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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

この調査は、変化する市民意識の動向と現在の多様な市民ニーズを統計的に把握し、今後の市

の施策・事業の検討、推進、評価の基礎データとして活用することを目的としている。 

 

２ 調査の方法 

（１）調 査 地 域  久留米市全域 

（２）調 査 対 象 者  久留米市に在住する満 18歳以上の人 

（３）サ ン プ ル 数  7,000人 

（４）抽 出 方 法  住民基本台帳からの無作為抽出法 

（５）調 査 方 法  郵送調査（郵送回収または、インターネット回答） 

（６）調 査 期 間  令和４年７月 21日～８月 19日 

（７）回 収 数 （ ％ ）  3,532票（50.5％）うちインターネット回答 970票 

（８）調査の企画と実施  企画 久留米市 協働推進部 広聴・相談課 

           実施 特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所 

 

３ 調査項目 

今回の意識調査は、１．行政施策 ２．運動・スポーツの習慣 ３．地域福祉 ４．こころの

健康 ５．環境 という５つのテーマについて実施した。 

 １．行政施策   久留米市への愛着度、住みやすさ、定住意向、市の状況をどう感じるかなど

について調査し、久留米市新総合計画に掲げる施策の目指す成果の達成状況を把握する基礎資料

として活用する。 

２．運動・スポーツの習慣   市民スポーツの充実を図るために、市民のスポーツに対する関心

や頻度、久留米市の運動・スポーツ施設に対する満足度などを把握する。 

３．地域福祉   地域福祉における現状を把握することで、地域福祉の充実への課題を探る。 

４．こころの健康   久留米市が取り組んでいるセーフコミュニティのうち、市民の不安や悩み

の状況を把握し、安心して暮らせるまちづくりを実現するための基礎資料とする。 

５．環境   環境に関する満足度や日常生活の活動状況について市民の意識を把握する。 

 



Ⅰ 調査の概要 

- 2 - 

◆設問概要図 
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安全安心のまちづくりを市との協働で進めていくこと（問10）
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４ 地域区分および回収状況 

地域別の特性をみるために、市全体を合計 11 のブロックに区分し分析を行っている。 

各ブロックに対応する小学校区および校区別の有効回収率は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効
回答数

山川 157       72         45.9       
山本 67         35         52.2       
草野 33         12         36.4       
善道寺 135       76         56.3       
大橋 41         24         58.5       
船越 35         12         34.3       
水縄 59         13         22.0       
田主丸 148       92         62.2       
水分 38         15         39.5       
竹野 58         16         27.6       
川会 39         15         38.5       
柴刈 39         16         41.0       
小森野 111       53         47.7       
合川 341       133       39.0       
宮ノ陣 229       130       56.8       
弓削 57         18         31.6       
北野 167       100       59.9       
大城 84         31         36.9       
金島 49         26         53.1       
西国分 434       304       70.0       
東国分 300       143       47.7       
御井 223       103       46.2       
上津 370       185       50.0       
高良内 252       127       50.4       
青峰 54         35         64.8       
荘島 120       68         56.7       
日吉 158       112       70.9       
篠山 196       90         45.9       
京町 141       58         41.1       
南薫 243       127       52.3       
長門石 145       64         44.1       
鳥飼 252       96         38.1       
金丸 313       88         28.1       
南 395       180       45.6       
津福 269       177       65.8       
安武 142       77         54.2       
荒木 311       176       56.6       
大善寺 170       91         53.5       
城島 101       60         59.4       
下田 21         7           33.3       
江上 62         28         45.2       
青木 46         16         34.8       
浮島 12         7           58.3       
西牟田 97         46         47.4       
犬塚 141       46         32.6       
三潴 145       118       81.4       

わからない・無回答 -           14         
全市 7,000     3,532     50.5       

東部A

東部B
（田主丸）

南西部

西部A
（城島）

西部B
（三潴）

北部A

北部B
（北野）

中央東部

南東部

中央部

中央南部

ブロック 校区 配布数
有効回収
率（％）

有効
回答数

東部A 433       219       50.6       
東部B
（田主丸） 416       179       43.0       
北部A 681       316       46.4       
北部B
（北野） 357       175       49.0       
中央東部 957       550       57.5       
南東部 676       347       51.3       
中央部 1,003     519       51.7       
中央南部 1,229     541       44.0       
南西部 623       344       55.2       
西部A
（城島） 242       118       48.8       
西部B
（三潴） 383       210       54.8       
わからない・無回答 -           14         -           
全市 7,000     3,532     50.5       

有効回収
率（％）

ブロック 配布数



Ⅰ 調査の概要 

- 4 - 

◆ブロック地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 標本の構成 

 

 

 

 

 

（％）

男
性

女
性

回
答
し
な
い

無
回
答

1
8
・
1
9
歳

2
0
歳
代

3
0
歳
代

4
0
歳
代

5
0
歳
代

6
0
～

6
4
歳

6
5
～

6
9
歳

7
0
～

7
4
歳

7
5
歳
以
上

無
回
答

持
ち
家

（
一
戸
建
て

）

持
ち
家

（
集
合
住
宅
・
分
譲

マ
ン
シ

ョ
ン

）

賃
貸
住
宅

（
一
戸
建
て

）

賃
貸
住
宅

（
ア
パ
ー

ト
・

マ
ン
シ

ョ
ン

）

勤
務
先
給
与
住
宅

（
公
務
員

住
宅
・
社
宅
・
寮
な
ど

）

間
借
り

、
そ
の
他

無
回
答

3,532 1,533 1,981 - 18 47 337 441 640 634 372 401 492 161 7 2,172 352 135 776 55 33 9 
100.0 43.4 56.1 - 0.5 1.3 9.5 12.5 18.1 18.0 10.5 11.4 13.9 4.6 0.2 61.5 10.0 3.8 22.0 1.6 0.9 0.3 

東部A 219 43.8 55.7 - 0.5 1.4 7.3 13.7 18.3 19.6 12.3 14.2 9.1 4.1 - 80.4 0.5 3.2 14.2 0.9 0.5 0.5 

東部B
（田主丸）

179 46.9 53.1 - - 0.6 8.4 6.7 12.3 20.7 19.6 15.1 12.8 3.9 - 93.3 0.6 2.2 2.2 0.6 0.6 0.6 

北部A 316 41.5 58.2 - 0.3 1.6 16.5 11.1 19.6 17.1 12.0 8.2 8.5 5.1 0.3 50.3 4.7 5.4 37.7 1.3 0.6 - 

北部B
（北野）

175 46.3 53.7 - - 1.7 6.9 10.3 22.3 16.0 10.9 12.0 14.3 5.7 - 90.3 - 2.3 5.1 1.1 1.1 - 

中央東部 550 44.5 55.1 - 0.4 2.5 10.0 11.8 18.4 18.7 10.2 10.0 13.8 4.4 0.2 45.8 20.4 6.0 24.7 2.0 1.1 - 

南東部 347 41.5 57.9 - 0.6 0.9 10.4 14.4 17.3 15.0 7.5 11.0 17.6 6.1 - 69.7 1.2 4.0 19.9 3.5 1.4 0.3 

中央部 519 44.9 54.7 - 0.4 0.4 9.6 13.7 18.1 19.7 11.2 13.5 10.6 3.3 - 34.3 29.5 3.1 30.3 1.5 1.3 - 

中央南部 541 44.0 55.5 - 0.6 0.9 7.6 14.0 18.9 18.7 8.5 11.5 15.9 3.9 0.2 53.2 10.5 3.9 30.1 2.0 0.2 - 

南西部 344 42.4 57.0 - 0.6 1.7 11.9 11.3 16.9 15.7 9.6 10.5 16.3 6.1 - 73.5 2.6 3.2 17.2 1.2 2.0 0.3 

西部A
（城島）

118 43.2 56.8 - - - 10.2 9.3 19.5 16.9 9.3 8.5 20.3 5.9 - 88.1 - 0.8 11.0 - - - 

西部B
（三潴）

210 38.6 61.0 - 0.5 2.4 2.9 15.2 17.6 18.1 10.5 11.4 18.1 3.8 - 91.0 - 3.3 4.8 - 0.5 0.5 

