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1.回答者の属性
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調査概要 回答者の属性①

本調査では782名から回答を受領し、回答者の年齢は60代が最も多く、次に70代、
40代、50代の順に続いており、女性の方がやや多めとなっています

調査地域： 熊谷市全域

調査対象： 中学生以上の男女

抽出方法： 住民基本台帳からの無作為抽出

調査方法： 郵送法（郵送配布-郵送回収）

回答期間： 平成29年12月13日（水）
～平成30年1月12日（金）

標本数： 3,300名

有効回収数：782名

有効回収率：23.7%

男性, 43.1%女性, 55.8%

性別不明・未

回答, 1.2%
（回答数：782）
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回答者の属性②

回答者の居住地区はほぼ同程度の回答数を各エリアから受領し、職業は正規の従
業員・職員、無職、家事専業の順に多くの回答を受領しました
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１ ５年未

満
, 5.0%

２ ５年以上・１０

年未満 , 
5.1%

３ １０年以上・２

０年未満, 
13.3%

４ ２０年以上・３

０年未満, 
17.3%

５ ３０年以上, 
57.9%

無効、未回答, 
1.4%

 居住年数

（回答数：782）
（人）

（回答数：782）
※中央エリア東部（熊谷東・熊谷西・桜木小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊谷南小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久下・星宮小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新堀小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・籠原小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉見小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南北小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長井・秦小学校区）

北部エリア西部（妻沼・男沼・小島・太田・妻沼南小学校区）
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6



6.6%

8.6%

8.6%

13.3%

14.5%

10.9%

14.5%

14.1%

27.7%

12.9%

18.9%

15.2%

28.6%

46.9%

15.2%

15.1%

54.3%

14.2%

3.7%

52.3%

45.3%

4.9%

31.3%

3.1%

2.9%

2.3%

2.2%

2.6%

2.6%

1.8%

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

質問５ 体育館（５施設）

質問４ 図書館（４施設）

質問３ ホール（５施設）

質問２ 拠点的な公民館等（３

施設）

質問１ 庁舎(４施設）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

7

すべての広域施設において現在の施設数が必要との回答が最多となっていますが、
ホールや体育館では施設数削減支持の合計が現状維持の割合を上回っています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数

（回答数：782）
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広域的な施設の必要数について、すべての施設において市全体の視点から状況から
考えるとこの程度の施設数が妥当であるとの回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（選択した理由）

16.5%

28.0%

13.7%

17.3%

25.3%

16.2%

12.3%

16.9%

23.5%

8.3%

37.6%

30.6%

39.1%

32.6%

37.3%

24.8%

25.2%

26.2%

23.0%

24.9%

4.9%

4.0%

4.1%

3.6%

4.1%

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

質問５ 体育館

質問４ 図書館

質問３ ホール

質問２ 拠点的な公民館等

質問１ 庁舎

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う
２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う
３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
無効、未回答

（回答数：782）
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コミュニティ施設と公民館の複合化・多機能化は約77％、公立保育所の民営化推進
は約60%、水浴施設の統廃合は約77%、貸館施設の利用者負担増は合計で約45%
の市民が支持しています
設問Ⅱ コミュニティ施設と公民館の複合化・多機能化

１別々に更新

する（存続させ

る）, 18.2%

２複合化・多機

能化された一

体の施設とし

て更新（整備）

する, 77.4%

３その他, 
2.8%

無効、未回答, 
1.7%

 質問６ 別々の施設として更新するか否か （回答数：782）

設問Ⅲ 水浴のできる公共施設の統廃合

１別々に存続

させる, 18.5%

２広いニーズ

に対応できる

施設への統廃

合・再配置を

進める, 56.6%

３他市町や民

間の施設があ

るため、存続さ

せる必要性は

低い, 20.7%

４その他, 
2.6%

無効、未回答, 
1.5%

 質問７ 水浴のできる施設の将来像 （回答数：782）

設問Ⅳ 今後の保育所の設置・運営方法

１統廃合も進

めながら一定

数存続させた

方がよい, 
34.3%

２民営化を進

めた方がよい, 
59.6%

３その他, 
3.7%

無効、未回答, 
2.4%

 質問８ 公立保育所の設置・運営方法 （回答数：782）

設問Ⅴ 公平・適正な使用料・利用料金

１現状より低い方

（平均でおおむね

５％以下）がよい, 
13.0%

２現状並み（平均

で６％程度）でよ

い, 36.7%
３現状より少し多

め（平均で７～１

０％程度）にした方

がよい, 28.4%

４現状よりもっと多

め（平均で１１～２

０％程度）にした方

がよい, 9.1%

５できるだけ多め

（平均でおおむね

２１％以上）にした

方がよい, 7.5%

６その他, 3.2% 無効、未回答, 
2.0%

 質問９ 貸館型の施設の利用者のコスト負担の割合 （回答数：782）
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10

小中学校の統廃合（統合・一貫校化）について約53%がケースバイケースの対応を支持し
ており、複合化希望施設としては、児童館や集会施設、保育所などが多くなっています

１小学校同士ま

たは中学校同士

での統合を進め

る, 20.8%

２小学校と中学

校を合わせた小

中一貫校化を進

める, 21.5%

３小学校同士・

中学校同士の

統合または小中

一貫校化を進め

る（ケースバイ

ケース）, 53.8%

４その他, 1.9%

無効、未回答, 
1.9%

 質問１０ 統廃合を進める場合の形態・方法 （回答数：782）

設問Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化
 質問１１ 複合施設化される小中学校の機能 （複数回答可）

