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回 答 者 数 1,718 人

男性 794人 46.2% 10代以下 29人 1.7%
女性 870人 50.6% 20代 68人 4.0%
その他 8人 0.5% 30代 161人 9.4%
未回答 46人 2.7% 40代 282人 16.4%

50代 448人 26.1%
60代 395人 23.0%

会社員 533人 31.0% 70代以上 335人 19.5%
自営・自由業 74人 4.3%
パート・アルバイト 312人 18.2%
公務員 99人 5.8% 中央区 289人 16.8%
学生 52人 3.0% 花見川区 267人 15.5%
専業主婦・主夫 290人 16.9% 稲毛区 291人 16.9%
無職 312人 18.2% 若葉区 140人 8.1%
その他 46人 2.7% 緑区 227人 13.2%

美浜区 452人 26.3%
市内在勤・在学 52人 3.0%

職　業

性　別 年　代

居　住　区
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概要：

参考ＵＲＬ

2024年度 第12回

http://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/sogoseisaku/identitysuishin/toshi_identity.html

http://www.city.chiba.jp//shobo/yobo/yobo/torikaeru.html
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kokusai/tabunka-guideline.html

「都市アイデンティティ（千葉市らしさ）」「千葉開府900年」「外国人との多文化共生」「住宅
用火災警報器」

令和7年3月1日（土）午前9時 ～ 3月10日（月）午後 5時

1　「都市アイデンティティ（千葉市らしさ）」
本市では、今後も持続的に発展するために、都市アイデンティティ（他の都市にはない固
有の都市イメージ）の確立が重要であると考え、4つの地域資源（加曽利貝塚・オオガハ
ス・千葉氏・海辺）を様々な場面で活用することで、市民が、自らのまち・千葉市の魅力を
認識し、誇りを持つことができるような取組みを進めています。
本市に対する現在の都市イメージや、市内にある地域資源の認知度などをお聞かせいた
だき「千葉開府900年」などに向けた施策の参考とさせていただきます。

2　「千葉開府900年」
平安時代後期の1126年（大治元年）6月1日、千葉常重（つねしげ）が現在の中央区亥鼻付
近に本拠地を移し、これをもって千葉のまちとしての歴史が始まったとされており、2026年
（令和8年）に「千葉開府900年」を迎えます。この節目の年へのご意見をお聞かせいただ
き、千葉開府900年記念事業の参考とさせていただきます。

3　「外国人との多文化共生」
本市では、国籍や民族の異なる人々が、言語や文化、生活習慣などの違いを認め合い、
理解し合いながら支え合う「多文化共生」のまちづくりを目指しています。地域での日本
人・外国人の関わりについてアンケート調査を行い、今後の施策立案に向けた参考とさせ
ていただきます。

4　「住宅用火災警報器」
住宅用火災警報器※1の設置状況及び本体の交換を含めた維持管理の状況について調
査し、今後の施策の参考にさせていただきます。
※1　火災により発生する「煙や熱」を感知すると「大きな音」や「音声」で火事を知らせ、初
期消火や安全な避難を可能とする機器。
平成16年6月の消防法改正後、平成18年6月に千葉市火災予防条例が施行され、新築住
宅に設置が義務付けられた。また、平成20年6月には設置の猶予期間が満了し、既存住
宅を含むすべての住宅に設置が必要となった。

https://www.city.chiba.jp/900th/
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Q1：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
詳しく知っていた（※2の内容など） 343 20.0%
知っていた 1,106 64.4%
知らなかった 269 15.7%

Q2：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]

詳しく知っていた（※3の内容など） 595 34.6%
知っていた 970 56.5%
知らなかった 153 8.9%

Q3：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
詳しく知っていた（※4の内容など） 354 20.6%
知っていた 1,107 64.4%
知らなかった 257 15.0%

Q4：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
詳しく知っていた（※5の内容など） 505 29.4%
知っていた 984 57.3%
知らなかった 229 13.3%

Q5：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
思う 892 51.9%
思わない 826 48.1%

はじめに、「都市アイデンティティ（千葉市らしさ）」についてお聞きします。
「加曽利貝塚※2」を知っていましたか。
※2 若葉区には日本最大級の規模を誇る貝塚があり、今から約5,000年前の縄文時代中
期から2,000年もの間、繁栄していた。2017年10月から国の特別史跡に指定。

「オオガハス※3」を知っていましたか。
※3　花見川区で大賀一郎博士によって発見された約2,000年前のハスの実から開花した
世界最古の花。

「千葉氏※4」を知っていましたか。
※4 鎌倉時代に活躍した武士の一族で、千葉市の礎を築いた。千葉常胤（つねたね）は、
源頼朝を助けて鎌倉幕府の成立に貢献するとともに東北から九州までの全国で活躍し
た。

本市の「海辺」の特徴※5について知っていましたか。
※5 本市には日本一の長さを誇る人工海浜（「いなげの浜」「検見川の浜」「幕張の浜」）が
あり、都心に最も近い海水浴が楽しめるビーチがあるほか、マリンスポーツや東京湾越し
に富士山の眺めを楽しむこともできる。

本市には都市アイデンティティ（他の都市にはない固有の都市イメージ）があると思います
か。
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Q6：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
詳しく知っていた（※6の内容など） 247 14.4%
知っていた 999 58.1%
知らなかった 472 27.5%

Q7：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
思う 1,056 61.5%
思わない 662 38.5%

Q8：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
思う 1,409 82.0%
思わない 309 18.0%

