らなかった」は 13.1 ポイント前回調査よ

り下回っている。（表 2-5-1） 

無回答

6.1%

見たことが

ある

29.1%

見たことは

ないが、あ

ることは

知っている

45.8%

奈良市の

ホームページがある

ことを知らなかった

19.1%
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36.9

49.1

28.9

18.2

11.2

41.7

34.2

37.9

49.2

53.1

50.4

44.3 16.8

18.7

13.9

18.3

18.2

27.5 10.9

10.6

3.6

1.0

2.8

2.7

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

見たことがある 見たことはないが、あることは知っている

奈良市のホームページがあることを知らなかった 無回答

42.0

32.1

39.1

38.4

26.7

32.8

26.9

31.4

11.8

18.8

13.4

14.2

10.4

6.9

10.8

8.5
1.9

3.8

4.2

3.3

5.6

6.1

5.2

5.7

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

情報の充実度・情報の量

知りたい情報の探しやすさ

見た目（デザイン性）の良さ

全体的な満足度

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満 わからない 無回答

図 2-5-2（年齢別 市のホームページの認知度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、30～49 歳では、「見たことがある」が５割近く、50 歳以上では「見た

ことはないが、あることは知っている」が５割前後で最も高くなっている。（図 2-5-2） 

 
２－６ 市のホームページの満足度 

問４-１ 「１．見たことがある」と回答された方に伺います。奈良市のホームペ

ージの各項目の満足度をお答えください。(各項目１つ選択) 

 
図 2-6（市のホームページの満足度）【n=576】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市のホームページを見たことがある人に、それぞれ満足度を尋ねたところ、『情報の充実

度・情報の量』と『見た目（デザイン性）の良さ』は、「満足」と「どちらかといえば満足」

の合計が４割強で満足度が高くなっている。 

一方、『知りたい情報の探しやすさ』と『全体的な満足度』では、「どちらかといえば不

満」と「不満」の合計が５割前後となっており、満足度より不満度が高くなっている。（図

2-6） 



３２ 

5.3

8.2

3.9

27.3

33.8

38.8

39.9

44.8

34.9

1.4

2.1

5.2

47.4

45.3

52.1

55.2

64.2

54.7

3.2

2.8

1.3

4.1

7.8

16.3

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

利用したことがある 知っているが、利用したことはない 電子申請を知らない 無回答

２－７ 奈良電子自治体共同運営ポータルサイトの利用度 

問５ インターネットから申請・届出やイベント申込、施設予約ができる奈良電子自治

体共同運営ポータルサイト（電子申請）を利用したことがありますか。 

(１つ選択) 
 

図 2-7（奈良電子自治体共同運営ポータルサイトの利用度）【n=1,980】 

 

 

 

奈良電子自治体共同運営ポータルサイト

について、「電子申請を知らない」が 51.5％

で最も高く、「知っているが、利用したこと

はない（37.7％）」と合計すると 89.2％の

人が未利用となっている。「利用したことが

ある」は 4.0％にとどまっている。（図 2-7） 

 

 

 

 

 

図 2-7-1 （年齢別 奈良電子自治体共同運営ポータルサイトの利用度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20～29 歳は「電子申請を知らない」が 64.2％と他の年齢層と比べて認

知度が低い。（図 2-7-1） 

電子申請

を知らな

い

51.5%

知ってい

るが、利

用したこ

とはない

37.7%

利用した

ことがあ

る

4.0%

無回答

6.8%
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67.9

44.8

27.8

21.5

15.4

9.7

8.9

4.0

3.9

12.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

欲しい情報が欲しい時に得られるようになる

自宅でイベント予約や品物の売買ができる

いろいろな手続きが簡単にできる

だれでも簡単にパソコンが使えるようになる

コミュニケーションが簡単にとれるようになる

情報の発信ができるようになる

情報通信の費用が安くなる

個人の意見を簡単に行政に伝えることができる

その他

無回答

(%)

２－８ 生活の情報化について 

問６ 自分の生活で情報化が進んだと感じるのはどのような時ですか。 

（あてはまるもの３つ以内に○） 

 
図 2-8（生活の情報化が進んだと感じること）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生活の情報化が進んだと感じるのは、「欲しい情報が欲しい時に得られるようになる」が

67.9％で最も高く、次いで「自宅でイベント予約や品物の売買ができる（44.8％）」、「いろ

いろな手続きが簡単にできる（27.8％）」、「だれでも簡単にパソコンが使えるようになる

（21.5％）」の順となっている。（図 2-8） 
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図 2-8-1（年齢別 生活の情報化が進んだと感じること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20～59 歳は「欲しい情報が欲しい時に得られるようになる」が約８割

と他の年齢層よりも割合が高い。とりわけ 20～39 歳は「自宅でイベント予約や品物の売買

ができる」が約６割、「いろいろな手続きが簡単にできる」が３割強となっており、情報化

が進んだと感じている割合が高くなっている。また、20～29 歳は「コミュニケーションが

簡単にとれるようになる」が 24.6％となっている。（図 2-8-1） 

58.3

19.8

35.3

24.6

11.2

8.0

3.2

0.5

2.1

79.7

60.9

18.5

34.5

17.4

10.0

8.2

1.4

2.1

3.9

83.5

54.0

22.7

27.5

18.4

9.1

12.6

2.9

1.3

2.3

76.5

46.6

27.3

23.7

14.2

11.1

10.1

4.6

2.8

6.4

62.5

38.2

23.4

28.0

13.8

11.3

9.0

4.1

4.1

16.8

37.1

24.5

15.8

23.7

10.4

6.3

6.0

6.5

10.1

32.4

82.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(%)

20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

欲しい情報が欲しい時に得られるようになる

自宅でイベント予約や品物の売買ができる

だれでも簡単にパソコンが使えるようになる

コミュニケーションが簡単にとれるようになる

いろいろな手続きが簡単にできる

情報の発信ができるようになる

情報通信の費用が安くなる

個人の意見を簡単に行政に伝えることができる

その他

無回答



３５ 

67.1

35.2

32.1

31.8

30.8

30.6

20.6

2.6

5.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

個人情報保護・セキュリティ対策

観光情報の発信

地域産業・商店街などの情報発信

パソコンの操作が苦手な人への支援

子どもたちへの教育

市民との積極的な情報交換

公共施設への情報端末（キヨスク端末）の設置促進

その他

無回答

(%)