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法

１民間活用, 
35.8%

２民活・地域拠

点施設化併

用, 51.2%

３学校のない

地域拠点施設

化, 9.1%

４その他, 
2.4%

無効、未回答, 
1.5%

 質問１２ 廃校となる学校の跡地や旧校舎の活用等 （回答数：782）

１市の財政健全

化・将来の負担

軽減を重視する

視点・方針が望

ましい, 40.0%

２市の人口増・

人口減少対策を

重視する視点・

方針が望ましい, 
13.6%

３雇用・就職機

会の確保を重視

する視点・方針

が望ましい, 
25.7%

４生活利便性の

確保を重視する

視点・方針が望

ましい, 17.1%

５その他, 1.5%

無効、未回答, 
2.0%

 質問１３ 民間活用を進める場合の具体的な活用等の視点・方針 （回答数：782）

（人）



設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法
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11

施設の廃止を検討する際は利用状況や稼働率などを重視すべきとの回答が多く、施設の
移転に際しては、市及び市民全体から考慮する必要があるとの回答が多くなっています

設問Ⅸ 施設の廃止や移転等を検討する際に重視すべき点

 質問１５ 施設の廃止を検討する場合に重視すべき点 （複数回答可）

１現状の利便性

よりも将来への

負担軽減を重視

する, 65.2%

２将来への負担

軽減よりも現状

の利便性を重視

する, 31.2%

３その他, 1.8% 無効、未回答, 
1.8%

 質問１４ 学校のない地域拠点化を進める場合の活用等の視点・方針

（回答数：782）
（人）
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 質問１６ 施設の移転・統合・再配置を検討する場合に重視すべき点 （複数回答可）
（人）



3.クロス集計

12



3-1.年齢別クロス集計
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11.1%

16.3%

9.6%

14.3%

22.8%

15.1%

7.5%

19.1%

12.8%

11.6%

15.6%

15.3%

11.4%

7.9%

13.8%

10.6%

17.9%

14.0%

20.7%

15.3%

14.9%

13.5%

10.0%

17.0%

15.4%

22.2%

44.2%

48.9%

52.4%

46.5%

61.1%

63.8%

51.1%

46.2%

2.3%

4.4%

1.6%

3.5%

1.6%

3.8%

2.1%

7.7%

66.7%

11.6%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

14

30歳代及び40歳代の60%以上が現状の4施設を維持する回答となっている一方で、
その他の年代は3施設以下との回答が40%以上になっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問１庁舎×質問18年齢） ※現状4施設
（回答数：782）



11.1%

27.9%

21.5%

24.3%

20.2%

35.7%

30.0%

34.0%

5.1%

2.3%

11.9%

4.8%

7.9%

4.8%

7.5%

19.1%

23.1%

11.1%

27.9%

36.3%

39.7%

43.0%

37.3%

33.8%

29.8%

46.2%

23.3%

24.4%

28.6%

27.2%

20.6%

28.8%

17.0%

25.6%

77.8%

18.6%

5.9%

2.6%

1.8%

1.6%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う
２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う
３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
無効、未回答

15

20歳代～40歳代は利用者としての目線での回答が相対的に多い一方で、50歳代以
上は納税者としての目線での回答が相対的に多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問１庁舎×質問18年齢）【選択の理由】
（回答数：782）



11.1%

4.7%

9.6%

14.8%

20.2%

11.9%

12.5%

17.0%

10.3%

27.9%

35.6%

24.9%

24.6%

32.5%

25.0%

23.4%

25.6%

11.1%

46.5%

44.4%

49.7%

43.0%

49.2%

48.8%

53.2%

43.6%

2.3%

5.9%

3.7%

2.6%

0.8%

3.8%

2.1%

12.8%

4.7%

4.2%

5.0%

7.7%

11.1%

7.0%

3.8%

66.7%

11.6%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

16

各年代において、全体の回答傾向（3施設必要との回答が47%）と概ね同様の回答傾
向となっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問２拠点的な公民館等×質問18年齢） ※現状3施設
（回答数：782）



20.9%

14.8%

16.9%

11.4%

17.5%

23.8%

19.1%

28.2%

11.1%

7.0%

21.5%

21.2%

27.2%

27.0%

22.5%

29.8%

35.9%

11.1%

44.2%

39.3%

33.9%

31.6%

28.6%

26.3%

29.8%

28.2%

11.1%

11.6%

20.0%

25.9%

28.1%

25.4%

26.3%

21.3%

7.7%

66.7%

16.3%

4.4%

2.1%

1.8%

1.6%

1.3%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う
２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う
３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
無効、未回答

17

20歳未満が一番利用者としての目線での回答となっており、以降20歳代、30歳代の
順に続く一方で、50歳代以上は納税者としての目線での回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問２拠点的な公民館等×質問18年齢）【選択の理由】
（回答数：782）



11.1%

8.9%

11.1%

11.4%

7.1%

8.8%

6.4%

33.3%

7.0%

14.1%

16.9%

15.8%

15.1%

6.3%

19.1%

12.8%

25.6%

29.6%

30.2%

29.8%

30.2%

28.8%

23.4%

25.6%

11.1%

11.6%

16.3%

13.8%

10.5%

16.7%

16.3%

14.9%

10.3%

11.1%

39.5%

29.6%

26.5%

29.8%

29.4%

36.3%

36.2%

51.3%

33.3%

14.0%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

18

全年代満遍なく概ね50%以上が現状よりも施設数を減らしても良いとの回答となって
おり、各年代の約3割の回答が3施設で良いとの回答となっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問３ホール×質問18年齢） ※現状5施設
（回答数：782）