わからない・
無回答

14 21.4 50.0 - 28.6 - 7.1 14.3 14.3 14.3 7.1 7.1 7.1 - 28.6 28.6 - - 42.9 - - 28.6 

住居形態

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（
ｎ

）

性別 年齢

全  体
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（内 WEB回答分） 

 

 

 

 

 

 

 

回収数
（票）

比率
（％）

回収数
（票）

比率
（％）

男性 496         51.1        18・19歳 29           3.0          

女性 474         48.9        20歳代 174         17.9        

回答しない -            -            30歳代 204         21.0        

無回答 -            -            40歳代 261         26.9        

50歳代 180         18.6        

60～64歳 62           6.4          

65～69歳 35           3.6          

70～74歳 24           2.5          

75歳以上 1            0.1          

無回答 -            -            

ｎ＝970

性
別

年
齢

ｎ＝970

回収数
（票）

比率
（％）

回収数
（票）

比率
（％）

男性 1,533     43.4       農林漁業 72         2.0        

女性 1,981     56.1       自営業 304       8.6        

回答しない -           -           給与所得者（常勤） 1,420     40.2       

無回答 18         0.5        パート・アルバイト（学生は除く） 574       16.3       

18・19歳 47         1.3        学生 122       3.5        

20歳代 337       9.5        家事に専念 399       11.3       

30歳代 441       12.5       無職 570       16.1       

40歳代 640       18.1       その他 59         1.7        

50歳代 634       18.0       無回答 12         0.3        

60～64歳 372       10.5       持ち家（一戸建て） 2,172     61.5       

65～69歳 401       11.4       持ち家（集合住宅・分譲マンション） 352       10.0       

70～74歳 492       13.9       賃貸住宅（一戸建て） 135       3.8        

75歳以上 161       4.6        賃貸住宅（アパート・マンション） 776       22.0       

無回答 7           0.2        勤務先給与住宅 55         1.6        

単身 459       13.0       間借り、その他 33         0.9        

夫婦のみ 826       23.4       無回答 9           0.3        

親・子（２世代） 1,799     50.9       ５年未満 310       8.8        

親・子・孫（３世代） 329       9.3        ５～10年未満 247       7.0        

その他 107       3.0        10～20年未満 433       12.3       

無回答 12         0.3        20～30年未満 568       16.1       

就学前の子どもがいる 411       11.6       30～40年未満 556       15.7       

小学生がいる 444       12.6       40年以上 1,412     40.0       

中学生がいる 286       8.1        無回答 6           0.2        

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268       7.6        

６５歳以上の人がいる 1,455     41.2       

障害者手帳を持っている人がいる 392       11.1       

上記にあてはまる人はいない 2,166     61.3       

無回答 12         0.3        

居
住
年
数

家
族
構
成

同
居
家
族

ｎ＝3,532

職
業

ｎ＝3,532

性
別

年
齢

住
居
形
態
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◇自治会（町内会）の加入状況 

 自治会（町内会）に「加入している」は 78.8％、「加入していない」は 13.3％である。 

平成 28 年度調査から比べると「加入している」割合は増加してきており、令和３年度調査に比

べて 4.6ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも「加入している」が８割弱と大差はみられない。 

【年齢別】年齢が高い層で「加入している」の割合が高くなる傾向がみられ、『65 歳以上』では９

割前後と高率となっている。 

【ブロック別】 「西部Ｂ（三潴）」で「加入している」が 94.3％と最も高く、次いで「東部Ｂ（田

主丸）」が 91.6％と９割を超えている。一方、「中央部」では 68.0％と最も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.8

74.2

70.7

13.3

16.4

18.0

7.6

8.8

9.9

0.4

0.6

1.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

平成28年度調査

（ｎ=1,764）

加入している 加入していない わからない 無回答

（％） （％）

加
入
し
て
い
る

加
入
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

加
入
し
て
い
る

加
入
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

3,532  2,782  468    267    15      3,532  2,782  468    267    15      
100.0  78.8   13.3   7.6     0.4     100.0  78.8   13.3   7.6     0.4     

男性 1,533  79.2   13.2   7.1     0.5     東部A 219    81.7   13.7   4.6     -       

女性 1,981  78.8   13.1   8.0     0.2     東部B（田主丸） 179    91.6   5.0     3.4     -       

無回答 18      38.9   33.3   -       27.8   北部A 316    71.8   16.8   11.1   0.3     

18～29歳 384    56.3   19.5   23.2   1.0     北部B（北野） 175    88.6   6.9     4.6     -       

30歳代 441    67.6   18.8   13.6   -       中央東部 550    74.4   16.9   8.0     0.7     

40歳代 640    77.5   14.4   8.1     -       南東部 347    81.8   10.4   7.5     0.3     

50歳代 634    79.8   14.4   5.0     0.8     中央部 519    68.0   19.5   12.1   0.4     

60～64歳 372    85.5   10.2   4.3     -       中央南部 541    74.7   16.8   7.9     0.6     

65～69歳 401    89.3   9.0     1.7     -       南西部 344    88.4   6.7     4.9     -       

70～74歳 492    90.9   8.3     0.6     0.2     西部A（城島） 118    85.6   7.6     6.8     -       

75歳以上 161    87.6   7.5     5.0     -       西部B（三潴） 210    94.3   3.3     2.4     -       

無回答 7       28.6   -       -       71.4   わからない・無回答 14      28.6   28.6   14.3   28.6   

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

自治会（町内会）への加入状況

全  体

年
齢
別

性
別

回
答
者
数

自治会（町内会）への加入状況

全  体
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◇「広報久留米」の閲読状況 

 「広報久留米」を「毎号必ず読む」が 34.7％、「ときどき読む」が 35.4％でこれらをあわせた『読

む』は 70.1％である。「まったく読まない」（15.2％）と「あまり読まない」（14.5％）をあわせた

『読まない』は 29.7％となっている。 

 令和３年度調査では、令和元年度調査と比較して『読む』割合が 4.5ポイント増えていたが、令

和４年度調査では 6.2 ポイント減と減少に転じている。「毎号必ず読む」の割合は令和４年度調査

が最も低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「毎号必ず読む」は「女性」が 37.5％と「男性」（30.9％）を 6.6ポイント上回り、『読む』

割合は「女性」が 72.7％で「男性」（66.8％）よりも 5.9ポイント高い。 

【年齢別】年齢が高くなるほど「毎号必ず読む」割合が高くなり、「75歳以上」では 60.9％となっ

ている。「ときどき読む」は「30歳代」と「40歳代」「50歳代」で約４割と高く、「まったく読まな

い」は『18～29歳』で 50.5％と最も高い。 

【ブロック別】「南西部」で「毎号必ず読む」が 40.1％と唯一４割を超えている。「まったく読まな

い」は「北部Ａ」で 18.7％と他のブロックに比べて高い。 

 

 

 

 

34.7

41.0

38.8

35.4

35.3

33.0

14.5

11.3

14.8

15.2

9.3

12.6

0.3

3.1

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

毎号必ず読む ときどき読む あまり読まない まったく読まない 無回答

『読む』 『読まない』

70.1

76.3

71.8

29.7

20.6

27.4

（％） （％）

毎
号
必
ず
読
む

と
き
ど
き
読
む

あ
ま
り
読
ま
な
い

ま

っ
た
く
読
ま
な
い

無
回
答

『
読
む

』

『
読
ま
な
い

』

毎
号
必
ず
読
む

と
き
ど
き
読
む

あ
ま
り
読
ま
な
い

ま

っ
た
く
読
ま
な
い

無
回
答

『
読
む

』

『
読
ま
な
い

』

3,532 1,224 1,251 512 536 9 2,475 1,048 3,532 1,224 1,251 512 536 9 2,475 1,048 
100.0 34.7 35.4 14.5 15.2 0.3 70.1 29.7 100.0 34.7 35.4 14.5 15.2 0.3 70.1 29.7 