２－９ 情報化を進めるにあたり重点を置くべきこと 

問７ これからの情報化社会に向けて、奈良市が情報化を進めるにあたり、どのような

ことに重点をおいて取り組んでいけばよいと思いますか。 

（あてはまるもの３つに○） 

 
図 2-9（情報化を進めるにあたり重点を置くべきこと）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市が情報化を進めるにあたり、重点をおいて取り組んでいけばよいと思うことは、「個人

情報保護・セキュリティ対策」が 67.1％で最も高く、次いで「観光情報の発信（35.2％）」、

「地域産業・商店街などの情報発信（32.1％）」、「パソコンの操作が苦手な人への支援

（31.8％）、「子どもたちへの教育（30.8％）」、「市民との積極的な情報交換（30.6％）」が

３割台で続いている。（図 2-9） 
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図 2-9-1（年齢別 情報化を進めるにあたり重点を置くべきこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20～29 歳は「観光情報の発信」、30～49 歳は「子どもたちへの教育」、

70 歳以上は「パソコンの操作が苦手な人への支援」がそれぞれ約４割と他の年齢層よりも

割合が高くなっている。（図 2-9-1） 

44.4

34.8

30.5

33.2

22.5

26.7

2.1

72.2

37.7

33.8

20.3

42.0

25.3

21.0

2.8

1.8

72.5

35.6

37.2

22.7

40.5

30.4

23.0

3.6

1.0

70.4

41.8

36.6

31.4

25.0

32.0

21.1

2.3

2.1

69.7

34.0

28.5

37.5

26.7

35.2

17.5

2.5

6.4

50.7

23.7

25.3

42.5

23.4

32.7

18.8

2.5

13.9

72.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(%)

20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

個人情報保護・セキュリティ対策

観光情報の発信

地域産業・商店街などの情報発信

パソコンの操作が苦手な人への支援

子どもたちへの教育

市民との積極的な情報交換

公共施設への情報端末（キヨスク端末）の設置促進

その他

無回答
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55.2 28.3 11.2 2.9

0.4

2.1

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

すでに視聴している

まだ、視聴していないが、近いうちにテレビを買い換えるなど視聴
を始める
まったく対応の予定がない

視聴はしない

地上デジタルテレビ放送のことを知らなかった

無回答

２－１０ 地上デジタル放送の視聴状況 

問８ 国では、テレビ放送のデジタル化への移行を行っており、2011 年 7 月 24 日まで

に現行のアナログテレビ放送が終了します。あなたは、地上デジタル放送（地デ

ジ）対応テレビやチューナーなどで地上デジタルテレビ放送を視聴していますか。

(１つ選択) 

 
図 2-10（地上デジタル放送の視聴状況）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地上デジタル放送を「すでに視聴している」が 55.2％で最も高く、次いで「まだ、視聴

していないが、近いうちにテレビを買い換えるなど視聴を始める（28.3％）」、「まったく対

応の予定がない（11.2％）」の順となっている。（図 2-10） 
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34.5

58.0

53.8

55.8

33.9

27.1

28.1

27.6

26.9

6.7

3.1

2.1

3.2

1.9

57.6

9.6

12.2

9.8

21.8

10.3

0.6

0.4

0.2

0.6

5.8

2.6

1.5

1.8

2.4

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

単身（ひとりぐらし）

（n=165）

夫婦のみ

（n=550）

二世代世帯

（本人と子または親）

（n=1,042）
三世代世帯

（親と子と孫）

（n=156）

その他

（n=52）

すでに視聴している
まだ、視聴していないが、近いうちにテレビを買い換えるなど視聴を始める
まったく対応の予定がない
視聴はしない

地上デジタルテレビ放送のことを知らなかった
無回答

59.8

57.2

51.9

44.9

42.4

25.0

50.0

26.9

26.2

31.6

27.1

33.8

51.5

75.0

30.0

1.9

2.1

2.3

5.5

2.9

6.7 3.3 3.3

51.1 13.5

9.8

12.4

12.7

16.2

6.7

0.1

0.7

0.8

0.2

3.0

1.5

1.4

0.8

2.7

2.2

3.0

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

西部地域

（n=861）

北部地域

（n=145）
中部地域

（n=133）

中央市街地

（n=513）

南部地域

(n=136）

東部地域

（n=33）
月ヶ瀬地域

（n=8）

都祁地域

（n=30）

すでに視聴している

まだ、視聴していないが、近いうちにテレビを買い換えるなど視聴を始める
まったく対応の予定がない

視聴はしない
地上デジタルテレビ放送のことを知らなかった

無回答

図 2-10-1（家族構成別 地上デジタル放送の視聴状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

家族構成別にみると、単身（ひとりぐらし）は「まったく対応の予定がない」が 21.8％

となっている。（図 2-10-1） 

 

図 2-10-2（地域別 地上デジタル放送の視聴状況） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、南部地域、東部地域、月ヶ瀬地域において「すでに視聴している」の

割合が５割以下であり、他の地域と比べて低い。（図 2-10-2） 
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57.2

57.7

65.5

63.7

81.2

42.2

42.3

38.2

33.2

34.9

18.3

60.5

0.5

1.4

1.3

0.5

1.3

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

持っている 持っていない 無回答

３．墓地について 

３－１ 墓地の保有状況 

問９ あなた（あなたの家族）は、墓地をお持ちですか。(１つ選択) 

 
図 3-1（墓地の保有状況）【n=1,980】 

 

 

 

 

墓地の保有状況は、「持っている」が 65.3％、

「持っていない」が 33.7％となっている。（図

3-1） 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1-1（年齢別 墓地の保有状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20～39 歳は「持っていない」が４割強で他の年齢層よりも割合が高い。

70 歳以上では「持っている」が８割強を占めている。（図 3-1-1） 

無回答

1.0%

持ってい

ない

33.7%
持っている

65.3%
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63.9

55.9

66.9

69.1

93.9

87.5

73.3

35.8

43.4

34.6

31.6

30.1

3.0

12.5

23.3

63.9
1.5

0.3

0.7

1.6

0.7

3.0

3.3

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

西部地域

（n=861）

北部地域

（n=145）

中部地域

（n=133）

中央市街地

（n=513）

南部地域

(n=136）

東部地域

（n=33）

月ヶ瀬地域

（n=8）

都祁地域

（n=30）

持っている 持っていない 無回答

65.5

65.3

87.2

65.4

33.9

34.0

37.0

12.2

32.7

61.9
1.1

0.6

0.7

0.6

1.9

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

単身（ひとりぐらし）

（n=165）

夫婦のみ

（n=550）

二世代世帯

（本人と子または親）

（n=1,042）

三世代世帯

（親と子と孫）

（n=156）

その他

（n=52）

持っている 持っていない 無回答

図 3-1-2（家族構成別 墓地の保有状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成別にみると、三世代世帯（親と子と孫）では「持っている」が 87.2％と高くな