14.0%

12.6%

10.6%

8.8%

14.3%

18.8%

19.1%

30.8%

14.0%

16.3%

15.3%

17.5%

16.7%

18.8%

29.8%

12.8%

22.2%

25.6%

36.3%

43.4%

45.6%

44.4%

38.8%

21.3%

33.3%

11.1%

23.3%

29.6%

28.0%

26.3%

23.8%

22.5%

29.8%

23.1%

66.7%

23.3%

5.2%

2.6%

1.8%

0.8%

1.3%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う
２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う
３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
無効、未回答

19

特に30歳代以上の年代を中心として全般的に納税者の目線での回答割合が高くなっ
ています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問３ホール×質問18年齢）【選択の理由】
（回答数：782）



11.1%

9.3%

7.4%

10.1%

14.0%

7.1%

5.0%

6.4%

2.6%

11.1%

9.3%

14.1%

18.5%

14.0%

14.3%

10.0%

17.0%

10.3%

20.9%

19.3%

14.3%

14.0%

13.5%

13.8%

14.9%

15.4%

11.1%

46.5%

55.6%

53.4%

52.6%

57.9%

60.0%

51.1%

59.0%

2.2%

2.6%

4.4%

6.3%

8.8%

10.6%

12.8%

66.7%

14.0%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

20

特に20歳未満～40歳代において現状の4施設以上の施設数を求める回答多く、全体
の60%超となっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問4図書館×質問18年齢） ※現状4施設
（回答数：782）



20.9%

18.5%

28.6%

16.7%

34.9%

40.0%

42.6%

41.0%

7.0%

15.6%

12.7%

10.5%

7.9%

8.8%

19.1%

25.6%

22.2%

23.3%

28.9%

31.7%

43.9%

32.5%

27.5%

17.0%

17.9%

11.1%

30.2%

31.1%

24.9%

27.2%

22.2%

23.8%

21.3%

15.4%

66.7%

18.6%

5.9%

2.1%

1.8%

2.4%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

21

現状施設数以上の施設数を求める回答が特に多い40歳代以下の年代については、利用
者としての目線での回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問4図書館×質問18年齢）【選択の理由】
（回答数：782）



11.1%

7.4%

8.5%

13.2%

4.0%

5.0%

11.6%

9.6%

9.5%

11.4%

10.3%

12.5%

25.5%

2.6%

18.6%

22.2%

20.6%

15.8%

21.4%

17.5%

8.5%

20.5%

20.9%

16.3%

14.8%

13.2%

15.9%

17.5%

12.8%

10.3%

22.2%

37.2%

42.2%

43.9%

43.9%

46.8%

46.3%

53.2%

64.1%

66.7%

11.6%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

22

20歳代以下を除くと、すべての年代において50%超の回答が現状の5施設より減らし
ても良いとの回答になっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問5体育館×質問18年齢） ※現状5施設
（回答数：782）



11.6%

8.9%

16.4%

14.0%

25.4%

20.0%

14.9%

25.6%

11.1%

9.3%

20.0%

15.3%

14.9%

13.5%

20.0%

23.4%

12.8%

41.9%

33.3%

38.1%

46.5%

37.3%

38.8%

31.9%

33.3%

11.1%

18.6%

29.6%

27.5%

21.9%

21.4%

21.3%

29.8%

25.6%

77.8%

18.6%

8.1%

2.6%

2.6%

2.4%

0.0%

0.0%

2.6%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う
２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う
３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う
無効、未回答

23

特に50歳代以上の年代を中心として全般的に納税者の目線としての回答割合が高く
なっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問5体育館×質問18年齢）【選択の理由】
（回答数：782）



23.3%

12.6%

19.6%

19.3%

16.7%

22.5%

14.9%

25.6%

33.3%

74.4%

84.4%

76.7%

75.4%

78.6%

75.0%

80.9%

71.8%

2.2%

2.6%

2.6%

4.8%

2.5%

4.3%

2.6%

66.7%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１別々に更新する（存続させる）

２複合化・多機能化された一体の施設として更新（整備）する

３その他

無効、未回答

24

全体では複合化・多機能化に77％の回答者が賛同していますが、年齢別に大きな偏
りはない状況です

設問Ⅱ コミニティ施設と公民館の複合化・多機能化（質問6×質問18年齢）
（回答数：782）



0.0%

16.3%

19.3%

18.5%

14.0%

19.0%

22.5%

14.9%

30.8%

11.1%

58.1%

53.3%

54.5%

63.2%

60.3%

60.0%

55.3%

51.3%

22.2%

18.6%

25.9%

24.3%

20.2%

13.5%

13.8%

29.8%

15.4%

1.5%

2.1%

0.9%

7.1%

3.8%

2.6%

66.7%

7.0%

0.0%

0.5%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１別々に存続させる

２広いニーズに対応できる施設への統廃合・再配置を進める

３存続させる必要性は低い

４その他

無効、未回答

25

ニーズに対応できる施設への統廃合・再配置の回答については年齢別に大きな偏り
はないものの、20歳代の約3割は存続させる必要はないとの回答をしています

設問Ⅲ 水浴のできる公共施設の統廃合（質問7×質問18年齢）
（回答数：782）



32.6%

26.7%

36.0%

25.4%

34.1%

48.8%

40.4%

51.3%

33.3%

62.8%

66.7%

59.3%

69.3%

61.1%

43.8%

57.4%

41.0%

3.0%

3.7%

2.6%

4.0%

7.5%

2.1%

7.7%

66.7%

4.7%

3.7%

1.1%

2.6%

0.8%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１統廃合も進めながら一定数存続させた方がよい ２民営化を進めた方がよい ３その他 無効、未回答