男性 1,533 30.9 35.9 16.3 16.8 0.1 66.8 33.1 東部A 219 35.2 36.1 15.1 13.7 - 71.3 28.8 

女性 1,981 37.5 35.2 13.2 14.0 0.2 72.7 27.2 東部B（田主丸） 179 37.4 39.1 10.6 12.8 - 76.5 23.4 

無回答 18 50.0 16.7 - 5.6 27.8 66.7 5.6 北部A 316 28.8 37.0 15.2 18.7 0.3 65.8 33.9 

18～29歳 384 6.8 24.0 18.8 50.5 - 30.8 69.3 北部B（北野） 175 37.7 37.1 8.6 16.6 - 74.8 25.2 

30歳代 441 20.2 40.6 19.7 19.5 - 60.8 39.2 中央東部 550 34.9 33.1 15.3 16.7 - 68.0 32.0 

40歳代 640 25.2 40.3 18.6 15.8 0.2 65.5 34.4 南東部 347 35.2 35.2 14.7 15.0 - 70.4 29.7 

50歳代 634 32.0 39.0 16.2 12.8 - 71.0 29.0 中央部 519 33.5 35.1 15.8 15.4 0.2 68.6 31.2 

60～64歳 372 44.4 37.9 11.3 6.5 - 82.3 17.8 中央南部 541 32.5 34.8 17.2 15.0 0.6 67.3 32.2 

65～69歳 401 49.1 37.4 9.5 4.0 - 86.5 13.5 南西部 344 40.1 33.1 11.6 15.1 - 73.2 26.7 

70～74歳 492 57.9 28.7 8.5 4.5 0.4 86.6 13.0 西部A（城島） 118 33.9 40.7 12.7 12.7 - 74.6 25.4 

75歳以上 161 60.9 25.5 5.6 7.5 0.6 86.4 13.1 西部B（三潴） 210 37.6 38.6 15.2 8.6 - 76.2 23.8 

無回答 7 - 28.6 - - 71.4 28.6 - わからない・無回答 14 14.3 21.4 - 35.7 28.6 35.7 35.7 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

「広報久留米」の閲読状況

全  体

「広報久留米」の閲読状況

回
答
者
数

全  体

性
別

年
齢
別
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◇日常よく利用する移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車

徒歩

自転車

鉄道

バス

バイク（原動機付自転車を含む）

その他

無回答

84.3

37.3

22.7

16.3

14.8

3.9

0.9

0.3

0 50 100（％）

全体（ｎ=3,532）

【回答はいくつでも】
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６ 調査結果の表示方法 

◇回答は各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示している。また、小数点以下第

２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100％にならない場合がある。 

◇複数回答が可能な質問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方に

なるため、回答比率の合計が 100％を超える。 

◇クロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して

並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法であ

る。 

 なお、クロス集計表では、「18・19 歳」と「20 歳代」を合計し、『18～29 歳』として記載して

いる。 

◇文中の選択肢の表示は「 」で行い、選択肢のうち二つ以上のものを合計して表す場合は『 』

とした。その場合の数値については、選択肢の数値を合計したものである。 

◇数表、図表に示す選択肢はスペースの関係で文言を省略している場合があるので、巻末の調査

票を参照のこと。 

◇本調査における標本誤差は、回答者数（ｎ）と得られた結果の比率によって異なるが、単純無

作為抽出法を仮定した場合の誤差(95％は信頼できる誤差の範囲)は、下表のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

◇過去の調査で今回と同様の質問を行っている場合、随時その結果を掲載している。 

各テーマ別に比較した過去の調査は以下のとおりである。 

○行政施策 令和元年度・令和３年度 久留米市民意識調査 

○運動・スポーツの習慣 令和元年度 久留米市民意識調査 

○地域福祉 令和元年度 久留米市民意識調査 

○こころの健康 平成 29年度・令和３年度 久留米市民意識調査 

○環境 平成 30年度・令和元年度 久留米市民意識調査 

 

 

4,000 ±0.9 ±1.2 ±1.4 ±1.5 ±1.5

3,000 ±1.1 ±1.4 ±1.6 ±1.7 ±1.8

2,000 ±1.3 ±1.8 ±2.0 ±2.1 ±2.2

1,000 ±1.9 ±2.5 ±2.8 ±3.0 ±3.1

500 ±2.6 ±3.5 ±4.0 ±4.3 ±4.4

100 ±5.9 ±7.8 ±9.0 ±9.6 ±9.8

50%
（又は50%）

　　　　　　　各回答の
　　　　　　　　　比率(P)

回答者数(ｎ)

10%
（又は90%）

20%
（又は80%）

30%
（又は70%）

40%
（又は60%）
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Ⅱ 調査結果の分析 

１ 久留米市の住みやすさや愛着度について 

（１）久留米市の住みやすさ 

 

問１ あなたは、久留米市は住みやすいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

 久留米市について「住みやすい」（47.6％）と「どちらかといえば住みやすい」（45.5％）をあわ

せた『住みやすい』は 93.1％、「住みにくい」（1.2％）と「どちらかといえば住みにくい」（4.5％）

をあわせた『住みにくい』は 5.7％となっている。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査から「どちらかといえば住みやすい」の割合が年々増えており、結果『住みやす

い』の割合が約５ポイント増と、令和４年度調査が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『住みやすい』が９割強と同程度である。 

【年齢別】『住みやすい』はいずれの年代も９割を超えているが、内訳をみると『18～29歳』「30歳

代」「40歳代」の積極的な「住みやすい」は４割強で他の年代に比べて低く、『住みにくい』の割合

が比較的高い。 

【ブロック別】「東部Ａ」、「中央南部」、「中央東部」、「中央部」で『住みやすい』が約 95％と高く、

「西部Ａ（城島）」では 74.5％と最も低くなっている。 

【同居家族別】就学前から中学生を除く「18歳未満の子どもがいる」世帯で『住みやすい』が 95.2％

と最も高い。「就学前の子どもがいる」世帯では『住みにくい』が 7.1％と他の世帯に比べて高い。 

 

47.6

45.4

48.6

45.5

42.9

39.8

4.5

4.1

4.9

1.2

1.1

1.3

1.2

6.5

5.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

住みやすい どちらかといえば

住みやすい

どちらかといえば

住みにくい
住みにくい 無回答

『住み

やすい』
『住み

にくい』

93.1

88.3

88.4

5.7

5.2

6.2
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（％）

住
み
や
す
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

住
み
や
す
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

住
み
に
く
い

住
み
に
く
い

無
回
答

『
住
み
や
す
い

』

『
住
み
に
く
い

』

3,532   1,682   1,607   158     42       43       3,289   200     
100.0   47.6    45.5    4.5      1.2      1.2      93.1     5.7      

男性 1,533   47.6    45.2    4.2      1.4      1.5      92.8     5.6      

女性 1,981   47.7    45.7    4.7      1.0      1.0      93.4     5.7      

無回答 18       44.4    50.0    -        5.6      -        94.4     5.6      

18～29歳 384     44.3    47.7    5.5      1.8      0.8      92.0     7.3      

30歳代 441     41.5    51.9    5.0      1.6      -        93.4     6.6      

40歳代 640     44.7    47.3    5.9      0.8      1.3      92.0     6.7      

50歳代 634     51.1    42.6    4.6      0.9      0.8      93.7     5.5      

60～64歳 372     49.7    44.6    3.2      1.1      1.3      94.3     4.3      

65～69歳 401     49.4    43.1    4.7      1.5      1.2      92.5     6.2      

70～74歳 492     51.8    42.7    2.4      1.2      1.8      94.5     3.6      

75歳以上 161     47.8    44.1    3.1      0.6      4.3      91.9     3.7      

無回答 7        57.1    28.6    -        -        14.3    85.7     -        

東部A 219     46.6    48.4    2.7      0.5      1.8      95.0     3.2      

東部B（田主丸） 179     40.2    50.8    5.0      1.1      2.8      91.0     6.1      

北部A 316     49.7    43.4    4.1      1.9      0.9      93.1     6.0      

北部B（北野） 175     40.0    50.9    8.6      0.6      -        90.9     9.2      

中央東部 550     51.6    43.3    3.6      0.9      0.5      94.9     4.5      

南東部 347     45.2    48.4    2.6      1.7      2.0      93.6     4.3      

中央部 519     50.3    43.9    3.7      1.2      1.0      94.2     4.9      

中央南部 541     51.6    43.8    2.8      0.7      1.1      95.4     3.5      

南西部 344     50.6    43.0    3.8      1.2      1.5      93.6     5.0      

西部A（城島） 118     23.7    50.8    19.5    3.4      2.5      74.5     22.9     

西部B（三潴） 210     43.8    47.6    6.2      1.4      1.0      91.4     7.6      

わからない・無回答 14       42.9    35.7    21.4    -        -        78.6     21.4     

就学前の子どもがいる 411     42.1    50.1    5.6      1.5      0.7      92.2     7.1      

小学生がいる 444     46.6    46.8    4.1      1.1      1.4      93.4     5.2      

中学生がいる 286     43.4    48.6    6.3      0.3      1.4      92.0     6.6      

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     46.3    48.9    3.0      0.4      1.5      95.2     3.4      