Q9：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
思う 1,226 71.4%
思わない 492 28.6%

Q10：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
行っている 424 24.7%
行っていない 1,294 75.3%

Q11：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
そう思う 1,394 81.1%
そう思わない 324 18.9%

本市は、千葉開府900年記念を、市民の皆様の様々な活動を通じて地域のつながりが広
がるきっかけにしたいと考えております。
現在、市内で地域活動※8を行っていますか。
※8　お住いの地域の町内自治会活動やサークル活動、ボランティア活動など。

次に、「千葉開府900年」について、お聞きします。
2026年（令和8年）に「千葉開府900年※6」を迎えることを知っていましたか。
※6　平安時代後期の1126年（大治元年）6月1日、千葉常重（つねしげ）が現在の中央区
亥鼻付近に本拠地を移し、これをもって千葉のまちとしての歴史が始まったとされており、
2026年（令和8年）に「千葉開府900年」を迎える。

本市は、千葉開府900年記念を、郷土への愛着醸成のきっかけにしたいと考えておりま
す。
現在、千葉市に愛着を感じていますか。

千葉開府900年記念事業※7に参加（観覧など含む）したいと思いますか。
※7 千葉開府900年を迎えるにあたり、多くの市民が千葉市のまちの歴史を振り返るととも
に、様々な活動を通じて地域のつながりを広げ、郷土への誇りと愛着を醸成することを目
的として実施する事業。
【2025年度、2026年度に実施する主な記念事業】
・市内の様々な場所でアートプロジェクトを展開する「千葉国際芸術祭2025」
・市民の皆様と記念の年をお祝いするための「記念パレード」
・郷土の歴史への理解促進を図るため「郷土博物館リニューアル」や「郷土教育のための
デジタルコンテンツの制作」
・次世代の人材育成のための「高校生を対象としたアントレプレナーシップ教育事業（海外
派遣プログラム）」など。

千葉開府900年記念が、市民にとって千葉市のまちの歴史を振り返る機会になると思いま
すか。

千葉開府900年記念が、市民にとって千葉市のまちの未来を考える機会になると思います
か。
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Q12：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
そう思う 100 5.8%
どちらかといえばそう思う 459 26.7%
どちらともいえない 673 39.2%
どちらかといえばそう思わない 322 18.7%
そう思わない 164 9.5%

Q13：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
親しく付き合っている 63 3.7%
毎日挨拶をする程度の付き合いはある 70 4.1%
たまに会話をする（週に2～3日程度） 110 6.4%
ほとんど会話をしない（月に1～2回程度） 307 17.9%
周りに外国人（外国人の方は日本人）はいるが、特に言葉を交わさ
ない

454 26.4%

周りに外国人（外国人の方は日本人）はいない 714 41.6%

Q14：

（「理由」以外は1つだけ必ず選択。理由を記載する場合は、
「理由」も選択し記述。）（入力必須） [n=1,718]

そう思う 407 23.7%
どちらかといえばそう思う 695 40.5%
どちらともいえない 401 23.3%
どちらかといえばそう思わない 83 4.8%
そう思わない 132 7.7%
理由（　　　　　　　　）※30字以内 233 13.6%

Q15：

（いくつでも）（入力必須） [n=1,718]
習慣や文化の違いから、トラブルが起こるおそれがある 974 56.7%
治安が悪化するおそれがある 821 47.8%
多様性に富んだ社会になる 630 36.7%
外国の言葉や文化などを学ぶ機会が増える 630 36.7%
就業の現場で、労働力不足の解消に貢献している 582 33.9%
教育現場において、児童生徒が多様な文化に触れることができる 504 29.3%
地域経済の活性化、発展に繋がる 373 21.7%
地域の国際化に貢献する 320 18.6%
教育現場において、外国人児童生徒への対応に時間がとられる 244 14.2%
日本固有の文化が損なわれる 232 13.5%
日本人の労働の場が失われる 148 8.6%
特に影響は無い 41 2.4%
わからない 69 4.0%
その他（　　　　　　　　）※50字以内 43 2.5%

次に、「外国人との多文化共生」についてお聞きします。
あなたは、外国人と日本人の互いの生活習慣や文化などへの理解が進んでいると思いま
すか。

あなたは、普段生活をしていて、外国人（外国人の方は日本人）と会話する機会はどのくら
いですか。

あなたは、これから外国人と日本人の交流をもっと進めた方が良いと思いますか。理由も
記載いただける場合は、「理由（　　　　　　　　）※30字以内」をチェックし記述してください。

あなたは、地域社会に住む外国人が増えることについてどう思いますか。
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Q16：

（いくつでも）（入力必須） [n=1,718]
外国人に対する差別意識や偏見をなくす 871 50.7%
日本で生活するルールを守るように外国人に呼びかける 825 48.0%
外国の言葉や文化、習慣を学ぶ 670 39.0%
周囲の外国人と積極的にコミュニケーションをとる 623 36.3%
日本語や日本の文化の多様性を日本人自らが知る 520 30.3%
地域住民との交流や地域の活動に外国人の参加を呼びかける 406 23.6%
「やさしい日本語」（※9）を学ぶ 394 22.9%
外国人の労働面での待遇を改善する 229 13.3%
わからない 83 4.8%
その他（　　　　　　　　）※30字以内 48 2.8%
特にない 88 5.1%