26

30歳代以下の年代では一定数存続させた方がよい回答が40%超を占める一方で、
40歳代以上の年代では民営化を進めた方がよい回答が概ね60%超となっています

設問Ⅳ 今後の保育所の設置・運営方法（質問8×質問18年齢）
（回答数：782）



11.6%

12.6%

12.7%

12.3%

15.1%

12.5%

12.8%

17.9%

37.2%

37.0%

27.5%

37.7%

47.6%

37.5%

40.4%

43.6%

11.1%

34.9%

34.1%

31.2%

22.8%

19.8%

32.5%

25.5%

30.8%

11.1%

14.0%

5.9%

12.7%

16.7%

4.8%

6.3%

4.3%

11.1%

2.3%

5.2%

11.1%

7.9%

5.6%

7.5%

10.6%

5.1%

3.7%

1.8%

6.3%

3.8%

4.3%

2.6%

66.7%

0.0%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１現状より低い方（平均でおおむね５％以下）がよい ２現状並み（平均で６％程度）でよい

３現状より少し多め（平均で７～１０％程度）にした方がよい ４現状よりもっと多め（平均で１１～２０％程度）にした方がよい

５できるだけ多め（平均でおおむね２１％以上）にした方がよい ６その他

無効、未回答

27

設問Ⅴ 公平・適正な使用料・利用料金（質問9×質問18年齢）
（回答数：782）

40歳代以下の年齢では現状並み以下の使用料を求める回答が多いのに対し、50歳
代以上では現状以上の使用料を求める回答が多くなっています



16.3%

16.3%

18.5%

19.3%

23.8%

20.0%

27.7%

46.2%

11.1%

46.5%

31.1%

23.3%

15.8%

19.0%

12.5%

8.5%

12.8%

22.2%

37.2%

48.1%

56.6%

62.3%

52.4%

62.5%

61.7%

38.5%

0.7%

1.1%

0.9%

4.0%

5.0%

2.1%

2.6%

66.7%

3.7%

0.5%

1.8%

0.8%

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１小学校同士または中学校同士での統合を進める
２小学校と中学校を合わせた小中一貫校化を進める
３小学校同士・中学校同士の統合または小中一貫校化を進める（ケースバイケース）
４その他
無効、未回答

28

年齢別では20歳未満を除くと、若い世代がケースバイケースでの対応を求める傾向
が強い一方で、高齢世代は小中一貫校化を求める傾向が強くなっています

設問Ⅵ 小中学校の統廃合（質問10×質問18年齢）
（回答数：782）
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29

40歳代以下の年代では、児童館等の施設に加え、習い事教室等の民間施設を求め
る割合が多くなっています

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：20歳未満）

（回答数：158）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）

（回答数：192） 複合施設化される小中学校の機能
（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：20歳代）



30

40歳代以下の年代では、児童館等の施設に加え、習い事教室等の民間施設を求め
る割合が多くなっています

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：30歳代）

（回答数：337）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：40歳代）

（回答数：551）
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50歳代以上の年代では、民間施設との複合化・多機能化よりも公共施設での複合
化・多機能化を求める回答が多くなっています

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：50歳代）

（回答数：469）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：60歳代）

（回答数：813） 複合施設化される小中学校の機能

（人）
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50歳代以上の年代では、民間施設との複合化・多機能化よりも公共施設での複合
化・多機能化を求める回答が多くなっています

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：70歳代）

（回答数：582）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問18年齢：80歳代）

（回答数：182）
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 複合施設化される小中学校の機能

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

年齢不明・未回答

８ 80歳代

７ 70歳代

６ 60歳代

５ 50歳代

４ 40歳代

３ 30歳代

２ 20歳代

１ 20歳未満

１民間活用 ２民活・地域拠点施設化併用 ３学校のない地域拠点施設化 ４その他 無効、未回答

33

全年齢において民間・地域拠点施設化併用を求める回答が多くなっていますが、特
に若い年代に関しては民間活用を求める回答が40%程度あります

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問12×質問18年齢）
（廃校となる学校の跡地や旧校舎の活用等）

（回答数：782）



34

若い年代では財政負担を意識した回答が多くを占めるのに対し、高齢世代では財政
負担に加えて雇用を意識した回答の割合が高くなっています

（回答数：782）
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１ 20歳未満

１市の財政健全化・将来の負担軽減を重視する視点・方針が望ましい
２市の人口増・人口減少対策を重視する視点・方針が望ましい
３雇用・就職機会の確保を重視する視点・方針が望ましい
４生活利便性の確保を重視する視点・方針が望ましい
５その他
無効、未回答

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問13×質問18年齢）
（具体的な活用等の視点・方針）
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全年代において大きな傾向の差はないものの、30歳代及び80歳代は現状の利便性
を重視する回答が他の年代よりも多くなっています

（回答数：782）
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１現状の利便性よりも将来への負担軽減を重視する ２将来への負担軽減よりも現状の利便性を重視する ３その他 無効、未回答

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問14×質問18年齢）
（学校のない地域拠点施設化を進める場合の活用等の視点・方針）
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１利用者数や利用頻度、稼働率 ２施設の維持にかかる費用 ３利用者の範囲 ４公共施設としての必要性 ５市民ニーズとの合致 ６その他

36

全体では利用者数や利用頻度を重視すべきとの回答が多く、年齢別に見ても全年代
において全体と同様の傾向を示しています

（複数回答可）

設問Ⅸ 施設の廃止や移転等を検討する際に重視すべき点（質問15×質問18年齢）
（施設の廃止を検討する場合に重視すべき点）
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２ 20歳代

１ 20歳未満

１市全体・市民全体から考慮する視点 ２民間による代替可能性の視点
３地域公共交通の充実・再編の視点 ４立地に関する防災上の視点
５現在の建物を更新する機会をとらえる視点 ６その他