っている。（図 3-1-2） 

 
図 3-1-3（地域別 墓地の保有状況） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、北部地域では「持っていない」が 43.4％、東部地域と月ヶ瀬地域では

「持っている」が９割前後となっている。（図 3-1-3） 



４１ 

6.4

30.2

54.6

24.3

22.116.9

43.9
1.6

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

持っている

（n=1,292）

持っていない

（n=668）

持ちたい 持つつもりはない わからない 無回答

無回答

15.7%

持ちたい

14.6%

持つつも

りはない

43.9%

わからな

い

25.9%

３－２ 墓地の保有意向 

問１０ あなたは、将来新しく墓地を持ちたいと思いますか。(１つ選択) 

 
図 3-2（墓地の保有意向）【n=1,980】 

 

 

 

 

墓地の保有意向については、「持つつもりは

ない」が 43.9％で最も高く、次いで「わからな

い（25.9％）」、「持ちたい（14.6％）」の順とな

っている。（図 3-2） 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1（墓地の保有状況別 墓地の保有意向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墓地の保有状況別にみると、墓地を持っている人は「持つつもりはない」が 54.6％で最

も高い。墓地を持っていない人は「わからない」が 43.9％で最も高く、次に「持ちたい」

が 30.2％となっている。（図 3-2-1） 



４２ 

4.6

4.3

11.8

6.4

13.8

20.0

35.3

10.0

12.2

12.8

21.5

21.4

8.8

10.0

14.6

21.3

10.8

2.9

70.7

55.3

49.2

50.0

41.2

2.1

3.3
76.7

2.4

2.1

1.4

2.9

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

20～29歳

（n=30）

30～39歳

（n=41）

40～49歳

（n=47）

50～59歳

（n=65)

60～69歳

（n=70）

70歳以上

（n=34）

今すぐ必要 ５年以内くらい １０年以内くらい

２０年以内くらい 未定 無回答

4.2 13.5 16.3 9.7 55.0
1.4

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

今すぐ必要 ５年以内くらい １０年以内くらい

２０年以内くらい 未定 無回答

３－３ 墓地を保有したいと思う時期 

問 10-1  その時期はいつごろですか。(１つ選択) 

 
図 3-3（墓地を保有したいと思う時期）【n=289】 

 
 
 
 
 
 
 
 
保有したい時期は「未定」が 55.0％で最も高い割合となっている。次いで「１０年以内

くらい（16.3％）」、「５年以内くらい（13.5％）」「２０年以内くらい（9.7％）」の順となっ

ている。（図 3-3） 

 

図 3-3-1（年齢別 墓地を保有したいと思う時期） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、20～39 歳は「未定」が７割台で最も高い。70 歳以上では「今すぐ必要」

が 11.8％、「５年以内くらい」が 35.3％で他の年齢層と比べて保有したい時期が早い。（図

3-3-1） 
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59.9

52.9

36.3

18.0

14.9

2.8

1.4

1.7

0 10 20 30 40 50 60 70

使用料や管理料の金額

自宅からの距離

交通の便

自然環境

管理運営主体

使用区画面積

その他

無回答

(%)

30.0

30.0

20.0

3.3

17.1

4.9

66.0

14.9

21.3

4.3

4.3

72.3

46.2

13.8

3.1

52.9

41.4

4.3

61.8

47.1

2.9

2.9

3.3

53.3

43.3

24.4

2.4

4.9

56.1

65.9

27.7

48.9

1.5

9.2

44.6

14.3

21.4

57.1

17.6

41.2

23.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(%)

20～29歳（n=30）

30～39歳（n=41）

40～49歳（n=47）

50～59歳（n=65）

60～69歳（n=70）

70歳以上（n=34）

使用料や管理料の金額

自宅からの距離

交通の便

自然環境

管理運営主体

使用区画面積

その他

無回答

３－４ 墓地を求めるうえで重要視する点 

問 10-2  あなたは、墓地を求めるうえで重要視する点は何ですか。 

 
図 3-4（墓地を求めるうえで重要視する点）【n=289】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

重視する点は、「使用料や管理料の金額」が 59.9％で最も高く、次いで「自宅からの距離

（52.9％）」、「交通の便（36.3％）」の順となっている。（図 3-4） 

 
図 3-4-1（年齢別 墓地を求めるうえで重要視する点） 
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33.3

24.4

27.7

50.8

61.4

67.6

13.3

12.2

17.0

15.7

11.8

4.3

3.1

2.4

2.9

53.7

34.0

36.9

18.6

14.7

4.9

8.5 6.4

4.64.6

1.4

2.1

6.7 40.0 6.7

2.9

2.9

2.4

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

20～29歳

（n=30）

30～39歳

（n=41）

40～49歳

（n=47）

50～59歳

（n=65)

60～69歳

（n=70）

70歳以上

（n=34）

市営墓地 社寺などが直接管理する墓地

宗教法人が運営する墓地 集落の墓地

種類にこだわらない その他

無回答

46.4 12.1

1.4

2.1 31.8 2.8

3.5

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

市営墓地 社寺などが直接管理する墓地

宗教法人が運営する墓地 集落の墓地

種類にこだわらない その他

無回答

年齢別にみると、40～49 歳は「自宅からの距離」が 66.0％で最も高い。また、50～59 歳

では「使用料や管理料の金額」が 72.3％となっており、他の年齢層よりも割合が高い。（図

3-4-1） 

 

 

３－５ 希望する墓地の種類 

問 10-3  あなたは、どのような種類の墓地を希望しますか。(１つ選択) 

 
図 3-5（希望する墓地の種類）【n=289】 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

希望する墓地の種類は、「市営墓地」が 46.4％で最も高く、次いで「種類にこだわらない

（31.8％）」、「社寺などが直接管理する墓地（12.1％）」の順となっている。（図 3-5） 

 
図 3-5-1（年齢別 希望する墓地の種類） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、20～49 歳は「種類にこだわらない」が３～５割で最も高いが、50 歳以