Q17：

（いくつでも）（入力必須） [n=1,718]
日本の習慣、生活ルールを学ぶ 1,363 79.3%
日本と自分の国の違いを理解する 1,165 67.8%
日本語や日本の文化を学ぶ 911 53.0%
地域住民との交流や地域の活動に参加する 571 33.2%
地域の人に外国の言葉や文化、習慣を教える 459 26.7%
生活の中で感じたことを提案、発言する 411 23.9%
わからない 58 3.4%
その他（　　　　　　　　）※30字以内 34 2.0%
特にない 47 2.7%

Q18：

（いくつでも）（入力必須） [n=1,718]

外国人に対し、日本での生活ルール（ごみ出しなど）の周知啓発を
図る

1,187 69.1%

入国直後に、日本での生活ルールや習慣についてのオリエンテー
ションを実施する

721 42.0%

日本人と外国人の交流の場を作る 631 36.7%
外国人に、多文化共生に関する意識啓発や国際理解を促す 586 34.1%
外国人に対し、日本語の学習を支援する 555 32.3%
外国人に対する相談体制や情報提供を充実する 520 30.3%
日本人に、多文化共生に関する意識啓発や国際理解を促す 517 30.1%
外国人の子どもに対する教育を充実させる 390 22.7%
日本人に対し、外国の文化・習慣に直に触れる機会を充実させる 378 22.0%

外国人に対し、地域社会のイベントや活動に積極的に参画するよう
に促す

337 19.6%

企業に対し、外国人の労働環境に係る改善や意識啓発を促す 294 17.1%
日本人に対し、「やさしい日本語」の周知啓発を図る 266 15.5%
わからない 63 3.7%
その他（　　　　　　　　）※50字以内 47 2.7%
特にない 55 3.2%

多文化共生社会を実現するために、日本人ができることはありますか。

【選択肢補足】
※9 難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。
（日本語の持つ美しさや豊かさを軽視するものではなく、外国人、高齢者や障害のある人
など、多くの人に日本語を使ってわかりやすく伝えようとするもの）
（例：「今朝」⇒「今日の朝」、「欠席する」⇒「休みます」）

多文化共生社会を実現するために、外国人ができることはありますか。

多文化共生社会を実現するために、行政が力を入れるべき取組みはありますか。
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Q19：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
はい 1,423 82.8%
いいえ　→Q25へ 295 17.2%

Q20：

（いくつでも）（入力必須） [n=1,423]
台所 1,348 94.7%
寝室 876 61.6%
階段 240 16.9%
その他の部屋 531 37.3%

Q21：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,423]
半年以内に実施した 514 36.1%
半年より前に実施した 463 32.5%
実施していない 217 15.2%
わからない・覚えていない 229 16.1%

Q22：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,423]
知っていた 947 66.5%
知らなかった　→Q24へ 476 33.5%

Q23：

（いくつでも）（入力必須） [n=947]
マンション・アパート等の管理組合・管理会社 283 29.9%
ちば市政だより 274 28.9%
メーカー 194 20.5%
メーカーや行政のホームページ 147 15.5%
商品の説明書 110 11.6%
消防訓練・防火防災訓練 102 10.8%
住宅関係の業者 88 9.3%
テレビ 87 9.2%
ガス会社 80 8.4%
町内自治会の回覧 72 7.6%
新聞広告 54 5.7%
消防のイベント（消防フェアや消防出初式など） 43 4.5%
知人 24 2.5%
掲示版（町内自治会や公民館など） 16 1.7%
メーカーや行政のX 12 1.3%
メーカーや行政のFacebook 4 0.4%
メーカーや行政の動画配信（YouTubeなど） 4 0.4%
その他 72 7.6%

最後に、「住宅火災警報器」についてお聞きします。
ご自宅に住宅用火災警報器を設置していますか。

どこに設置していますか。

住宅用火災警報器の作動確認をいつ実施しましたか。

住宅用火災警報器は電子部品の寿命により火災を感知しなくなることがあるため、設置か
ら10年を目安に、本体の交換が推奨されています。知っていましたか。

Q22について、何で知りましたか。
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Q24：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,423]
すでに取り替えた　→Q26へ 414 29.1%
取り替える予定　→Q26へ 640 45.0%
取り替えない 369 25.9%

Q25：

（いくつでも）（入力必須） [n=664]
マンション・アパート等の管理組合・管理会社等に任せている 245 36.9%
値段が高い 146 22.0%
自分で設置・交換できない 143 21.5%
設置・交換方法がわからない 123 18.5%
面倒なため 112 16.9%
効果に疑問を感じる 71 10.7%
まだ作動するため 66 9.9%
処分の仕方がわからない 55 8.3%
販売場所がわからない 52 7.8%
その他 42 6.3%

Q26：

（1つだけ）（入力必須） [n=1,718]
知っていた 443 25.8%
知らなかった 1,275 74.2%

設置から約10年経った住宅用火災警報器を取り替えようと思いますか。

（Q19で「いいえ」、Q24で「取り替えない」と回答した方）
その理由は何ですか。

連動型住宅用火災警報器※10を知っていましたか。
※10 火災を感知した警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての警報器が信号を
受けて、警報を発する仕組みの住宅用火災警報器。
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Q14： あなたは、これから外国人と日本人の交流をもっと進めた方が良いと思いますか。

【そう思う（理由） 主な意見 】

・ 外国人の犯罪が増えているのでお互いがもっと歩み寄る必要がある。 (5件)