65歳以上の人がいる 1,455   49.0    44.7    3.9      1.0      1.4      93.7     4.9      

障害者手帳を持っている人がいる 392     49.0    44.1    4.1      1.0      1.8      93.1     5.1      

上記にあてはまる人はいない 2,166   46.6    46.4    4.9      1.2      0.9      93.0     6.1      

無回答 12       41.7    41.7    -        -        16.7    83.4     -        

久留米市の住みやすさ

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

性
別

回
答
者
数

全  体

年
齢
別
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（２）まちの環境の満足度 

 

問２ あなたは、久留米市のまちの環境にどの程度満足していますか。 

（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 

 久留米市のまちの環境について、「満足」と「やや満足」をあわせた『満足』が高いのは「（ア）

自然環境の豊かさ」（86.9％）、「（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物の豊富さ」（83.7％）、「（ケ）

医療や福祉の充実」（81.3％）で８割を超えている。反対に「不満」と「やや不満」をあわせた『不

満』が高いのは「（コ）就業機会の多さ」で 35.4％と最も高く、その他「（カ）文化・芸術に身近に

ふれる機会や場の多さ」（29.4％）、「（ウ）公園など外で活動する場の多さ」（28.7％）、「（イ）通勤・

通学の便利さ」（28.4％）などで約３割と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全　体（ｎ=3,532）

（ア）自然環境の豊かさ

（イ）通勤・通学の便利さ

（ウ）公園など外で活動する場の多さ

（エ）住んでいる人の親切さ

（オ）治安のよさ

（カ）文化・芸術に身近にふれる
　　　機会や場の多さ

（キ）子育て環境のよさ

（ク）教育環境のよさ

（ケ）医療や福祉の充実

（コ）就業機会の多さ

（サ）新鮮な農産物やおいしい
　　　食べ物の豊富さ

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ

（ス）買い物や飲食など日常生活の
　　　便利さ

（セ）住宅事情のよさ

38.5

26.4

18.2

19.4

19.7

11.4

13.4

12.9

37.5

6.3

34.7

13.4

29.6

17.0

48.4

39.5

41.4

53.0

50.0

40.6

40.1

39.2

43.8

29.3

49.0

44.2

45.2

45.2

7.2

19.1

20.7

12.7

18.2

22.3

15.6

17.2

10.6

25.3

8.9

18.9

15.6

17.3

1.6

9.3

8.0

3.3

6.1

7.1

4.8

5.2

2.6

10.1

2.1

4.8

8.3

5.7

4.2

5.0

11.4

11.4

5.8

18.3

25.5

24.8

5.2

28.3

5.0

18.3

1.2

14.5

0.1

0.6

0.3

0.3

0.2

0.3

0.7

0.7

0.3

0.7

0.3

0.3

0.2

0.3

0% 25% 50% 75% 100% 『満足』 『不満』

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

86.9

65.9

59.6

72.4

69.7

52.0

53.5

52.1

81.3

35.6

83.7

57.6

74.8

62.2

8.8

28.4

28.7

16.0

24.3

29.4

20.4

22.4

13.2

35.4

11.0

23.7

23.9

23.0
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◇『住みやすい』と答えた人のまちの環境の満足度 

 久留米市を『住みやすい』と回答した 3,289人のまちの環境の満足度について、最も『満足』が

高かったのは「（ア）自然環境の豊かさ」（89.2％）、次いで「（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物

の豊富さ」（85.6％）、「（ケ）医療や福祉の充実」（83.2％）などが８割を超え、「（ス）買い物や飲食

など日常生活の便利さ」（77.3％）、「（エ）住んでいる人の親切さ」（74.4％）、「（オ）治安のよさ」

（71.6％）などが７割を超えている。 

 

 

 

 

 

全　体（ｎ=3,289）

（ア）自然環境の豊かさ

（イ）通勤・通学の便利さ

（ウ）公園など外で活動する場の多さ

（エ）住んでいる人の親切さ

（オ）治安のよさ

（カ）文化・芸術に身近にふれる
　　　機会や場の多さ

（キ）子育て環境のよさ

（ク）教育環境のよさ

（ケ）医療や福祉の充実

（コ）就業機会の多さ

（サ）新鮮な農産物やおいしい
　　　食べ物の豊富さ

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ

（ス）買い物や飲食など日常生活の
　　　便利さ

（セ）住宅事情のよさ

40.2

28.0

19.2

20.1

20.3

12.2

14.2

13.6

39.1

6.5

35.9

14.0

30.9

18.0

49.0

41.0

42.8

54.3

51.3

42.2

42.0

41.0

44.1

30.7

49.7

45.5

46.4

46.9

6.1

18.2

19.9

12.2

17.7

21.4

14.7

16.5

9.8

25.0

7.8

18.4

15.0

16.5

0.9

7.5

6.8

2.3

5.1

6.1

3.7

4.2

1.9

8.8

1.6

4.3

6.5

4.1

3.8

4.9

11.1

10.9

5.4

17.9

24.8

24.1

4.9

28.3

4.7

17.5

1.1

14.3

0.0

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

0.6

0.2

0.6

0.2

0.2

0.2

0.2

0% 25% 50% 75% 100% 『満足』 『不満』

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

89.2

69.0

62.0

74.4

71.6

54.4

56.2

54.6

83.2

37.2

85.6

59.5

77.3

64.9

7.0

25.7

26.7

14.5

22.8

27.5

18.4

20.7

11.7

33.8

9.4

22.7

21.5

20.6
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◇『住みにくい』と答えた人のまちの環境の不満度 

久留米市を『住みにくい』と回答した 200人のまちの環境の不満度について、最も『不満』が高

いのは「（イ）通勤・通学の便利さ」で 72.0％である。次いで「（ス）買い物や飲食など日常生活の

便利さ」（62.5％）、「（コ）就業機会の多さ」（60.5％）、「（セ）住宅事情のよさ」（60.0％）、「（ウ）

公園など外で活動する場の多さ」（59.0％）、「（カ）文化・芸術に身近にふれる機会や場の多さ」

（57.5％）などが６割前後であげられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全　体（ｎ=200）