上では「市営墓地」が５割以上となっている。（図 3-5-1） 



４５ 

３－６ 市営墓地を希望する理由 

問 10-3-1 あなたが、市営墓地を希望する理由は何ですか。(１つ選択) 

 
図 3-6（市営墓地を希望する理由）【n=134】 

 

 

 

 

市営墓地を希望する理由は、「管理運

営が安定している」が 51.5％で最も高

い割合となっており、次いで「使用料

や管理料が安い」が 45.5％となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１１ 墓地について、あなたの自由なご意見をお聞かせください。（自由回答） 

 

 墓地について、795 人（40.2％）の方からご意見やご要望の回答があった。分類すると

次のとおりであり、「墓地を持つことへの考え方について」が 53.2％で最も多かった。 

 

表 墓地についての意見（自由回答） 

大分類 回答数 構成比 
墓地の環境や整備について 232 27.4% 

墓地の管理について 103 12.2% 

墓地を持つことへの考え方について 451 53.2% 

法制度、慣習やしきたりについて 19 2.2% 

その他 42 5.0% 

全体 847 100.0% 
 
※回答者の中には、複数の内容を記述している人もおり、分類の計と回答者数は一致しない。 

使用区画

面積が広

い

0.7% 使用料や

管理料が

安い

45.5%

管理運営

が安定し

ている

51.5%

その他

1.5%

無回答

0.7%
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59.6

48.6

41.8

29.8

7.2

1.5

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70

災害時に避難勧告・指示を市民の皆様に

迅速に伝える施設の整備

災害時に備えての食糧・飲料水などの備蓄の充実

学校や公民館などの避難所施設の耐震化の推進

防災に関する情報提供の充実

地域でなされる防災活動の

リーダー養成講座などの開催

その他

無回答

(%)

４．防災対策について 

４－１ 市が防災対策として力を入れるべきこと 

問１２ 防災対策としては、全ての対策が重要ですが、特に市が力を入れるべきだと思

われる取り組みはどの項目だと思われますか。（あてはまるもの２つ以内に○） 

 
図 4-1（市が防災対策として力を入れるべきこと）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市が防災対策として力を入れるべきことは、「災害時に避難勧告・指示を市民の皆様に迅

速に伝える施設の整備」が 59.6％で最も高く、次いで「災害時に備えての食糧・飲料水な

どの備蓄の充実」（48.6％）、「学校や公民館などの避難所施設の耐震化の推進」（41.8％）

となっている。（図 4-1） 

 



４７ 

51.9

40.6

29.9

8.0

2.1

1.6

55.9

44.5

33.1

5.3

2.1

0.7

56.6

51.1

48.2

24.3

6.5

1.6

1.0

62.6

49.7

34.3

32.2

8.5

2.3

1.5

62.1

39.8

46.9

31.7

7.8

0.7

3.2

62.4

49.9

36.8

26.7

6.8

0.8

3.0

57.8
53.4

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

災害時に避難勧告・指示を市民の皆様に

迅速に伝える施設の整備

災害時に備えての食糧・飲料水などの備蓄の充実

学校や公民館などの避難所施設の耐震化の推進

防災に関する情報提供の充実

地域でなされる防災活動の

リーダー養成講座などの開催

その他

無回答

図 4-1-1（年齢別 市が防災対策として力を入れるべきこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、50 歳代以上は、「災害時に避難勧告・指示を市民の皆様に迅速に伝える

施設の整備」が高くなっており６割を超えている。一方、40 歳代以下は「災害時に備えて

の食糧・飲料水などの備蓄の充実」が５割を超えており、30～39 歳が 55.9％で最も高い。

（図 4-1-1） 
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図 4-1-2（地域別 市が防災対策として力を入れるべきこと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、東部地域では「学校や公民館などの避難所施設の耐震化の推進」が

54.5％と他の地域よりも高くなっている。北部地域と南部地域では、「災害時に備えての

食糧・飲料水などの備蓄の充実」が他の地域よりやや高く５割を超えている。（図 4-1-2） 

 

45.2

7.1

1.6

1.2

53.1

40.7

32.4

4.8

0.7

3.4

57.1

48.1

45.9

30.1

6.8

1.5

49.1

39.2

31.4

8.0

1.8

54.4

30.9

7.4

1.5

1.5

54.5

9.1

6.1

37.5

50.0

25.0

60.0

30.0

26.7

33.3

13.3

3.3

10.0

48.4

28.2

59.2
55.9

0.8
2.1

60.2
62.5

33.8

66.7

33.3

15.2

50.0

0 20 40 60 80
(%)

西部地域（n=861）

北部地域（n=145）

中部地域（n=133）

中央市街地（n=513）

南部地域(n=136）

東部地域（n=33）

月ヶ瀬地域（n=8）

都祁地域（n=30）

災害時に避難勧告・指示を市民の皆様に

迅速に伝える施設の整備

災害時に備えての食糧・飲料水などの備蓄の充実

学校や公民館などの避難所施設の耐震化の推進

防災に関する情報提供の充実

地域でなされる防災活動の

リーダー養成講座などの開催

その他

無回答
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44.3

23.0

22.1

20.3

11.2

4.6

2.3

2.9

25.4

25.1

26.0

4.7

8.7

2.4

2.0

9.1

37.9

0 10 20 30 40 50

特に何もしていない

タンスや本棚などの大きな家具の

転倒防止対策をしている

災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、

緊急連絡先などを家庭や地域で話し合い、確認している

緊急の際すぐに持ち出せるように非常持ち出し品

や水（1日３ℓ３日分）、食糧３日分程度を用意している

地域で防災訓練や講演会などに参加している

住宅の耐震診断や耐震補強をしている

地域内で安否確認、避難、救助、

初期消火などの体制ができている

その他

無回答

(%)

平成21年度（n=1,980）

平成17年度（n=1,727）

４－２ 家庭や地域で行っている防災対策 

問１３ 防災対策として、ご家庭や地域で行っておられる取り組みは、ありますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 
図 4-2（家庭や地域で行っている防災対策）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家庭や地域で行っている防災対策は、「タンスや本棚などの大きな家具の転倒防止対策を