・ お互い快適に生活する為に、習慣やルールについて理解しあうことが必要。

・ 海外の方も多く見かけるようになり、私たちももっと理解して交流したい。

・ 外国の情報の習得、日本へ来た理由、地球温暖化に関する情報の理解。

・ 観光や転入で外国人が増えた時に交流はなくてはならないと思うから。

・ 特に若い世代が思い込み無く多国籍の人と交流する事が大事だと思う。

・ お互いの国の文化の違いを知り合うことで理解し合えると思うから。

・ お互いの理解があった方が親しみが湧くし生活が豊かなものになる。

・ 外国に簡単に行き来できる現代では、外国人と会う機会が多いから。

・ 外国の人にも日本のマナーを知ってほしい。地べたに座らないなど。

・ 世界平和と繁栄のため異文化や異教徒への理解と寛容の基本だから。

・ 日本は少子高齢化で労働力不足。外国人なしに経済は成り立たない。

・ 日本人の人口減少時代に外国人との交流の重要性が増すと思うので。

・ 日本人は減っていく。外国人が来てくれないと社会が成り立たない。

・ 東京都心と成田空港の中間点にあり千葉市に宿泊する外国人が多い。

・ グローバルな知見を持ったほうが、より良い千葉市を創造できる。

・ 交流を進めれば、外国が日本の、日本が外国の理解が進むと思う。

・ 今後 外国の人が多くなっており避けて通れない時代になるため。

・ 今後ますます外国人が増えて行くと思うので、仲良くやっていく。

・ 人口減少に対応するため、外国人と共生することが必要と考える。

・ 超高齢化社会、人材不足の昨今、外国人人材の活用は必須のため。

・ 日本人の人口減少が進み、外国人労働者に頼らざるを得なくなる。

・ これからの日本はもっと世界に目を向けて行かないといけない。

・ そう遠くない将来、日本人だけでは生産活動に支障が出てくる。

・ 郷に入らば郷に従えという、国際的な基本を学んで欲しいから。

・ 空、海の出入口。都心隣接の好位置にあり、今後の発展のため。

・ 互いの文化や習慣を知る事で漠然とした不安を解消出来るはず。

・ 自治会活動への理解が足りず、互いの習慣に戸惑うことがある。

・ 日本か外国かという区分けした考えでは、今後やっていけない。

・ 日本在住、また観光で訪れる外国人が増えていると感じるから。

・ 日本人には「自分と異なる相手」を受け入れる障壁が高いから。

・ ここでいう交流とは、外国人の日本文化に対する理解を指す。

・ 外人の比率が上がっており、大事な働き手になりそうなので。

その他
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・ 今後は好き嫌いにかかわらず、外国人労働者が増えてくる為。

・ 人口減少で外国の人に頼らなくてはいけないときが来るから。

・ 「国籍」によって何かを制限しない方がいいと思ったから。

・ 交流すれば理解が進み、マイナスな誤解が減ると思うので。

・ 違いが多いことは刺激になり新しいことが生まれるから。

・ 人口が減り続けて、日本国が衰退の一途をたどってます。

・ 人口減少に加え、開かれた日本が、日本の発展に繋がる。

・ インバウンドの時代ですので、英会話教室も進めたい。

・ これから益々外国人との交流が必要になってくるので。

・ 外国人との交流によって国際色豊かな日本となるため。

・ 国によっていろいろな文化風習暮らし方があるので。

・ 国際社会と言われる中、交流は不可欠だと思うので。

・ 純粋の日本人だけでは日本の産業は支えていけない。

・ 人材不足の改善に外国人の雇用が必要だと思います。

・ 日本の将来に多国籍の人材との共生が不可欠だから。

・ これからはグローバルな人材が求めらているから。

・ もうとっくに必要な状況になっていると思うから。

・ 国際社会と言っていても英語も喋れない文化だし。

・ 視野を広げ、より良い人間関係の形成に役立つ為。

・ 日本に外国人が来るのは(移住含む)必須だから。

・ 一部の国の方のマナーは他の国とかけ離れている。

・ 同じ地域に住む住人としてもっと交流したい。

・ 外国を理解することで、日本を改めて知る。

・ 外国人の市内居住人口が数％に達している。

・ 日本だけで完結できる世の中ではないので。

・ 日本語でコミュニケーションできれば良い。

・ いろいろな国と交流することは大事です。

・ グローバリゼーションを体感できる好機。

・ 互いに理解を深め、尊重し合えるように。

・ 日本にくるなら習慣を覚えてもらうべき。

・ 外国人に地域のルールを守らせるため。

・ 今後接する機会が多くなると思うので。

・ 自国の利益だけを考えたら未来は無い。

・ 人として区別しないのが人の姿だから。

・ 人口減少が続く中で必要だと思うから。

・ 子供たちの教育上でも交流は深めたい。

・ 今後も、外国人は増えると思うから。
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・ 地球のどこにでも行ける時代だから。