37

全体では市全体・市民全体の視点や現在の建物の更新時期を考慮すべきとの回答
が最も多く、年齢別に見ても全年代において全体と同様の傾向を示しています

（複数回答可）

設問Ⅸ 施設の廃止や移転等を検討する際に重視すべき点（質問16×質問18年齢）
（施設の移転を検討する場合に重視すべき点）



3-2.地区別クロス集計

38
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1.6%
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3.9%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

39

旧3町の区域を含むエリアの住民が現状の施設数の維持を求める回答が旧熊谷市
エリアの住民より大幅に多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問１庁舎×質問19地区） ※現状4施設
（回答数：782）

現在施設が存在する地区
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

40

旧3町の区域を含むエリアの住民は実際に利用していることを理由とした回答が多く、
旧熊谷市エリアの住民は市全体の規模感を意識した回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問１庁舎×質問19地区）【選択の理由】
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



11.1%

9.2%

13.1%

21.6%

8.8%

11.9%

11.6%

16.1%

15.7%

10.7%

11.1%

22.4%

32.8%

21.6%

30.8%

32.5%

26.7%

26.9%

25.2%

30.6%

11.1%

57.9%

50.8%

45.1%

47.3%

49.2%

47.7%

47.3%

42.5%

47.9%

1.3%

1.6%

4.4%

0.8%

4.7%

5.4%

6.3%

2.5%

2.6%

3.9%

2.2%

1.6%

5.8%

4.7%

5.0%

66.7%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

41

旧妻沼町の区域を含むエリアの住民は現状の施設数を維持する回答が50%を超え
ているのに対し、その他の住民は削減する回答が概ね40%程度以上となっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問２拠点的な公民館等×質問19地区） ※現状3施設
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



30.3%

11.5%

5.9%

17.9%

15.4%

16.3%

18.3%

17.3%

19.0%

18.4%

23.0%

33.3%

22.4%

30.8%

18.6%

21.5%

25.2%

23.1%

33.3%

26.3%

31.1%

29.4%

29.9%

35.2%

40.7%

34.4%

31.5%

32.2%

22.4%

32.8%

21.6%

28.4%

16.5%

22.1%

23.7%

22.0%

24.0%

66.7%

2.6%

1.6%

9.8%

1.5%

2.2%

2.3%

2.2%

3.9%

1.7%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

42

北部エリア西部の住民は実際に利用していることを理由にして現状の施設数を維持
する回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問２拠点的な公民館等×質問19地区）【選択の理由】
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



11.1%

11.8%

11.5%

7.8%

11.9%

3.3%

1.2%

12.9%

11.0%

6.6%

9.2%

13.1%

9.8%

14.9%

13.2%

17.4%

17.2%

13.4%

16.5%

11.1%

25.0%

29.5%

27.5%

25.4%

30.8%

36.0%

23.7%

33.9%

25.6%

19.7%

19.7%

13.7%

14.9%

13.2%

8.1%

14.0%

11.0%

17.4%

11.1%

30.3%

26.2%

37.3%

32.8%

36.3%

36.0%

29.0%

28.3%

30.6%

1.1%

3.3%

66.7%

3.9%

3.9%

3.3%

1.2%

2.2%

2.4%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

43

全エリア満遍なく概ね60%以上が現状よりも施設数を減らしても良いとの回答となっ
ています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問３ホール×質問19地区） ※現状5施設
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



21.1%

16.4%

11.8%

13.4%

16.5%

11.6%

9.7%

9.4%

16.5%

23.7%

11.5%

19.6%

14.9%

22.0%

20.9%

11.8%

15.7%

14.9%

22.2%

30.3%

31.1%

35.3%

44.8%

38.5%

38.4%

49.5%

38.6%

42.1%

11.1%

19.7%

39.3%

23.5%

25.4%

19.8%

26.7%

26.9%

32.3%

24.0%

66.7%

5.3%

1.6%

9.8%

1.5%

3.3%

2.3%

2.2%

3.9%

2.5%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

44

全エリア満遍なく概ね60%以上が納税者の視点での回答となっており、現在施設が
存在しない地区は特にその割合が高くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問３ホール×質問19地区）【選択の理由】
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



11.1%

9.2%

13.1%

5.9%

13.4%

3.3%

5.8%

12.9%

8.7%

6.6%

9.8%

9.8%

22.4%

17.6%

20.9%

16.1%

10.2%

15.7%

11.1%

15.8%

16.4%

7.8%

11.9%

11.0%

20.9%

15.1%

22.8%

10.7%

11.1%

63.2%

57.4%

66.7%

49.3%

53.8%

43.0%

49.5%

52.0%

62.8%

2.6%

5.9%

3.0%

12.1%

8.1%

4.3%

3.9%

3.3%

66.7%

1.3%

1.6%

3.9%

2.2%

1.2%

2.2%

1.6%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

45

現在施設を保有する地区のうち中央エリア東部、南部エリア西部、北部エリア西部は
60%以上が現状の施設数を維持する回答となっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問4図書館×質問19地区） ※現状4施設
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



36.8%

18.0%

33.3%

23.9%

31.9%

22.1%

32.3%

29.9%

25.6%

9.2%

9.8%

13.7%

14.9%

9.9%

17.4%

9.7%

15.0%

11.6%

33.3%

31.6%

29.5%

15.7%

37.3%

34.1%

23.3%

31.2%

32.3%

33.1%

18.4%

39.3%

27.5%

22.4%

22.0%

32.6%

25.8%

18.9%

28.1%

66.7%

3.9%

3.3%

9.8%

1.5%

2.2%

4.7%

1.1%

3.9%

1.7%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

46

現在の施設数を維持する回答が60%以上を占める地区のうち、南部エリア西部と北
部エリア西部は、自分が施設を利用することを根拠とする回答が多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問4図書館×質問19地区）【選択の理由】
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