している」（23.0％）、「災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、緊急連絡先など

を家庭や地域で話し合い、確認している」（22.1％）、「緊急の際すぐに持ち出せるように非

常持ち出し品や水（1 日３ℓ３日分）、食糧 3 日分程度を用意している」（20.3％）がほぼ同

率で２割程度である。一方、「特に何もしていない」は 44.3％と４割を超えている。 

平成 17 年度の「奈良市民意識調査」と比較すると、「タンスや本棚などの大きな家具の

転倒防止対策をしている」、「災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、緊急連絡

先などを家庭や地域で話し合い、確認している」、「緊急の際すぐに持ち出せるように非常

持ち出し品や水（1日３ℓ３日分）、食糧 3日分程度を用意している」は前回調査を下回って

おり、「特に何もしていない」は前回調査を 6.4 ポイント上回っている。「地域で防災訓練

や講演会などに参加している」は前回調査を 6.5 ポイント上回っている。(図 4-2) 
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図 4-2-1（年齢別 家庭や地域で行っている防災対策） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、20 歳代は「特に何もしていない」が 56.1％と半数を超えており、他の

年代と比べて防災対策の取り組みは大半の項目で低くなっている。(表 4-2-1) 
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2.9

2.9

1.6
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21.1

23.2
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11.1

5.4

2.1

3.4

40.2

23.2

26.4

22.5

18.4

8.0

4.1

1.8

3.7

45.2

24.8

25.1

21.8

12.8

8.4

6.5

3.3

4.6

56.1

16.0

18.0

0 10 20 30 40 50 60

(%)

20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388)

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

特に何もしていない

タンスや本棚などの大きな家具の

転倒防止対策をしている

災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、

緊急連絡先などを家庭や地域で話し合い、確認している

緊急の際すぐに持ち出せるように非常持ち出し品

や水（1日３ℓ３日分）、食糧３日分程度を用意している

地域で防災訓練や講演会などに参加している

住宅の耐震診断や耐震補強をしている

地域内で安否確認、避難、救助、

初期消火などの体制ができている

その他

無回答



５１ 

図 4-2-2（家族構成別 家庭や地域で行っている防災対策） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家族構成別にみると、三世代世帯は「災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、

緊急連絡先などを家庭や地域で話し合い、確認している」が 32.1％と高く、「特に何もして

いない」が 33.3％と低い。逆に、単身世帯では「特に何もしていない」が 58.8％で６割近

くにのぼる。（図 4-2-2） 
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5.8

5.8

58.8
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(%)

単身（ひとりぐらし）（n=165）

夫婦のみ（n=550）

二世代世帯（本人と子または親）（n=1,042）

三世代世帯（親と子と孫）（n=156）

その他（n=52）

特に何もしていない

タンスや本棚などの大きな家具の

転倒防止対策をしている

災害時の集合場所や避難所、危険箇所、避難経路、

緊急連絡先などを家庭や地域で話し合い、確認している

緊急の際すぐに持ち出せるように非常持ち出し品

や水（1日３ℓ３日分）、食糧３日分程度を用意している

地域で防災訓練や講演会などに参加している

住宅の耐震診断や耐震補強をしている

地域内で安否確認、避難、救助、

初期消火などの体制ができている

その他

無回答
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3.8
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単身（ひとりぐらし）

（n=165）

夫婦のみ

（n=550）

二世代世帯（本人と子または親）

（n=1,042）

三世代世帯（親と子と孫）

（n=156）

その他（n=52）

一戸建て（持ち家）

マンション（持ち家）

一戸建て（賃貸民間）

マンション・アパート（賃貸民間）

マンション・アパート（公営住宅、ＵＲ賃貸住宅・公団住宅、公社住宅）

その他

わからない

無回答

63.4 13.0

2.2

9.7 9.3
1.3

0.1

1.0

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

一戸建て（持ち家）

マンション（持ち家）

一戸建て（賃貸民間）

マンション・アパート（賃貸民間）

マンション・アパート（公営住宅、ＵＲ賃貸住宅・公団住宅、公社住宅）

その他

わからない

無回答

５．住宅用火災警報器の設置について 

５－１ 住宅の形式 

問１４ 住宅用火災警報器の設置状況をお聞きする前にお伺いします。あなたがお住ま

いの住宅の形式はどれになりますか。(１つ選択) 

 
図 5-1（住宅の形式）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お住まいの住宅の形式は、「一戸建て（持ち家）」が６割強を占めている。次いで、「マン

ション（持ち家）」が 13.0％、「マンション・アパート（賃貸民間）」が 9.7％、「マンショ

ン・アパート（公営住宅、ＵＲ賃貸住宅・公団住宅、公社住宅）」が 9.3％、「一戸建て（賃

貸民間）」が 2.2％という状況である。（図 5-1） 

 

図 5-1-1（家族構成別 住宅の形式） 
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100.0
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1.5
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西部地域

（n=861）

北部地域

（n=145）

中部地域

（n=133）

中央市街地

（n=513）

南部地域
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（n=33）

月ヶ瀬地域

（n=8）

都祁地域

（n=30）

一戸建て（持ち家）

マンション（持ち家）
一戸建て（賃貸民間）

マンション・アパート（賃貸民間）

マンション・アパート（公営住宅、ＵＲ賃貸住宅・公団住宅、公社住宅）
その他

わからない
無回答

 
家族構成別にみると、三世代世帯では「一戸建て（持ち家）」が高く９割を占めている。

(図 5-1-1) 

 

図 5-1-2（地域別 住宅の形式） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域別にみると、月ヶ瀬地域、東部地域、中部地域、南部地域では「一戸建て（持ち家）」

が他の地域より高い。(図 5-1-2) 



５４ 

77.0

84.7

87.7

85.8

87.8

83.7

21.9

14.2

12.0

9.9

13.4

12.6

3.0

0.3

1.1

1.5

2.3

1.1

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

知っている 知らない 無回答

無回答

1.9%

知らない

13.2%

知っている

84.9%

５－２ 住宅用火災警報器の義務付けについて 

問１５ 消防法の改正により、住宅火災における死者数の低減を目的として、住宅に住

宅用火災警報器の設置が義務付けられました。あなたは、このことをご存知です

か。(１つ選択) 

 
図 5-2（住宅用火災警報器の義務付けについて）【n=1,980】 

 
 
 
住宅用火災警報器設置が義務付けられ

たことの認知状況をみると、「知っている」

が 84.9％で８割を超えている。一方、１割

強の人は「知らない」と答えている。(図

5-2) 