・ 日本のことを、もっと知ってほしい。

・ お互いを知ることが大切だと思う。

・ これからもっと増えると思うので。

・ 今後もっと共存共栄が必要になる。

・ 今後労働力がさらに不足するから。

・ 地球人としてみんな仲良くしたい。

・ 同じ人間として壁は作りたくない。

・ 日本の常識を理解してもらうべき。

・ 旦那が外国人で学校教員なので…

・ 生活していく中で協力が必要。

・ 日本人だけでは成り立たない。

・ 人口減に対応していくため。

・ グローバルな時代だから。

・ 今後国際は更に進むから。

・ 優秀な人材確保のため。

・ 国際化に必須条件。

・ 国際交流の為。

・ 文化の交流。

・ 相互理解。

・ 犯罪防止。

【どちらかといえばそう思う（理由） 主な意見 】

・ 外国の方は日本に来るのに勉強してきています。もっと日本人も理解が必要。

・ 働く上で外国の方は増えており、これからますます増えると思うから。

・ 異文化交流は大切だと思うが、日本が日本でなくなってしまいそう。

・ 外国人による犯罪が我が町で昨年発生し、不安が広がっているため。

・ 外国人に限らず相互理解は重要。外国人は特に理解不足からなので。

・ 現在、身近に外国人の方がいて、日本に親しみを持ってもらいたい。

・ 交流することで日本の習慣や考え方を知ってもらったら良いと思う。

・ 交流を持つことで困り事を減らし、犯罪も減るのではないかと思う。

・ 人口が減る中で、外国人労働者受け入れはこれから重要になるため。

・ 生活する上での考え方や食生活、住環境等の違いに触れられるから。

・ 良い文化を取り入れる為には良いが、身勝手がすぎる外国人はだめ。

・ 近くにいたら接するが機会がなければ、人種で交流するか決めない。

・ 海外出身者が馴染めなそうな表情を浮かべていると、切なくなる。
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・ 互いの価値観を知り、共生する上で互いに譲り合う点を模索する。

・ 国によって文化や慣習が違う事を学べば、不要な諍いはなくなる。

・ 子育てで繋がりが(乳幼児から小・中学校に通う外国人）が増加。

・ 日本は人口が減っているので外国人も日本に住んでいた方が良い。

・ お互いの理解を深めようと思わない限り交流は生まれないと思う。

・ いろんな文化の人と交流し、視野を広げるのはいいと思うので。

・ お互いの理解を深めることで余計ないさかいが減ると思うので。

・ これからの国際化による社会活動の中で益々必要性が高くなる。

・ 駅やバス停の使い方、行き先をわかりやすく伝える必要がある。

・ 縁あって日本に住むことになった外国人と仲良くした方が良い。

・ 人口減少で国内市場に限界もあり、インバウンドが必要だから。

・ 人口減少により日本人だけでは生活できないと予測されるから。

・ 日本の労働人口減少の際に外国人のサポートは必須と考えます。

・ 外国人に日本の価値観を押し付ける差別解消に役立つなら必要。

・ 外国人のどう地域と関わりたいと思っているか分からないため。

・ 出稼ぎ感覚で住んでいる人が交流を望んでいるのは不明なので。

・ 日本の文化、習慣、規律を理解して頂く場になれば良いと思う。

・ これからたくさんの外国人が日本に居住するようになるから。

・ 海外からの刺激を受けて知識や技術を上げて発展させるべき。

・ 日本国民が減少していくなか、外国人も大切な人材だと思う。

・ あいさつしたりできれば､親しみがわいていくと思うから。

・ 交流は進めるべき。だからといって外国人への優遇は反対。

・ 生活習慣や価値観、文化の違いなど理解しあうことが必要。

・ 日本に在住の共同生活者として互いに意見交流は必須では。

・ お互いの国の文化について、理解が深まれば良いと思う。

・ 訪日外国人が増加する中、積極的な交流をすべきである。

・ 同じ国同士で固まって犯罪に走るのを防ぐ効果がある。

・ 同じ地域で生活しているので相互理解は必要だと思う。

・ 防犯面でもコミュケーションを取った方が良いと思う。

・ 「言葉の壁」を越えることができるかどうか、難しい。

・ 外国人の人が増えてきているので異文化交流したい。

・ 幼稚園や学校でもクラスに外国人がいる時代なので。

・ 個人の価値観やコミュニケーション能力によるため。

・ 国際化が進んでいるが、治安や生活への影響が心配。

・ 外国の人は自国の言葉で話していて話しかけにくい。
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・ 同じ土地に住んで一緒に生活をしているのだから。