（ア）自然環境の豊かさ

（イ）通勤・通学の便利さ

（ウ）公園など外で活動する場の多さ

（エ）住んでいる人の親切さ

（オ）治安のよさ

（カ）文化・芸術に身近にふれる
　　　機会や場の多さ

（キ）子育て環境のよさ

（ク）教育環境のよさ

（ケ）医療や福祉の充実

（コ）就業機会の多さ

（サ）新鮮な農産物やおいしい
　　　食べ物の豊富さ

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ

（ス）買い物や飲食など日常生活の
　　　便利さ

（セ）住宅事情のよさ

14.5

5.5

2.5

9.5

8.0

0.0

1.0

2.5

15.0

1.5

16.5

4.5

7.5

2.5

40.0

17.0

22.5

34.5

30.5

19.0

12.5

13.0

39.0

10.0

39.0

24.5

28.0

19.5

24.0

31.5

32.0

21.0

29.5

34.5

28.0

26.0

22.0

29.0

25.5

27.5

26.5

30.5

13.0

40.5

27.0

19.0

21.0

23.0

23.5

23.0

16.0

31.5

10.5

15.0

36.0

29.5

8.5

4.5

16.0

16.0

11.0

23.5

34.5

35.0

8.0

27.5

8.5

28.0

2.0

18.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.5

0.5

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

0.0

0% 25% 50% 75% 100% 『満足』 『不満』

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

54.5

22.5

25.0

44.0

38.5

19.0

13.5

15.5

54.0

11.5

55.5

29.0

35.5

22.0

37.0

72.0

59.0

40.0

50.5

57.5

51.5

49.0

38.0

60.5

36.0

42.5

62.5

60.0
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（ア）自然環境の豊かさ 

 設問項目の中で『満足』が 86.9％と最も満足度が高い項目となっている。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合に大差はないが、内訳をみると令和元年度調査から積極的な「満足」の割合は減

少しており、「やや満足」の割合が増えてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は８割台半ばを超えている。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の高い層で『満足』の割合が高い傾向がみられ、特に女性の『60歳

以上』では『満足』が約９割と高い。一方で、女性の「30 歳代」では『不満』が 13.7％と最も高

く、男性の「40歳代」（10.8％）と「65～69歳」（10.4％）でも１割を超えている。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」（94.4％）と「東部Ａ」（92.3％）で『満足』が９割を超えて高

い。一方で、「西部Ａ（城島）」では『不満』が 19.5％と最も高く、その他「西部Ｂ（三潴）」（10.9％）

と「中央部」、「中央南部」（同率 10.4％）でも１割を超えている。 

 

 

『満足』 『不満』

38.5

41.0

41.2

48.4

47.2

45.8

7.2

6.8

5.9

1.6

1.5

1.8

4.2

2.8

3.5

0.1

0.6

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

86.9

88.2

87.0

8.8

8.3

7.7

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 1,361 1,709 255 57 147 3 3,070 312 3,532 1,361 1,709 255 57 147 3 3,070 312 
100.0 38.5 48.4 7.2 1.6 4.2 0.1 86.9 8.8 100.0 38.5 48.4 7.2 1.6 4.2 0.1 86.9 8.8 

男性 1,533 37.6 50.0 7.6 1.7 3.0 0.1 87.6 9.3 東部A 219 52.1 40.2 3.7 2.3 1.8 - 92.3 6.0 

女性 1,981 39.3 47.2 6.9 1.5 5.0 0.1 86.5 8.4 東部B（田主丸） 179 58.1 36.3 3.4 0.6 1.1 0.6 94.4 4.0 

無回答 18 38.9 44.4 5.6 5.6 5.6 - 83.3 11.2 北部A 316 42.1 45.6 5.7 3.2 3.5 - 87.7 8.9 

男性：18～29歳 146 40.4 47.3 2.7 4.1 5.5 - 87.7 6.8 北部B（北野） 175 45.7 43.4 6.9 1.1 2.9 - 89.1 8.0 

男性：30歳代 177 35.0 52.0 6.2 2.8 4.0 - 87.0 9.0 中央東部 550 37.5 52.0 6.2 1.3 3.1 - 89.5 7.5 

男性：40歳代 288 37.5 49.7 10.1 0.7 2.1 - 87.2 10.8 南東部 347 40.6 47.6 6.9 1.2 3.7 - 88.2 8.1 

男性：50歳代 280 37.5 50.0 8.2 1.4 2.5 0.4 87.5 9.6 中央部 519 37.2 48.4 8.9 1.5 4.0 - 85.6 10.4 

男性：60～64歳 168 42.3 45.8 6.0 1.2 4.8 - 88.1 7.2 中央南部 541 32.0 51.0 8.9 1.5 6.5 0.2 83.0 10.4 

男性：65～69歳 182 32.4 56.0 8.8 1.6 0.5 0.5 88.4 10.4 南西部 344 33.7 54.1 5.8 1.5 4.7 0.3 87.8 7.3 

男性：70～74歳 227 37.4 51.1 8.4 1.3 1.8 - 88.5 9.7 西部A（城島） 118 23.7 50.0 16.1 3.4 6.8 - 73.7 19.5 

男性：75歳以上 63 42.9 39.7 7.9 1.6 7.9 - 82.6 9.5 西部B（三潴） 210 33.8 50.0 9.5 1.4 5.2 - 83.8 10.9 

女性：18～29歳 238 33.6 50.0 8.0 1.7 6.7 - 83.6 9.7 わからない・無回答 14 14.3 57.1 - - 28.6 - 71.4 - 

女性：30歳代 264 36.0 44.3 11.0 2.7 6.1 - 80.3 13.7 

女性：40歳代 352 37.5 47.4 7.1 1.4 6.5 - 84.9 8.5 

女性：50歳代 353 43.1 43.6 7.1 1.4 4.5 0.3 86.7 8.5 

女性：60～64歳 204 40.7 49.0 5.4 2.0 2.9 - 89.7 7.4 

女性：65～69歳 217 37.3 53.0 4.6 - 5.1 - 90.3 4.6 

女性：70～74歳 259 42.9 47.1 5.0 1.2 3.9 - 90.0 6.2 

女性：75歳以上 94 46.8 43.6 5.3 2.1 2.1 - 90.4 7.4 

無回答 20 35.0 50.0 5.0 5.0 5.0 - 85.0 10.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ア）自然環境の豊かさ

全  体

回
答
者
数

（ア）自然環境の豊かさ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（イ）通勤・通学の便利さ 

 『満足』は 65.9％、『不満』は 28.4％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合は、令和元年度調査と比較して令和３年度調査では 7.2 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 3.2ポイント減と減少に転じ、『不満』が 3.8ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は６割台半ば、『不満』は３割弱と大差はみられない。 

【性別・年齢別】『不満』の割合が高いのは、男女とも『18～29 歳』で３割台半ばを超えている。

その他、男性の「40 歳代」（32.3％）、「50 歳代」（31.8％）、女性の「30 歳代」（31.8％）で３割を

超えている。 

【ブロック別】「中央東部」で『満足』が 75.3％と最も高く、その他「中央部」（74.6％）、「中央南

部」（74.1％）でも７割台半ば近くとなっている。『不満』が高いのは「西部Ａ（城島）」で 66.1％

と最も高く、「東部Ｂ（田主丸）」（44.1％）、「東部Ａ」（41.5％）、「北部Ｂ（北野）」（40.6％）でも

４割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

26.4

27.8

25.5

39.5

41.3

36.4

19.1

16.4

20.4

9.3

8.2

9.8

5.0

5.1

5.5

0.6

1.2

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

65.9

69.1

61.9

28.4

24.6

30.2

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 934 1,395 675 330 176 22 2,329 1,005 3,532 934 1,395 675 330 176 22 2,329 1,005 
100.0 26.4 39.5 19.1 9.3 5.0 0.6 65.9 28.4 100.0 26.4 39.5 19.1 9.3 5.0 0.6 65.9 28.4 

男性 1,533 26.2 39.1 19.6 8.8 5.7 0.5 65.3 28.4 東部A 219 17.4 37.0 31.5 10.0 4.1 - 54.4 41.5 

女性 1,981 26.7 39.8 18.7 9.8 4.4 0.6 66.5 28.5 東部B（田主丸） 179 16.8 34.6 29.6 14.5 3.9 0.6 51.4 44.1 

無回答 18 27.8 33.3 16.7 5.6 5.6 11.1 61.1 22.3 北部A 316 28.8 37.3 19.0 9.2 5.1 0.6 66.1 28.2 

男性：18～29歳 146 24.7 35.6 24.0 11.6 4.1 - 60.3 35.6 北部B（北野） 175 20.6 34.3 24.6 16.0 4.0 0.6 54.9 40.6 

男性：30歳代 177 24.3 44.6 18.6 7.3 5.1 - 68.9 25.9 中央東部 550 32.4 42.9 13.6 5.6 4.9 0.5 75.3 19.2 