 
 
 
 
 
 

図 5-2-1（年齢別 住宅用火災警報器の義務付けについて） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、20～29 歳は認知度がやや低く、「知らない」が２割を超えている。（図

5-2-1） 
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中央市街地

（n=513）

南部地域

(n=136）

東部地域

（n=33）

月ヶ瀬地域

（n=8）

都祁地域

（n=30）

知っている 知らない 無回答

設置してい

ない

34.7%

一部に設

置している

19.0%

定められ

た場所す

べてに設

置している

40.8%

わからな

い

3.7%

無回答

1.7%

図 5-2-2（地域別 住宅用火災警報器の義務付けについて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、西部地域は「知っている」が 87.6％で認知度が最も高い。都祁地域と

中部地域は「知らない」が高く、認知度は他の地域よりやや低くなっている。（図 5-2-2） 

 
 
５－３ 住宅用火災警報器の設置状況 

問１６ 住宅用火災警報器の設置場所は、原則として、住宅の各寝室および２階以上に

寝室がある場合は、階段の天井部分となっています。あなたのお住まいの住宅に

は、住宅用火災警報器が設置されていますか。(１つ選択) 

 
図 5-3（住宅用火災警報器の設置状況）【n=1,980】 

 
 
住宅用火災警報器の設置状況を尋ね

ると、「定められた場所すべてに設置し

ている」が 40.8％、「一部に設置してい

る」が 19.0％で、一部設置と合わせても

約６割という状況である。 

一方、「設置していない」は 34.7％で、

３人に１人の家庭では設置されていな

い。（図 5-3） 
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単身（ひとりぐらし）

（n=165）

夫婦のみ

（n=550）

二世代世帯（本人と子または親）

（n=1,042）

三世代世帯（親と子と孫）

（n=156）

その他（n=52）

定められた場所すべてに設置している 一部に設置している

設置していない わからない

無回答
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25.6
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16.7
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63.3
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4.3

3.0

0.7
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0.8
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西部地域（n=861）

北部地域（n=145）

中部地域（n=133）

中央市街地（n=513）

南部地域(n=136）
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都祁地域（n=30）

定められた場所すべてに設置している 一部に設置している

設置していない わからない

無回答

図 5-3-1（家族構成別 住宅用火災警報器の設置状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

家族構成別にみると、単身世帯では「定められた場所すべてに設置している」が高く５

割を占めている。三世代世帯では「設置していない」（41.0％）が他の世帯よりも高い。(図

5-3-1) 

 
図 5-3-2（地域別 住宅用火災警報器の設置状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

地域別では、北部地域と西部地域では「定められた場所すべてに設置している」がやや

高い。月ヶ瀬地域、都祁地域、中部地域では「定められた場所すべてに設置している」と

「一部に設置している」を合わせた割合が低く、「設置していない」が５割を超えている。

(図 5-3-2) 



５７ 

32.9

24.1

9.6

6.6

5.1

4.7

17.5

3.2
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初めから設置されていた

共同購入（自治会、職場など）

家電量販店

ホームセンター

ホームセキュリティ会社

消防設備取扱店

その他

無回答
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5.2
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17.0
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31.7

5.6

3.6

16.5
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15.2

5.1
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27.6
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(%)

20～29歳（n=103）

30～39歳（n=193）

40～49歳（n=185）

50～59歳（n=230）

60～69歳（n=249）

70歳以上（n=217）

初めから設置されていた

共同購入（自治会、職場など）

家電量販店

ホームセンター

ホームセキュリティ会社

消防設備取扱店

その他

無回答

５－４ 住宅用火災警報器の購入場所 

問 16-1 問１６で「１．定められた場所すべてに設置している」「２．一部に設置

している」と答えられた方におたずねします。どこで購入されましたか。

(あてはまるものすべてに○) 

 
図 5-4（住宅用火災警報器の購入場所）【n=1,185】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
問１６で「１．定められた場所すべてに設置している」「２．一部に設置している」と答

えた方に購入場所を尋ねたところ、「初めから設置されていた」が 32.9％で最も高く、次い

で、「共同購入（自治会、職場など）」が 24.1％となっている。（図 5-4） 

 
図 5-4-1（年齢別 住宅用火災警報器の購入場所） 

 
 



５８ 

年齢別にみると、30～39 歳で「初めから設置されていた」（59.6％）が最も高い。60～69

歳では「共同購入（自治会、職場など）」（34.1％）が他の年代より高い。(図 5-4-1) 

 

図 5-4-2（地域別 住宅用火災警報器の購入場所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別にみると、西部地域と中央市街地で「初めから設置されていた」がやや高くなっ

ている。東部地域では「共同購入（自治会、職場など）」（36.8％）が他の地域より高くな

っている。(図 5-4-2) 
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9.0
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(%)
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都祁地域（n=9）

初めから設置されていた

共同購入（自治会、職場など）

家電量販店

ホームセキュリティ会社

その他

無回答

消防設備取扱店

ホームセンター



５９ 

43.6

21.4

16.3

14.8

6.4

11.2

1.7

0 10 20 30 40 50

近々設置を予定している

設置義務を知らなかった

値段が高いから

面倒だから

賃貸や集合住宅など、住宅形態による事情から

その他

無回答

(%)

５－５ 住宅用火災警報器を設置していない理由 

問 16-2 問１６で「３．設置していない」と答えられた方におたずねします。設

置していないのは、どのような理由からですか。 

(あてはまるものすべてに○) 

 

図 5-5（住宅用火災警報器を設置していない理由）【n=688】 

 
 
 
 
 
 
 
 
問１６で「３．設置していない」と答えた方にその理由をたずねると、43.6％の人は「近々

設置を予定している」とのことであった。次いで、「設置義務を知らなかった」が 21.4％、

「値段が高いから」が 16.3％、「面倒だから」が 14.8％となっている。（図 5-5） 

 

図 5-5-1（年齢別 住宅用火災警報器を設置していない理由） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

年齢別にみると、すべての年代で「近々設置を予定している」が最も高いが、20～29 歳

は 27.9％にとどまっている。20～29 歳と 40～49 歳では「面倒だから」が高く２割を超え

ている。(図 5-5-1) 
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賃貸や集合住宅など、住宅形態による事情から

その他
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無回答
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６．火災予防対策について 

６－１ 家庭での消火器の設置状況 

問１７ あなたのご家庭に消火器は備えられていますか。(１つ選択) 