・ 生活文化の問題とかあるので，難しいと思います。

・ マナー、ルールをきちんと知らせてあげるべき。

・ 外国との関わりは、進展するのが自然の方向です。

・ 首都圏以外の日本のことも、よく知ってほしい。

・ 日本の生活ルールを理解してもらい共生したい。

・ 外国人による日本での事件が増加しているため。

・ 地域のルールやマナーを知って守ってほしい。

・ ゴミ出しルールや生活マナーを教えるべきだ。

・ 相手がどの様に望んでいるのか分からない為。

・ 自然に話せるコミュニティーがあると良い。

・ 相手の文化を知って相互理解が進むと思う。

・ 日本の文化やルールを知ってもらうために。

・ インバウンドで外国人が沢山来てるから。

・ 外国人の人と共存していかざるを得ない。

・ 知らないと怖いと感じることがあるから。

・ 日本人が政府のせいで減少しているため。

・ 異文化や様々な国の国民性を知るため。

・ 国際交流がますます日常化になります。

・ 外国人と一括りにしてしまう事が問題。

・ トラブルは理解不足から始まるから。

・ 外国人の背景が多様化しているので。

・ 人と人は互いを知り合えるのが良い。

・ 日本人だけでは経済が成り立たない。

・ これからの少子化にとって必要。

・ 今後、益々外国人が多くなる為。

・ 様々な考え方を習得できるから。

・ 「世界は一つ」の実践のため。

・ 昼も夜もうるさくて近所迷惑。

・ 外国人が増えているから。

・ 日本人との交流が先かな。

・ 必要なら交流を進めたい。

・ 他市の事例がひどいから。

・ 人口減少の対策として。

・ 相互理解が必要だから。
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・ なかなか難しい問題。

・ それが普通だから。

・ 世の中の流れ的に。

・ 必要があれば。

・ なんとなく。

・ 自由だから。

・ 情報不足。

【どちらともいえない（理由） 主な意見 】

・ 近くにいたら接するが機会がなければ、人種で交流するか決めない。

・ お互いの理解を深めようと思わない限り交流は生まれないと思う。

・ 外国人に日本の価値観を押し付ける差別解消に役立つなら必要。

・ 外国人のどう地域と関わりたいと思っているか分からないため。

・ 出稼ぎ感覚で住んでいる人が交流を望んでいるのは不明なので。

・ 日本の文化、習慣、規律を理解して頂く場になれば良いと思う。

・ 「言葉の壁」を越えることができるかどうか、難しい。

・ 個人の価値観やコミュニケーション能力によるため。

・ 国際化が進んでいるが、治安や生活への影響が心配。

・ 生活文化の問題とかあるので，難しいと思います。

・ 外国人による日本での事件が増加しているため。

・ ゴミ出しルールや生活マナーを教えるべきだ。

・ 相手がどの様に望んでいるのか分からない為。

・ 外国人と一括りにしてしまう事が問題。

・ 昼も夜もうるさくて近所迷惑。

・ 日本人との交流が先かな。

・ 必要なら交流を進めたい。

・ 他市の事例がひどいから。

・ なかなか難しい問題。

・ 必要があれば。

・ 情報不足。
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【どちらかといえばそう思わない（理由） 主な意見 】

・ 在住している外国人にはその地域のルールをしっかりと守ってもらいたい。

・ 労働力としての外国人の安易な受け入れは社会の不安定化に繋がる。

・ 日本で暮らし続けるつもりなら、文化・暮らしを学んで欲しい。

・ 偏見なく付き合ってきたが、犯罪を犯す訪日人が多くなった。

・ 日本語が話せて日本の法律守る相手なら持っても良いが。

・ 外国人と一括りで考えるべきではないと思う｡

・ 郷に行っては郷に従えを浸透してほしいから。

・ 日本の良さを破壊して正当化して欲しくない。

・ 郷に入っては郷に従える外国人は歓迎する。

・ マナーの悪い外国人が増えているから。

・ その外国人にもよるため。

【そう思わない（理由） 主な意見 】

・ 治安が悪くなる。　（2件）

・ 「外国人との多文化共生」は間違っているので進めるべきではない。

・ 外国人の数が多すぎて馴染めない、良くない話を聞いたりするので。

・ 治安の悪化。ルールや法令を守らない外国人がすでに多くみられる。

・ 全くルールを守らない。ゴミ出し、電車、スーパー街の治安が最悪。

・ 他市の二の舞いになる前に不法滞在者を直ちに排除するシステム。

・ まず郷に入っては郷に従え日本文化を外国人が理解するべき。

・ 外国人との共生よりも日本人を大切にするほうがよほど大事。

・ 習慣や倫理観が違いすぎる上に、日本人に譲歩を求めすぎる。

・ 日本人の慣習を理解しようとしない外国人が多く迷惑だから。

・ 日本に適応しようとする外国人以外は受け入れなくてよい。

・ 歴史の経緯からして、日本人の気質は内向的だと思うから。

・ 特に美浜区の治安、モラルの悪化を懸念する。もう限界。

・ 日本人低所得層の仕事を奪う結果になると思われるため。

・ 文化の違いで理解し合うことは難しいと感じているから。

・ 外国人に土地を売らないで欲しい。侵略されたくない。

・ 外国人が増えすぎたことで、治安が悪くなっている。

・ 日本の文化・習慣を外国人は理解できるはずがない。

・ 外国人の犯罪が増えている。増やさないでほしい。

・ 特別なことではないと思う。日本人とも話さない。

・ 日本人のようにマナーやルールを守らないから。
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・ 先入観となる国で分ける必要がありますか？