男性：40歳代 288 23.6 41.7 21.2 11.1 2.4 - 65.3 32.3 南東部 347 18.2 43.8 21.6 9.5 6.6 0.3 62.0 31.1 

男性：50歳代 280 29.6 36.1 20.0 11.8 2.1 0.4 65.7 31.8 中央部 519 37.0 37.6 13.5 5.8 5.4 0.8 74.6 19.3 

男性：60～64歳 168 28.0 42.3 19.6 6.5 3.6 - 70.3 26.1 中央南部 541 31.6 42.5 14.4 6.5 4.4 0.6 74.1 20.9 

男性：65～69歳 182 26.9 37.4 18.7 6.0 8.8 2.2 64.3 24.7 南西部 344 23.8 42.2 19.8 8.7 4.1 1.5 66.0 28.5 

男性：70～74歳 227 26.4 38.3 17.6 6.6 10.6 0.4 64.7 24.2 西部A（城島） 118 3.4 22.9 30.5 35.6 6.8 0.8 26.3 66.1 

男性：75歳以上 63 23.8 31.7 14.3 4.8 22.2 3.2 55.5 19.1 西部B（三潴） 210 22.4 38.1 21.9 11.4 5.7 0.5 60.5 33.3 

女性：18～29歳 238 24.8 37.4 24.4 10.9 2.5 - 62.2 35.3 わからない・無回答 14 14.3 64.3 14.3 - 7.1 - 78.6 14.3 

女性：30歳代 264 26.5 38.6 19.7 12.1 3.0 - 65.1 31.8 

女性：40歳代 352 25.9 42.3 19.3 10.2 2.3 - 68.2 29.5 

女性：50歳代 353 27.2 41.6 18.1 9.3 3.4 0.3 68.8 27.4 

女性：60～64歳 204 25.0 44.6 14.2 13.2 2.9 - 69.6 27.4 

女性：65～69歳 217 27.6 35.5 21.7 5.5 8.8 0.9 63.1 27.2 

女性：70～74歳 259 31.3 37.5 13.1 8.9 7.7 1.5 68.8 22.0 

女性：75歳以上 94 21.3 39.4 20.2 5.3 8.5 5.3 60.7 25.5 

無回答 20 25.0 40.0 15.0 5.0 5.0 10.0 65.0 20.0 

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（イ）通勤・通学の便利さ

全  体

回
答
者
数

（イ）通勤・通学の便利さ

全  体
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（ウ）公園など外で活動する場の多さ 

 『満足』は 59.6％、『不満』は 28.7％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』は、令和３年度調査から減少しているものの、令和元年度調査と比べるとわずかながら

増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

18.2

18.2

17.8

41.4

43.7

39.3

20.7

20.8

21.0

8.0

7.0

7.2

11.4

9.4

12.7

0.3

0.8

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

59.6

61.9

57.1

28.7

27.8

28.2

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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【性別】男女とも『満足』は約６割、『不満』は３割弱と大差はみられない。 

【性別・年齢別】女性の『18～29歳』で『満足』が 69.3％と最も高い。男性の「65～69歳」で『不

満』が 34.6％、「70～74歳」で 33.9％と比較的高い。 

【ブロック別】「西部Ｂ（三潴）」では『満足』が 66.7％と最も高く、その他「北部Ａ」（65.5％）、

「中央部」（65.4％）でも６割台半ばを超えている。『不満』は「西部Ａ（城島）」で 53.4％と最も

高く、「東部Ｂ（田主丸）」でも 43.6％と４割を超えている。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では『満足』が 65.2％と最も高い。『不満』が高いの

は「中学生がいる」（38.4％）、「小学生がいる」（36.5％）世帯で３割台半ばを超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 643 1,464 731 282 402 10 2,107 1,013 3,532 643 1,464 731 282 402 10 2,107 1,013 
100.0 18.2 41.4 20.7 8.0 11.4 0.3 59.6 28.7 100.0 18.2 41.4 20.7 8.0 11.4 0.3 59.6 28.7 

男性 1,533 18.4 41.1 21.0 8.5 10.7 0.3 59.5 29.5 東部A 219 16.0 40.6 25.6 7.8 10.0 - 56.6 33.4 

女性 1,981 18.0 41.6 20.5 7.6 11.9 0.3 59.6 28.1 東部B（田主丸） 179 11.2 32.4 30.2 13.4 12.3 0.6 43.6 43.6 

無回答 18 22.2 50.0 11.1 5.6 11.1 - 72.2 16.7 北部A 316 22.8 42.7 15.8 5.7 12.3 0.6 65.5 21.5 

男性：18～29歳 146 22.6 41.1 15.8 8.9 11.6 - 63.7 24.7 北部B（北野） 175 16.0 38.9 22.9 8.6 13.7 - 54.9 31.5 

男性：30歳代 177 26.0 37.9 19.2 9.6 7.3 - 63.9 28.8 中央東部 550 17.6 46.0 17.5 7.6 11.1 0.2 63.6 25.1 

男性：40歳代 288 18.8 42.0 22.6 8.7 8.0 - 60.8 31.3 南東部 347 14.4 48.1 18.2 8.6 10.4 0.3 62.5 26.8 

男性：50歳代 280 17.9 45.0 18.6 7.1 11.1 0.4 62.9 25.7 中央部 519 24.7 40.7 20.0 5.0 9.6 - 65.4 25.0 

男性：60～64歳 168 20.2 44.0 22.0 7.1 6.5 - 64.2 29.1 中央南部 541 19.4 42.9 20.0 6.5 11.1 0.2 62.3 26.5 

男性：65～69歳 182 16.5 36.8 24.7 9.9 11.5 0.5 53.3 34.6 南西部 344 14.0 37.8 24.1 11.3 11.9 0.9 51.8 35.4 

男性：70～74歳 227 11.5 40.1 23.8 10.1 14.5 - 51.6 33.9 西部A（城島） 118 10.2 20.3 37.3 16.1 15.3 0.8 30.5 53.4 

男性：75歳以上 63 14.3 36.5 19.0 4.8 23.8 1.6 50.8 23.8 西部B（三潴） 210 22.9 43.8 14.3 7.6 11.4 - 66.7 21.9 

女性：18～29歳 238 17.2 52.1 17.2 3.8 9.7 - 69.3 21.0 わからない・無回答 14 - 35.7 21.4 7.1 35.7 - 35.7 28.5 

女性：30歳代 264 20.1 39.4 21.6 9.8 9.1 - 59.5 31.4 就学前の

女性：40歳代 352 17.9 40.6 24.4 7.1 9.9 - 58.5 31.5 子どもがいる

女性：50歳代 353 20.4 39.9 21.8 6.5 11.0 0.3 60.3 28.3 小学生がいる 444 19.4 40.1 25.7 10.8 4.1 - 59.5 36.5 

女性：60～64歳 204 16.2 43.1 20.6 11.8 7.8 0.5 59.3 32.4 中学生がいる 286 17.1 38.5 26.9 11.5 5.9 - 55.6 38.4 

女性：65～69歳 217 15.7 40.6 24.0 4.6 14.3 0.9 56.3 28.6 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 17.0 39.0 13.9 9.7 20.1 0.4 56.0 23.6 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 18.1 38.3 17.0 8.5 17.0 1.1 56.4 25.5 65歳以上の人がいる 1,455 17.1 38.8 21.4 8.2 14.1 0.4 55.9 29.6 

無回答 20 20.0 50.0 10.0 5.0 10.0 5.0 70.0 15.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 8.3 41.7 25.0 - 25.0 - 50.0 25.0 

13.3 0.5 56.9 29.3 

2,166 18.8 42.6 20.8 8.1 9.6 0.1 61.4 28.9 

392 18.1 38.8 22.2 7.1 

7.1 10.1 0.4 63.1 26.5 

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

30.6 65.2 - 4.1 11.4 19.2 46.2 19.0 411 

268 19.8 43.3 19.4 

回
答
者
数

（ウ）公園など外で活動する場の多さ

全  体

回
答
者
数

（ウ）公園など外で活動する場の多さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（エ）住んでいる人の親切さ 