 
図 6-1（家庭での消火器の設置状況）【n=1,980】 

 
 
 
家庭での消火器の設置状況をみると、

「備えている」が 50.9％、「備えていな

い」が 47.7％で、設置している家庭のほ

うがやや高いものの、設置率は５割にと

どまっている。（図 6-1） 

 
 
 
 
 
 

図 6-1-1（家族構成別 家庭での消火器の設置状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家族構成別にみると、三世代世帯と夫婦のみ世帯では「備えている」が「備えていない」

より高く、三世代世帯の設置率は約６割となっている。（図 6-1-1） 



６１ 

46.5

49.7

51.9

52.6

60.3

81.8

87.5

66.7

52.4

48.3

46.6

39.0

18.2

12.5

30.0 3.3

46.0

1.5

2.1

1.4

0.7

1.2

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

西部地域（n=861）

北部地域（n=145）

中部地域（n=133）

中央市街地（n=513）

南部地域(n=136）

東部地域（n=33）

月ヶ瀬地域（n=8）

都祁地域（n=30）

備えている 備えていない 無回答

無回答

1.5%

知らない

18.8%

知っている

79.7%

図 6-1-2（地域別 家庭での消火器の設置状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域別にみると、西部地域以外の地域では「備えている」が「備えていない」を上回っ

ている。東部地域、月ヶ瀬地域では設置率が８割を超えている。（図 6-1-2） 

 

 

６－２ 消火器の使用方法の認知度 

問１８ あなたは、消火器の使用方法を知っていますか。(１つ選択) 

 
図 6-2（消火器の使用方法の認知度）【n=1,980】 

 
 
 
 
消火器の使用方法の認知度をみると、

「知っている」が 79.7％、「知らない」

が 18.8％となっている。約８割の人は使

用方法を知っているが、２割弱の人は使

用方法を知らない状況がみられる。（図

6-2） 
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78.3

78.6

85.7

78.0

89.7

93.9

87.5

80.0

20.6

19.3

13.5

9.6

6.1

12.5

16.7 3.3

20.3

1.2

0.7

1.8

2.1

0.8

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

西部地域（n=861）

北部地域（n=145）

中部地域（n=133）

中央市街地（n=513）

南部地域(n=136）

東部地域（n=33）

月ヶ瀬地域（n=8）

都祁地域（n=30）

知っている 知らない 無回答

76.5

74.4

83.8

80.4

85.7

74.9

23.0

24.9

15.9

12.9

21.5

18.6

3.5

1.0

1.4

0.5

0.7

0.3

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

知っている 知らない 無回答

図 6-2-1（年齢別 消火器の使用方法の認知度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、60～69 歳で「知っている」が最も高く 85.7％である。30 歳代以下は「知

らない」が他の年代よりやや高い。(図 6-2-1) 

 
図 6-2-2（地域別 消火器の使用方法の認知度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域別にみると、東部地域では「知っている」が９割を超えている。西部地域と中央市

街地では「知らない」が 20％を超え、他の地域よりやや低くなっている。(図 6-2-2) 
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60.6

59.3

50.6

38.4

34.9

9.2

8.0

4.9

1.3

0 10 20 30 40 50 60 70

調理中は、その場を離れる時は

必ず火を消すようにしている

台所のコンロの周りを整理整頓している

ガス漏れ警報機を取り付けている

給湯器などの周りに可燃物を

置かないようにしている

コンセントプラグにホコリが

たまらないように定期的に掃除している

特に対策はとっていない

タバコを吸う時に、灰皿に

水を入れて使用している

その他

無回答

(%)

６－３ 家庭での火災予防対策の状況 

問１９ あなたのご家庭では、どのような火災予防対策をとっていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 
図 6-3（家庭での火災予防対策の状況）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家庭での火災予防対策の状況をたずねると、「調理中は、その場を離れる時は必ず火を消

すようにしている」（60.6％）と「台所のコンロの周りを整理整頓している」（59.3％）が

ほぼ同率で高く、約６割の回答となっている。次いで、「ガス漏れ警報機を取り付けている」

が 50.6％である。(図 6-3) 
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図 6-3-1（年齢別 家庭での火災予防対策の状況） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、年代が高くなるにつれ「調理中は、その場を離れる時は必ず火を消す

ようにしている」「台所のコンロの周りを整理整頓している」「給湯器などの周りに可燃物

を置かないようにしている」は高い傾向がみられる。40～49 歳で「ガス漏れ警報機を取り

付けている」が 60.8％と高くなっている。(図 6-3-1) 
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46.0

24.1

27.3

17.1

9.1

3.2

52.7

53.0
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26.7

32.4

11.4

9.3

5.3

0.7
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49.8
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35.6

37.2

8.7

5.8

5.8

1.0

61.9

58.5

56.7

43.0

31.2

7.0

7.5

3.6

0.8

65.5

68.5

46.4

43.2

39.3

8.0

10.6

5.7

0.9

66.5

66.8

46.9

46.6

37.6

7.9

6.3

5.2

1.6

48.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80
(%)

20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

調理中は、その場を離れる時は

必ず火を消すようにしている

台所のコンロの周りを整理整頓している

ガス漏れ警報機を取り付けている

給湯器などの周りに可燃物を

置かないようにしている

コンセントプラグにホコリが

たまらないように定期的に掃除している

特に対策はとっていない

その他

タバコを吸う時に、灰皿に

水を入れて使用している

無回答
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40.9

37.4

35.1

25.1

12.9

2.1

0.7

44.5

30.5

33.9

13.0

2.7

1.5

28.1

0 10 20 30 40 50

お茶やコーヒーなどとして飲んでいる

そのまま飲んでいる

浄水器を利用して飲んでいる

いったん、沸騰させてから飲んでいる

飲んでいない（ペットボトル水などを利用）

その他

無回答

(%)

平成21年度（n=1,980）

平成19年度（n=1,863）

７．水道水の飲用について 

７－１ 水道水の飲用方法 

問２０ あなたは、水道水をどのようにして飲まれていますか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 

図 7-1（水道水の飲用方法）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水道水の飲用方法は、「お茶やコーヒーなどとして飲んでいる」が最も高く 40.9％、次い