・ 名前だけの国際化。グローバル化は不必要。

・ 日本に住む以上、決まりを守ってほしい。

・ 文化が違いすぎる。日本人は優し過ぎる。

・ 外国の文化を理解するのは難しい。

・ 日本の良き文化が失われる。

・ 日本人を大切にしてほしい。

・ 価値感が合わないから。

・ 外人好きじゃない。

Q15： あなたは、地域社会に住む外国人が増えることについてどう思いますか。

【その他 主な意見 】

・
既に公共掲示物に無駄に外国語が入り、無駄なコストがかかっている。見るほうは日本語
が見にくくなっている。

・
外国籍議員、市長が誕生すると戦争によらない土地侵略が可能に。多様性を一歩深く考
え市民を守ってほしい。

・
「外国人との多文化共生」は間違っている。外国人が日本語を話し日本の文化に適応する
努力をすべき。

・
住んでいる所に移民が増えて、治安の悪化にうんざり。まずは増やすなら増やすなりの政
策を取るべき。

・
現在の免許、医療、生活保護制度等に見られる優先的で過剰な外国人保護制度は即刻
中止すること。

・ 外国人が地域に増えることは否定しない。ただ外国人による犯罪も増えているのも事実。

・ 外国人とひとくくりで表現するのは良くない。危険な者もいるし、そうでない者もいる。

・ 納税などに比べて医療や行政のリソースを大きく消費している。住民にはリスクも高い。

・ 労働不足の解消になる反面、同種の仕事をしている日本人の賃金が抑えられてしまう。

・ 美浜区には多くの外国人が居住しているのだからルールの注意喚起を掲示すべき。

・ 不合理な待遇改善が行われず相対的評価によって正当な賃金が払われていない。

・ 食生活の違いゆえなのか、体臭の気になる場合が少なくなく生活環境を害する。

・ 外国人と一括りにしない方が良いのでは？出身国や人によって違うと思う。

・ 良い点も悪い点もあるだろうが全体として致命的な問題は生じないと思う。

・ 行政が多様性や、外国人に対する対応を勘違いすることに懸念している。

・ 地域に差別的な日本人が多いと、排外主義など人権侵害につながる。

・ トラブルは起こるが、日本人が外国に行っても同じ。お互い様。

・ 医療助手にも外国人多数。日本は既に日本人だけで回らない国。

・ 生活ルール等は守ってもらう。日本人でもルール破りはいる。

・ 医療や福祉を大して税金も払わないくせに、使われるのが嫌。

・ 移民を入れた国は全て争いことが増え、疲弊している。
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・ 日本について事前に学ばずに来日する人が多すぎる。

・ 行政のコストが上昇し、既存のサービスが悪化する。

・ ゴミ出しルールを無視され迷惑を沢山受けている。

・ 外国人児童生徒への対応力に優れた人材も育つ。

・ 移民が増え日本人の権限や価値観が失われそう。

・ 公共のマナーが守れないため町が汚れる。

・ 貢献ではなくて、逆の立場にならないか？

・ これからの時代、共生社会になるから！

・ 資源ごみの洋服が外国人に荒らされる。

・ ハーフ、クォーターが増えてしまう。

・ 郷に入れば郷に従える人なら大歓迎。

・ 外国人対応が市民より手厚くなる。

・ 人口が増え、若い人が増える。

・ 日本人の権利が喪失される。

・ 日本人への保証が悪くなる。

・ 治安が悪化する恐れがある。

・ 悪影響の方が圧倒的に多い。

・ 川口市がモデルケース。

・ いいことは殆どない。

・ 治安が心配。

Q16： 多文化共生社会を実現するために、日本人ができることはありますか。

【その他 主な意見 】

・ 怖れは無知が生む。翻訳ソフトを介しても話し合えば同じ人間とわかる。

・ 多文化共生社会を目指してはいけない。日本の文化への適応が最初。

・ 役所や税務署、病院の英語対応（万が一の際、本当に苦労します）。

・ 特定技能実習制度など根本的に見直すべき。地域負担の軽減を図る。

・ 自販機を例にとってみても英語表記がないので困っている人がいた。

・ 分かりやすく伝えるためにイラストなどを多用したポスターチラシ。

・ イベントなどでなく、日常的に外国人と接する機会がなければ何も。

・ 日本側が下に出る行為は不法な外人を増長させるリスクが高まる。

・ 外国の文化を学び、日本でやってはいけない文化・習慣を指摘する。

・ 平易な日本語の制度化は日本語のメリットや文化の喪失に繋がる。

・ 日本人は日本人らしく生活すること、アイデンティティを大事に。

・ 外国人に配慮する余裕があるなら棄民された氷河期世代を救え。

・ 日本人が外国人に合わせる必要はない。郷に入りては郷に従う。
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・ カタカナ英語ではないネイティブに通用する英語を身につける。

・ 多文化尊重より日本の単一文化に馴染んでもらわないと危険。

・ 外国人に日本の税金を使いすぎているので日本人に使うべき。

・ 日本で生活するルールの一方的な押しつけをもっと減らす。

・ ルールを守らない外国人は教育しても守らないので不可能。

・ 日本の文化を理解せず自分の論理で動く者は去ってもらう。

・ 外国人には千葉市は勿論、日本から退去してもらいたい。

・ 入管にはしっかり送還してもらい、領土を守って欲しい。

・ ここは日本で千葉市、日本の文化を守る努力をすべき。

・ 日本に住む外国人には、日本のやり方に従ってもらう。

・ 納税していない外国人まで市民として扱う必要がない。

・ 意思表示をしてほしくないことは明確に拒否する。

・ 多文化共生を目指すこと自体が良いとは思えない。

・ 不法滞在者は排除する。敵法な外国人と区別する。

・ 外国人コミュニティーの存在を日本人が知ること。

・ 必要ない。相手国の文化を理解し、尊重すべき。

・ 国の政策を変更しない限りは難しいと思います。

・ まずは外国人に郷に入っては郷に従ってほしい。

・ 向こうが合わせるべき。嫌なら自国に帰るべき。

・ 外国の文化を千葉市に持ち込ませない。

・ 国籍に関係なく傷病者への理解の推進。

・ 治安悪化を防ぐための条例を整える。

・ 差別と区別の違いを明確に理解する。

・ 日本人を支える精神文化を認識する。

・ 多文化共生社会が必要とは思えない。

・ 日本に住むなら日本語を勉強しろ。

・ 日本に住む資格があることが大事。

・ 不法滞在者は速やかに強制送還。

・ 中国語・韓国語表示は止める。

・ 多文化共生する必要はない。

・ 郷に入れば郷に従えと思う。

・ スマホでなんとかなる。

・ 何のための国際化か？

・ 相手による。
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Q17： 多文化共生社会を実現するために、外国人ができることはありますか。