 『満足』は 72.4％、『不満』は 16.0％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 4.7 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 4.8ポイント減と減少に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は７割強、『不満』は１割台半ばと大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が高い層で『満足』の割合が高い傾向がみられ、特に男性の「60～

64歳」では 82.2％と最も高い。『不満』は男性の「30歳代」、女性の『18～30歳代』で２割前後と

高い。 

【ブロック別】「北部Ｂ（北野）」（82.3％）と「東部Ｂ（田主丸）」（81.0％）で『満足』が８割を超

えて高く、その他「西部Ｂ（三潴）」（78.5％）、「西部Ａ（城島）」（76.2％）でも７割台半ばを超え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 685 1,872 447 117 402 9 2,557 564 3,532 685 1,872 447 117 402 9 2,557 564 
100.0 19.4 53.0 12.7 3.3 11.4 0.3 72.4 16.0 100.0 19.4 53.0 12.7 3.3 11.4 0.3 72.4 16.0 

男性 1,533 18.9 53.4 13.4 3.5 10.6 0.3 72.3 16.9 東部A 219 20.5 52.1 12.3 4.6 10.5 - 72.6 16.9 

女性 1,981 19.8 52.8 12.1 3.2 11.9 0.3 72.6 15.3 東部B（田主丸） 179 30.7 50.3 10.6 1.7 6.1 0.6 81.0 12.3 

無回答 18 22.2 38.9 16.7 - 22.2 - 61.1 16.7 北部A 316 19.6 49.7 11.1 6.3 12.7 0.6 69.3 17.4 

男性：18～29歳 146 26.7 40.4 11.6 2.7 18.5 - 67.1 14.3 北部B（北野） 175 23.4 58.9 10.9 1.7 5.1 - 82.3 12.6 

男性：30歳代 177 19.2 45.2 15.8 6.2 13.6 - 64.4 22.0 中央東部 550 16.9 50.9 13.6 2.7 15.6 0.2 67.8 16.3 

男性：40歳代 288 16.3 53.8 15.6 3.8 10.4 - 70.1 19.4 南東部 347 17.6 55.6 13.0 3.7 9.8 0.3 73.2 16.7 

男性：50歳代 280 18.6 52.1 14.6 2.5 11.8 0.4 70.7 17.1 中央部 519 18.7 51.6 13.9 3.1 12.7 - 70.3 17.0 

男性：60～64歳 168 18.5 63.7 7.1 3.6 7.1 - 82.2 10.7 中央南部 541 17.0 53.8 13.9 2.6 12.6 0.2 70.8 16.5 

男性：65～69歳 182 20.3 57.1 14.3 2.7 4.9 0.5 77.4 17.0 南西部 344 18.9 54.4 11.6 3.8 10.8 0.6 73.3 15.4 

男性：70～74歳 227 15.0 60.8 13.7 4.0 6.6 - 75.8 17.7 西部A（城島） 118 20.3 55.9 13.6 2.5 6.8 0.8 76.2 16.1 

男性：75歳以上 63 23.8 47.6 7.9 - 19.0 1.6 71.4 7.9 西部B（三潴） 210 23.3 55.2 10.5 2.4 8.6 - 78.5 12.9 

女性：18～29歳 238 15.5 48.7 13.9 5.0 16.8 - 64.2 18.9 わからない・無回答 14 7.1 50.0 14.3 14.3 14.3 - 57.1 28.6 

女性：30歳代 264 17.4 50.4 15.9 3.8 12.5 - 67.8 19.7 

女性：40歳代 352 18.8 51.7 11.6 4.8 13.1 - 70.5 16.4 

女性：50歳代 353 21.2 51.8 12.5 2.3 11.9 0.3 73.0 14.8 

女性：60～64歳 204 22.5 52.0 10.3 3.4 11.3 0.5 74.5 13.7 

女性：65～69歳 217 17.1 60.4 8.8 1.8 11.5 0.5 77.5 10.6 

女性：70～74歳 259 23.6 55.6 11.2 1.5 7.7 0.4 79.2 12.7 

女性：75歳以上 94 25.5 54.3 10.6 2.1 6.4 1.1 79.8 12.7 

無回答 20 20.0 35.0 15.0 - 25.0 5.0 55.0 15.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（エ）住んでいる人の親切さ

全  体

回
答
者
数

（エ）住んでいる人の親切さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

19.4

20.9

21.0

53.0

56.3

51.5

12.7

10.7

11.1

3.3

3.8

3.0

11.4

7.6

11.6

0.3

0.7

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

72.4

77.2

72.5

16.0

14.5

14.1

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（オ）治安のよさ 

 『満足』は 69.7％、『不満』は 24.3％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 5.7 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 5.3ポイント減と減少に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』が約７割とあまり大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の『18～30 歳代』、女性の『18～29 歳』で『満足』の割合が５割台と低く、

『不満』は３割台半ばを超えている。特に女性の『18～29歳』では積極的な「満足」が 8.4％と最

も低い。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で『満足』が 83.3％と最も高く、その他「北部Ｂ（北野）」（79.4％）

と「東部Ａ」（76.7％）、「西部Ａ（城島）」（75.4％）、「南西部」（75.0％）でも７割台半ばを超えて

いる。『不満』は「北部Ａ」で 30.7％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 695 1,766 644 214 206 7 2,461 858 3,532 695 1,766 644 214 206 7 2,461 858 
100.0 19.7 50.0 18.2 6.1 5.8 0.2 69.7 24.3 100.0 19.7 50.0 18.2 6.1 5.8 0.2 69.7 24.3 

男性 1,533 21.3 49.0 18.7 6.3 4.6 0.3 70.3 25.0 東部A 219 23.3 53.4 11.9 6.4 5.0 - 76.7 18.3 

女性 1,981 18.4 50.8 17.9 6.0 6.8 0.2 69.2 23.9 東部B（田主丸） 179 27.4 55.9 10.6 1.7 3.9 0.6 83.3 12.3 

無回答 18 22.2 50.0 16.7 - 11.1 - 72.2 16.7 北部A 316 20.6 42.1 21.8 8.9 6.6 - 62.7 30.7 

男性：18～29歳 146 21.9 36.3 22.6 13.0 6.2 - 58.2 35.6 北部B（北野） 175 25.7 53.7 13.7 1.7 5.1 - 79.4 15.4 

男性：30歳代 177 15.3 40.7 27.7 9.6 6.8 - 56.0 37.3 中央東部 550 17.1 49.3 18.4 8.0 6.9 0.4 66.4 26.4 

男性：40歳代 288 16.0 44.8 24.7 9.0 5.6 - 60.8 33.7 南東部 347 17.3 51.3 21.0 6.6 3.7 - 68.6 27.6 

男性：50歳代 280 18.9 51.8 19.3 6.8 2.9 0.4 70.7 26.1 中央部 519 17.5 48.2 22.5 6.4 5.4 - 65.7 28.9 

男性：60～64歳 168 22.6 58.9 11.9 2.4 4.2 - 81.5 14.3 中央南部 541 18.5 47.1 21.6 5.2 7.4 0.2 65.6 26.8 

男性：65～69歳 182 25.8 53.3 17.0 1.1 2.2 0.5 79.1 18.1 南西部 344 18.9 56.1 12.5 5.2 6.7 0.6 75.0 17.7 

男性：70～74歳 227 26.9 55.9 10.1 3.5 2.6 0.9 82.8 13.6 西部A（城島） 118 20.3 55.1 15.3 5.1 4.2 - 75.4 20.4 

男性：75歳以上 63 34.9 44.4 6.3 1.6 12.7 - 79.3 7.9 西部B（三潴） 210 23.3 49.0 16.2 5.7 5.2 0.5 72.3 21.9 

女性：18～29歳 238 8.4 45.8 27.3 10.5 8.0 - 54.2 37.8 わからない・無回答 14 14.3 50.0 21.4 14.3 - - 64.3 35.7 