9.2%

8.2%

3.9%

10.4%

2.2%

3.5%

10.8%

8.7%

4.1%

7.9%

14.8%

9.8%

6.0%

7.7%

15.1%

12.9%

11.8%

11.6%

11.1%

17.1%

16.4%

7.8%

14.9%

17.6%

18.6%

18.3%

20.5%

28.9%

25.0%

23.0%

11.8%

14.9%

14.3%

14.0%

7.5%

17.3%

12.4%

22.2%

38.2%

36.1%

56.9%

53.7%

54.9%

48.8%

48.4%

39.4%

40.5%

5.9%

66.7%

2.6%

1.6%

3.9%

2.2%

0.0%

2.2%

1.6%

0.8%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ １施設 ２ ２施設 ３ ３施設 ４ ４施設 ５ ５施設 ６ ０施設（不要） 無効、未回答

47

南部エリアの住民は現在の施設数の維持を求める回答が特に多い一方で、北部エリ
アの住民は施設数を削減しても良いとの回答が特に多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問5体育館×質問19地区） ※現状5施設
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



17.1%

11.5%

25.5%

29.9%

12.1%

17.4%

17.2%

15.0%

12.4%

21.1%

11.5%

21.6%

7.5%

22.0%

16.3%

12.9%

15.7%

18.2%

22.2%

26.3%

37.7%

17.6%

32.8%

41.8%

37.2%

46.2%

39.4%

45.5%

30.3%

34.4%

23.5%

28.4%

22.0%

24.4%

21.5%

25.2%

21.5%

77.8%

5.3%

4.9%

11.8%

1.5%

2.2%

4.7%

2.2%

4.7%

2.5%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１ 自分がよく（たまに）利用する施設なので、この程度の施設数は必要だと思う

２ 自分がほとんど（全く）利用しない施設なので、この程度の施設数で十分だと思う

３ 人口や財政規模など市全体の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

４ サービス水準や運営の合理性など施設の適正規模の視点から考えると、この程度の施設数が妥当だと思う

無効、未回答

48

南部エリア西部は利用者の視点での回答が特に多いのに対し、北部エリア東部は納
税者の視点での回答が特に多くなっています

設問Ⅰ 主な広域施設の必要数（質問5体育館×質問19地区）【選択の理由】
（回答数：782）

現在施設が存在する地区



22.4%

19.7%

17.6%

16.4%

17.6%

20.9%

23.7%

12.6%

17.4%

33.3%

68.4%

78.7%

72.5%

82.1%

76.9%

79.1%

75.3%

85.0%

77.7%

6.6%

1.6%

5.9%

1.5%

5.5%

1.6%

4.1%

66.7%

2.6%

3.9%

1.1%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１別々に更新する（存続させる）

２複合化・多機能化された一体の施設として更新（整備）する

３その他

無効、未回答

49

全体では複合化・多機能化に77％の回答者が賛同しており、地区別に大きな偏りは
ない状況です

設問Ⅱ コミニティ施設と公民館の複合化・多機能化（質問6×質問19地区）
（回答数：782）



15.8%

9.8%

15.7%

16.4%

22.0%

25.6%

20.4%

18.1%

19.8%

59.2%

62.3%

51.0%

64.2%

54.9%

54.7%

55.9%

59.8%

54.5%

33.3%

23.7%

27.9%

23.5%

16.4%

18.7%

16.3%

20.4%

18.1%

23.1%

7.8%

1.5%

4.4%

2.3%

2.2%

3.1%

2.5%

66.7%

1.1%

0.8%

0.0%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１別々に存続させる

２広いニーズに対応できる施設への統廃合・再配置を進める

３存続させる必要性は低い

４その他

無効、未回答

50

ニーズに対応できる施設への統廃合・再配置の回答については地区別に大きな偏り
はないものの、北部エリアは存続させる必要は低いとの回答が多くなっています

設問Ⅲ 水浴のできる公共施設の統廃合（質問7×質問19地区）
（回答数：782）



11.1%

25.0%

26.2%

39.2%

41.8%

35.2%

46.5%

26.9%

27.6%

43.0%

22.2%

69.7%

68.9%

51.0%

50.7%

60.4%

47.7%

66.7%

66.1%

55.4%

3.9%

4.9%

3.9%

4.5%

4.4%

4.7%

4.3%

3.1%

1.7%

66.7%

1.3%

5.9%

3.0%

1.2%

2.2%

3.1%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１統廃合も進めながら一定数存続させた方がよい ２民営化を進めた方がよい ３その他 無効、未回答

51

地区別では中央エリア西部、東部エリア、北部エリア東部、北部エリア西部が民営化
を進めた方がよいとの回答が他エリアよりも多く概ね3分の2になっています

設問Ⅳ 今後の保育所の設置・運営方法（質問8×質問19地区）
（回答数：782）



14.5%

11.5%

11.8%

16.4%

13.2%

10.5%

14.0%

15.7%

10.7%

35.5%

42.6%

39.2%

32.8%

34.1%

39.5%

35.5%

40.9%

34.7%

11.1%

27.6%

27.9%

33.3%

22.4%

29.7%

24.4%

34.4%

21.3%

36.4%

11.1%

7.9%

8.2%

3.9%

10.4%

12.1%

11.6%

7.5%

7.1%

10.7%

11.1%

7.9%

3.3%

3.9%

13.4%

6.6%

9.3%

6.5%

9.4%

5.8%

3.9%

6.6%

3.9%

3.0%

4.4%

4.7%

3.1%

66.7%

2.6%

3.9%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）2

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１現状より低い方（平均でおおむね５％以下）がよい ２現状並み（平均で６％程度）でよい