【その他 主な意見 】

・ 犯罪をしない。　（2件）

・ スーパーマーケットで気が変わった商品を別の棚に置いたりするマナーについて。

・ 多文化共生社会が必要とは思えない。外国人に期待することは無理。

・ 日本で言ってはいけない侮辱行為や言葉を使ったら名誉棄損である。

・ 同じ国同士の方達で、誰かにリーダー的な役割をお願いする。

・ 郷に入りては郷に従えを理解・実践する。日本語を使う。

・ 海外と国内の日本に関する報道の違いを日本人に教える。

・ 日本の文化や法律を知らない人が住むことが間違い。

・ 千葉市の予算で外国人を優遇しない。取締の強化。

・ 労働人口の補填的な外国人受け入れはやめるべき。

・ マナーがあるか能力の高い人だけ入国してほしい。

・ 不法滞在の外国人に対しては即刻国外追放すべき。

・ まずは簡単な日本語で挨拶するところから始める。

・ 必要ない。相手国の文化を理解し、尊重すべき。

・ 最低限の言葉とルールは学んでから移住すべき。

・ 多文化共生が、そもそも不要。日本人を守れ。

・ 最低限の日本語を話さなくては話にならない。

・ 納税していない外国人は自主的に帰国する。

・ 教える必要はない。母国に帰ってもらう。

・ 習慣や文化以前に、法令の周知は必要。

・ 人に迷惑をかけないことを気に留める。

・ 「日本人」になろうと努力する。

・ スマホの翻訳アプリを活用する。

・ 積極的にイベントに参加する。

・ 政治的な問題を持ち込まない。

・ 違法者は直ちに退去する。

・ ルールを守ってほしい。

・ 集団にならない。

・ マナーを守る。
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Q18： 多文化共生社会を実現するために、行政が力を入れるべき取組みはありますか。

【その他 主な意見 】

・
外国人への偏見がまだまだあると思う。そしてたくさん住みだすとどうしても同じ国同士で
コミュニティができる。

・
ゴミ出しなど、外国人はもとより日本人でも無理のあるルールを緩和する (多少の分別不
備を許容するなど）。

・
交通ルール(特に自転車）を守り危険運転を止めるよう指導頂きたいです。日本人も守って
いる人は少数ですが。

・
日本は、東京一極集中を是正して、少ない人口でゆったり暮らせる国づくりをすれば外国
人を増やす必要はない。

・
多文化を許すと結果的に法をより厳しくすることになり、日本人も外国の方も苦しくなるの
を理解してほしい。

・
「入国直後に日本での生活オリエンテーション」を実施する。とてもいい！地域でもやった
方がいい！

・
行政側が真の多様性、国際性を理解する。区別と差別の違いも分からないケースが他の
市町村に散見される。

・
千葉市を多文化共生都市として全面的に押し出し、毎月日本人と外国人が参加できるイ
ベントを開催する。

・
日本語の習得を必須にする。行政サービスは日本人のために使うべきで、外国人に使う
のは最後でよい。

・
帰化していない外国人に様々な制限を課して、生活を送る上で不利であることを認識させ
るべき。

・
地べたに座らない、写真に他人が映り込まないよう配慮するなど、身近な常識を伝えてほ
しい。

・ マナー違反や犯罪者の外国人には速やかに国外退去してもらい入国禁止とする。

・ 不法移民を強制送還、外国人への土地売買禁止。医療福祉は使用させない。

・ シンガポールが外国人家事労働者に導入しているような妊娠検査の導入。

・ 日本人が移住する時はその国のことについて勉強してから行きますよね。

・ 自国民の経済的安定が進めば外国人を受け入れる心の余裕もできる。

・ 外国人偏重の政策はやめて欲しい。無条件に国民健康保険に加入できるとか。

・ 役所や税務署、病院の英語対応（万が一の際、本当に苦労します）。

・ 外国人に対し、日本でやってはいけない自国の考え方を教示する。

・ 日本に住むなら、外国人に一定の日本語理解力を義務化すべき。

・ 納税していない外国人は市民サービスの対象外とする取り組み。

・ 日本の社会人に必須な知識を習得できる仕組みを提供する。

・ 日本の文化や法律を知らないのに千葉市に住むことが変です。

・ 子供が小さい時から差別、偏見についてしっかり教える。

・ ルールを守れない外国人は適性がないので帰国させる。

・ 多文化共生社会を実現するため←必要性がわからない。
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・ 外国人に自転車などの交通ルールをレクチャーする。

・ 保育士や先生方の負担を減らす努力をしてください。

・ 千葉市民として外国人の受け入れを望んでいない。

・ 行政はことあるごとに帰国を推奨してもらいたい。

・ 外国人の行動で困窮しているときの相談窓口。

・ 外国人をこれ以上増やさないで欲しい。怖い。

・ 外国人だからという理由だけで優遇しない。

・ 行政と企業がそれぞれの責任を全うする。

・ 外国人との触れ合い場を意識して作る。

・ 多文化共生社会が必要とは思えない。

・ 日本人と外国人の待遇を公平にする。

・ もう外国人を入れないでください。

・ 市民の税金を使わないで欲しい。

・ 緊急時の避難方法等を教える。

・ 税金は日本のために使うべき。

・ 英語を公用語の一つとする。

・ そもそも外国人を入れない。

・ 日本の法律を守らせる。

・ 今のままで良い。
・
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