で、「そのまま飲んでいる」が 37.4％、「浄水器を利用して飲んでいる」が 35.1％となって

いる。「飲んでいない（ペットボトル水などを利用）」（12.9％）の回答が１割強みられる。 

平成 19 年度の「奈良市民意識調査」と比較すると、「そのまま飲んでいる」は前回調査

を 6.9 ポイント上回っている。（図 7-1） 
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図 7-1-1（年齢別 水道水の飲用方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、60 歳以上では「そのまま飲んでいる」、30～39 歳と 40～49 歳では「浄

水器を利用して飲んでいる」が他の年代より高く４割を超えている。(図 7-1-1) 
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0.5
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20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

お茶やコーヒーなどとして飲んでいる

そのまま飲んでいる

浄水器を利用して飲んでいる

いったん、沸騰させてから飲んでいる

飲んでいない（ペットボトル水などを利用）

その他

無回答
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図 7-1-2（地域別 水道水の飲用方法） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地域別にみると、南部地域では「そのまま飲んでいる」が 48.5％で他の地域より高くな

っている。西部地域では「浄水器を利用している」が他の地域よりやや高い。(図 7-1-2) 
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中央市街地（n=513）

南部地域(n=136）

東部地域（n=33）
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都祁地域（n=30）

お茶やコーヒーなどとして飲んでいる

そのまま飲んでいる
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いったん、沸騰させてから飲んでいる
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56.1

32.1

21.6

12.7

12.0

7.8

8.5

12.5

0 10 20 30 40 50 60

飲料水として飲むため

外出時に飲用として携帯するため

災害時の備蓄用のため

お茶やコーヒーなどとして飲むため

薬を飲む時のため

料理につかうため

その他

無回答

(%)

８．ペットボトル水の利用法等について 

８－１ ミネラルウォーターの購入目的 

問２１ ミネラルウォーター（ペットボトル水）の購入目的は何ですか。 

（あてはまるものすべてに○） 

 
図 8-1（ミネラルウォーターの購入目的）【n=1,980】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ミネラルウォーター（ペットボトル水）の購入目的をみると、「飲料水として飲むため」

（56.1％）と半数以上の人が答えている。次いで、「外出時に飲用として携帯するため」が

32.1％、「災害時の備蓄用のため」が 21.6％となっている。（図 8-1） 

 
図 8-1-1（年齢別 ミネラルウォーターの購入目的） 
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20～29歳（n=187）

30～39歳（n=281）

40～49歳（n=309）

50～59歳（n=388）

60～69歳（n=435）

70歳以上（n=367）

飲料水として飲むため

外出時に飲用として携帯するため

災害時の備蓄用のため

お茶やコーヒーなどとして飲むため

薬を飲む時のため

料理につかうため

その他

無回答
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年齢別にみると、年代が低くなるほど「飲料水として飲むため」は高く、20～29 歳では

約７割にのぼり、70 歳以上と比べると 29.2％も高くなっている。(図 8-1-1) 

 
図 8-1-2（家族構成別 ミネラルウォーターの購入目的） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
家族構成別にみると、二世代世帯では「飲料水として飲むため」が他の年代よりやや高

く 60.1％となっている。（図 8-1-2） 
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12.3

11.0

13.9

22.7

28.0

31.9

87.7

88.6

85.8

70.8

64.6

76.0

0.3

0.4

1.1

1.3

3.5

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

20～29歳

（n=187）

30～39歳

（n=281）

40～49歳

（n=309）

50～59歳

（n=388)

60～69歳

（n=435）

70歳以上

（n=367）

知っていた 知らなかった 無回答

無回答

1.6%

知らな

かった

76.9%

知ってい

た

21.6%

８－２ 水道水の検査基準についての認知度 

問２２ 水道水は、ミネラルウォーター（ペットボトル水）よりも多い検査基準（５０

項目）に適合して供給しています。このことをご存じでしたか。(１つ選択) 

 
図 8-2（水道水の検査基準についての認知度）【n=1,980】 

 
 
 
 
水道水の検査基準についての認知度

をみると、「知っていた」が 21.6％、「知

らなかった」が 76.9％で、認知度は約２

割である。（図 8-2） 

 

 

 

 

 

図 8-2-1（年齢別 水道水の検査基準についての認知度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年齢別にみると、70 歳以上では「知っていた」が 31.9％で認知度は最も高い。年代が低

くなるにつれ、認知度は低くなる傾向である。(図 8-2-1) 
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９．市政への意見・要望 

９－１ 奈良市政について（自由回答） 

問２３ 奈良市政について、日頃お気づきの点やお感じになっている点をお聞かせくだ

さい。（自由回答） 
 
 奈良市政について、1,017 人（51.4％）の方からご意見数 1,479 件のご意見やご要望の

回答があった。分類すると次のとおりであり、「環境・まちづくり」が 31.2％で最も高くな

っている。 

表 奈良市政について（自由回答） 

大分類 中分類 回答数 構成比 
財政 68 4.6  
選挙 4 0.3  
議員 28 1.9  
広報・情報公開 69 4.7  
税金 59 4.0  
その他 157 10.6  

市政 

計 385 26.0  
道路・交通 151 10.2  
ごみ、清掃・美化 63 4.3  
自然・緑化 28 1.9  
景観 34 2.3  
まちづくりのイメージ 67 4.5  
公園 17 1.1  
土地 14 0.9  
上水道・下水道 19 1.3  
自治会活動・コミュニティ 12 0.8  
その他 56 3.8  

環境・まちづくり 

計 461 31.2  
高齢者福祉 45 3.0  
児童福祉 46 3.1  
福祉全般 25 1.7  
医療費・健康保険料 27 1.8  
医療機関 44 3.0  
障がい者福祉 8 0.5  
保健 13 0.9  
生活福祉 21 1.4  

保健・医療・福祉 

計 229 15.5  
生涯学習・スポーツ施設 32 2.2  
学校教育 49 3.3  
その他 20 1.4  

人権・教育・文化 

計 101 6.8  
観光 71 4.8  
商業 15 1.0  
労働 15 1.0  

観光・商業・労働 

計 101 6.8  
防災 22 1.5  
治安の維持・向上 25 1.7  災害・安全 
計 47 3.2  
職員 81 5.5  
窓口業務 35 2.4  市職員・市役所 
計 116 7.8  
アンケート 23 1.6  
その他 16 1.1  その他 
計 39 2.6  

ご意見総数 1,479 100.0% 
 
※回答者の中には、複数の内容を記述している人もおり、各分類の計とご意見総数（回答者数）は一致し
ない。 
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