３現状より少し多め（平均で７～１０％程度）にした方がよい ４現状よりもっと多め（平均で１１～２０％程度）にした方がよい

５できるだけ多め（平均でおおむね２１％以上）にした方がよい ６その他

無効、未回答

52

設問Ⅴ 公平・適正な使用料・利用料金（質問9×質問19地区）
（回答数：782）

全体では現状並みとの回答が36％と最も多く受益者負担を増加させる回答も多く
なっていますが、地区別に大きな偏りはない状況です



22.2%

15.8%

18.0%

11.8%

23.9%

20.9%

24.4%

20.4%

27.6%

18.2%

14.5%

18.0%

27.5%

20.9%

28.6%

25.6%

20.4%

24.4%

16.5%

11.1%

67.1%

63.9%

51.0%

49.3%

47.3%

46.5%

57.0%

44.9%

64.5%

1.3%

0.0%

3.9%

4.5%

3.3%

3.5%

1.1%

0.8%

0.8%

66.7%

1.3%

5.9%

1.5%

1.1%

2.4%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１小学校同士または中学校同士での統合を進める
２小学校と中学校を合わせた小中一貫校化を進める
３小学校同士・中学校同士の統合または小中一貫校化を進める（ケースバイケース）
４その他
無効、未回答

53

特に北部エリア西部、中央エリア東部、北部エリア東部がケースバイケースでの対応を求
める回答が多くなっています

設問Ⅵ 小中学校の統廃合（質問10×質問19地区）
（回答数：782）



60
54

71

51

35

47

72

13

4

13
7 6

16

36 39

6

0

20

40

60

80

１

地
域
公
民
館
の
よ
う
な
集
会
施
設

２

保
育
所
（園
）

３

児
童
館

４

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

５

老
人
憩
の
家
の
よ
う
な
高
齢
者
用
の
集
会
施
設

６

出
張
所
の
よ
う
な
行
政
窓
口

７

地
域
図
書
館
ま
た
は
図
書
の
貸
出
・返
却
窓
口

８

小
規
模
な
博
物
館
・記
念
館
的
施
設

９

小
規
模
な
加
工
施
設

10

コ
ン
ビ
ニ

11

薬
局

12

カ
フ
ェ
・レ
ス
ト
ラ
ン

13

学
習
塾

14

ピ
ア
ノ
、
絵
画
、
習
字
、
算
盤
な
ど
の
習
い
事
教
室

15

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
高
齢
者
向
け
介
護
施
設

16

そ
の
他

54

児童館、集会施設、保育所、子育て支援拠点、図書館機能を求める回答が多く、地
区によって大きな偏りはない状況です

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：中央エリア東部）

（回答数：515）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：中央エリア西部）

（回答数：530） 複合施設化される小中学校の機能

（人）
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55

児童館、集会施設、保育所、子育て支援拠点、図書館機能を求める回答が多く、地
区によって大きな偏りはない状況です

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：東部エリア）

（回答数：402） 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：西部エリア北部）

（回答数：337）

44

36

43

37

23

30

38

11
6 7 5 7

12
17 17

4

0

20

40

60

１

地
域
公
民
館
の
よ
う
な
集
会
施
設

２

保
育
所
（園
）

３

児
童
館

４

地
域
子
育
て
支
援
拠
点

５

老
人
憩
の
家
の
よ
う
な
高
齢
者
用
の
集
会
施
設

６

出
張
所
の
よ
う
な
行
政
窓
口

７

地
域
図
書
館
ま
た
は
図
書
の
貸
出
・返
却
窓
口

８

小
規
模
な
博
物
館
・記
念
館
的
施
設

９

小
規
模
な
加
工
施
設

10

コ
ン
ビ
ニ

11

薬
局

12

カ
フ
ェ
・レ
ス
ト
ラ
ン

13

学
習
塾

14

ピ
ア
ノ
、
絵
画
、
習
字
、
算
盤
な
ど
の
習
い
事
教
室

15

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
高
齢
者
向
け
介
護
施
設

16

そ
の
他

 複合施設化される小中学校の機能

（人）
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児童館、集会施設、保育所、子育て支援拠点、図書館機能を求める回答が多く、地
区によって大きな偏りはない状況です

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：西部エリア南部）

（回答数：381）
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算
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習
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事
教
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ビ
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ン
タ
ー
な
ど
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高
齢
者
向
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介
護
施
設
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そ
の
他

 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：南部エリア東部）

（回答数：288） 複合施設化される小中学校の機能

（人）
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の
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６
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行
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窓
口
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書
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ま
た
は
図
書
の
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出
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却
窓
口

８
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規
模
な
博
物
館
・記
念
館
的
施
設

９

小
規
模
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加
工
施
設
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ン
ビ
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薬
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カ
フ
ェ
・レ
ス
ト
ラ
ン

13

学
習
塾
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ピ
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介
護
施
設

16
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他

57

児童館、集会施設、保育所、子育て支援拠点、図書館機能を求める回答が多く、地
区によって大きな偏りはない状況です

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：南部エリア西部）

（回答数：222） 複合施設化される小中学校の機能

（人）

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：北部エリア東部）

（回答数：254）
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 複合施設化される小中学校の機能

（人）
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児童館、集会施設、保育所、子育て支援拠点、図書館機能を求める回答が多く、地
区によって大きな偏りはない状況です

Ⅶ 小中学校の複合化・多機能化（質問11×質問19地区：北部エリア西部）

（回答数：312）
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 複合施設化される小中学校の機能
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22.2%

34.2%

32.8%

23.5%

37.3%

40.7%

44.2%

33.3%

33.1%

38.8%

56.6%

55.7%

60.8%

55.2%

40.7%

47.7%

49.5%

57.5%

47.9%

7.9%

8.2%

7.8%

4.5%

15.4%

5.8%

14.0%

7.1%

9.9%

11.1%

1.6%

2.0%

3.0%

2.2%

2.3%

3.2%

2.4%

3.3%

66.7%

1.3%

1.6%

5.9%

1.1%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１民間活用 ２民活・地域拠点施設化併用 ３学校のない地域拠点施設化 ４その他 無効、未回答

59

南部エリアと北部エリアは民活・地域拠点施設化併用を求める回答が多い一方で、
西部エリアは民間活用を求める回答が多くなっています

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問12×質問19地区）
（廃校となる学校の跡地や旧校舎の活用等）

（回答数：782）



60

西部エリアは将来の負担軽減を重視する回答が多いのに対し、南部エリア西部や中
央エリア、北部エリアは雇用・就職機会の確保を重視する回答が多くなっています

（回答数：782）

22.2%

30.3%

36.1%

29.4%

41.8%

45.1%

52.3%

40.9%

39.4%

40.5%

11.1%

17.1%

14.8%

9.8%

16.4%

7.7%

14.0%

20.4%

10.2%

13.2%

28.9%

27.9%

37.3%

19.4%

26.4%

20.9%

17.2%

29.9%

28.1%

19.7%

18.0%

15.7%

20.9%

16.5%

11.6%

19.4%

17.3%

17.4%

2.6%

1.6%

2.0%

1.5%

2.2%

1.2%

1.1%

2.4%

66.7%

5.9%

1.1%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１市の財政健全化・将来の負担軽減を重視する視点・方針が望ましい
２市の人口増・人口減少対策を重視する視点・方針が望ましい
３雇用・就職機会の確保を重視する視点・方針が望ましい
４生活利便性の確保を重視する視点・方針が望ましい
５その他
無効、未回答

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問13×質問19地区）
（具体的な活用等の視点・方針）



61

南部エリア西部と北部エリアは現状の利便性を重視する回答が他のエリアよりも多く
なっています

（回答数：782）

33.3%

57.9%

59.0%

45.1%

76.1%

67.0%

68.6%

66.7%

66.9%

71.1%

34.2%

37.7%

47.1%

22.4%

31.9%

26.7%

33.3%

29.9%

28.9%

5.3%

1.6%

2.0%

0.0%

0.0%

4.7%

0.0%

3.1%

0.0%

66.7%

5.9%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１現状の利便性よりも将来への負担軽減を重視する ２将来への負担軽減よりも現状の利便性を重視する ３その他 無効、未回答

設問Ⅷ 小中学校跡地・旧校舎の活用方法（質問14×質問19地区）
（学校のない地域拠点施設化を進める場合の活用等の視点・方針）



33.3%

29.5%

30.4%

29.9%

29.2%

30.4%

31.4%

28.7%

30.1%

33.0%

22.7%

22.2%

24.6%

22.7%

25.2%

20.8%

22.6%

25.1%

22.7%

33.3%

10.1%

14.0%

13.4%

16.2%

14.0%

14.2%

12.6%

12.0%

10.9%

16.7%

13.5%

14.6%

10.4%

11.9%

12.8%

15.9%

14.6%

13.1%

15.2%

16.7%

23.7%

18.1%

21.6%

19.5%

16.8%

17.7%

20.3%

19.5%

18.2%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１利用者数や利用頻度、稼働率 ２施設の維持にかかる費用 ３利用者の範囲 ４公共施設としての必要性 ５市民ニーズとの合致 ６その他
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全体では利用者数や利用頻度を重視すべきとの回答が最も多く、地区別に大きな偏
りはない状況です

（複数回答可）

設問Ⅸ 施設の廃止や移転等を検討する際に重視すべき点（質問15×質問19地区）
（施設の廃止を検討する場合に重視すべき点）



33.3%

26.9%

29.7%

20.9%

30.1%

27.4%

30.9%

27.8%

24.9%

26.8%

21.2%

16.3%

17.9%

13.7%

16.2%

20.5%

19.8%

18.7%

19.3%

16.1%

16.3%

22.4%

16.9%

18.4%

18.2%

16.3%

18.7%

18.0%

33.3%

14.0%

16.3%

17.2%

16.4%

14.5%

9.1%

11.5%

13.5%

11.8%

33.3%

20.7%

20.9%

21.6%

21.9%

22.6%

20.9%

23.8%

23.4%

23.9%

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

居住地区不明・未回答

北部エリア西部（妻沼・男沼・小

島・太田・妻沼南小学校区）

北部エリア東部（中条・奈良・長

井・秦小学校区）

南部エリア西部（江南南・江南

北小学校区）

南部エリア東部（吉岡・市田・吉

見小学校区）

西部エリア南部（大麻生・三尻・

籠原小学校区）

西部エリア北部（玉井・別府・新

堀小学校区）

東部エリア（成田・佐谷田・久

下・星宮小学校区）

中央エリア西部（石原・大幡・熊

谷南小学校区）

中央エリア東部（熊谷東・熊谷

西・桜木小学校区）

１市全体・市民全体から考慮する視点 ２民間による代替可能性の視点
３地域公共交通の充実・再編の視点 ４立地に関する防災上の視点
５現在の建物を更新する機会をとらえる視点 ６その他
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全体では市全体・市民全体から考慮すべきとの回答が最も多くなっており、地区別に
大きな偏りはない状況です

（複数回答可）

設問Ⅸ 施設の廃止や移転等を検討する際に重視すべき点（質問16×質問19地区）
（施設の移転を検討する場合に重視すべき点）