女性：30歳代 264 12.1 50.0 23.1 9.5 5.3 - 62.1 32.6 

女性：40歳代 352 12.5 51.1 21.0 8.8 6.5 - 63.6 29.8 

女性：50歳代 353 19.3 47.3 19.8 5.7 7.4 0.6 66.6 25.5 

女性：60～64歳 204 23.0 54.9 10.3 4.4 7.4 - 77.9 14.7 

女性：65～69歳 217 21.7 52.1 17.1 1.4 7.4 0.5 73.8 18.5 

女性：70～74歳 259 30.9 54.8 6.9 1.9 5.4 - 85.7 8.8 

女性：75歳以上 94 28.7 54.3 9.6 - 7.4 - 83.0 9.6 

無回答 20 20.0 50.0 20.0 - 10.0 - 70.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（オ）治安のよさ

全  体

回
答
者
数

（オ）治安のよさ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

19.7

22.6

22.4

50.0

52.4

46.9

18.2

14.9

17.6

6.1

5.0

5.3

5.8

4.4

6.0

0.2

0.7

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

69.7

75.0

69.3

24.3

19.9

22.9

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（カ）文化・芸術に身近にふれる機会や場の多さ 

 『満足』は 52.0％、『不満』は 29.4％でる。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 3.0 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 5.4ポイント減と減少に転じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は５割強、『不満』は３割前後と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の高い層で『不満』の割合が高い傾向がみられ、女性の「60～64歳」

（37.8％）と男性の「65～69歳」（37.3％）で４割近くとなっている。 

【ブロック別】「中央部」（60.1％）と「中央東部」（59.5％）で『満足』が６割前後と高い。「西部

Ａ（城島）」では『不満』が 40.7％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

11.4

13.1

15.2

40.6

44.3

39.2

22.3

19.7

18.5

7.1

6.8

6.5

18.3

15.3

18.7

0.3

0.8

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

52.0

57.4

54.4

29.4

26.5

25.0

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 404 1,434 787 251 647 9 1,838 1,038 3,532 404 1,434 787 251 647 9 1,838 1,038 
100.0 11.4 40.6 22.3 7.1 18.3 0.3 52.0 29.4 100.0 11.4 40.6 22.3 7.1 18.3 0.3 52.0 29.4 

男性 1,533 10.7 40.4 23.0 7.7 17.9 0.3 51.1 30.7 東部A 219 9.6 42.5 21.5 7.8 18.7 - 52.1 29.3 

女性 1,981 12.0 40.7 21.9 6.7 18.6 0.3 52.7 28.6 東部B（田主丸） 179 8.9 29.6 25.1 11.7 24.0 0.6 38.5 36.8 

無回答 18 16.7 44.4 11.1 5.6 22.2 - 61.1 16.7 北部A 316 14.2 37.0 19.6 7.0 21.8 0.3 51.2 26.6 

男性：18～29歳 146 17.1 31.5 19.9 4.8 26.7 - 48.6 24.7 北部B（北野） 175 11.4 38.3 21.7 8.6 19.4 0.6 49.7 30.3 

男性：30歳代 177 10.2 42.4 20.3 8.5 18.6 - 52.6 28.8 中央東部 550 13.3 46.2 19.3 5.6 15.5 0.2 59.5 24.9 

男性：40歳代 288 10.8 41.7 26.4 6.9 14.2 - 52.5 33.3 南東部 347 10.4 40.9 24.2 6.9 17.6 - 51.3 31.1 

男性：50歳代 280 11.8 42.5 23.6 7.9 13.9 0.4 54.3 31.5 中央部 519 15.4 44.7 20.4 4.4 15.0 - 60.1 24.8 

男性：60～64歳 168 10.1 42.9 20.2 7.7 19.0 - 53.0 27.9 中央南部 541 10.4 38.1 24.8 7.4 19.2 0.2 48.5 32.2 

男性：65～69歳 182 7.7 44.0 29.1 8.2 10.4 0.5 51.7 37.3 南西部 344 9.0 39.0 24.4 7.6 19.2 0.9 48.0 32.0 

男性：70～74歳 227 7.5 40.1 19.8 10.1 22.0 0.4 47.6 29.9 西部A（城島） 118 5.9 30.5 26.3 14.4 22.9 - 36.4 40.7 

男性：75歳以上 63 14.3 25.4 19.0 4.8 34.9 1.6 39.7 23.8 西部B（三潴） 210 8.6 44.8 22.9 7.1 16.2 0.5 53.4 30.0 

女性：18～29歳 238 10.5 45.0 19.3 4.2 21.0 - 55.5 23.5 わからない・無回答 14 7.1 42.9 14.3 - 35.7 - 50.0 14.3 

女性：30歳代 264 12.9 42.0 20.1 7.6 17.4 - 54.9 27.7 

女性：40歳代 352 11.4 45.2 21.0 4.8 17.6 - 56.6 25.8 

女性：50歳代 353 13.9 39.7 23.8 5.1 17.3 0.3 53.6 28.9 

女性：60～64歳 204 12.7 35.3 26.0 11.8 13.7 0.5 48.0 37.8 

女性：65～69歳 217 12.0 35.0 25.8 5.5 21.2 0.5 47.0 31.3 

女性：70～74歳 259 9.7 40.2 20.5 9.7 19.7 0.4 49.9 30.2 

女性：75歳以上 94 12.8 39.4 14.9 6.4 25.5 1.1 52.2 21.3 

無回答 20 15.0 45.0 15.0 5.0 20.0 - 60.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（カ）文化・芸術に身近にふれる機会や場の多さ

全  体

回
答
者
数

（カ）文化・芸術に身近にふれる機会や場の多さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別



Ⅱ 調査結果の分析（１ 久留米市の住みやすさや愛着度について） 

- 22 - 

（キ）子育て環境のよさ 

 『満足』は 53.5％、『不満』は 20.4％となっており、「わからない」が 25.5％と約４分の１を占

めている。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 5.4 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 7.3ポイント減と減少に転じている。また積極的な「満足」の割合が 13.4％と

最も低く、『不満』が 20.4％と２割を超えている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は５割強、『不満』は約２割と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が高い層で『満足』の割合が高い傾向がみられる。『不満』は男女と

も「30歳代」で３割前後と高い。 

 

『満足』 『不満』

13.4

17.2

16.0

40.1

43.6

39.4

15.6

13.4

12.7

4.8

3.6

3.5

25.5

20.9

26.1

0.7

1.4

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

53.5

60.8

55.4

20.4

17.0

16.2

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 472 1,416 551 168 900 25 1,888 719 
100.0 13.4 40.1 15.6 4.8 25.5 0.7 53.5 20.4 

男性 1,533 13.1 40.2 15.5 5.3 25.2 0.7 53.3 20.8 

女性 1,981 13.6 40.0 15.6 4.4 25.7 0.6 53.6 20.0 

無回答 18 11.1 33.3 16.7 - 22.2 16.7 44.4 16.7 

男性：18～29歳 146 17.8 21.9 15.8 4.8 39.7 - 39.7 20.6 

男性：30歳代 177 10.7 36.7 20.9 9.6 22.0 - 47.4 30.5 

男性：40歳代 288 13.9 42.4 14.6 10.1 19.1 - 56.3 24.7 

男性：50歳代 280 11.8 41.4 16.4 4.3 25.7 0.4 53.2 20.7 

男性：60～64歳 168 11.9 50.0 12.5 2.4 23.2 - 61.9 14.9 

男性：65～69歳 182 11.0 40.7 18.1 2.7 24.7 2.7 51.7 20.8 

男性：70～74歳 227 13.7 45.4 13.2 1.3 25.6 0.9 59.1 14.5 

男性：75歳以上 63 19.0 33.3 7.9 6.3 30.2 3.2 52.3 14.2 

女性：18～29歳 238 8.4 30.3 16.0 6.3 39.1 - 38.7 22.3 

女性：30歳代 264 15.2 34.8 21.2 6.4 22.3 - 50.0 27.6 

女性：40歳代 352 14.2 38.4 18.5 5.1 23.9 - 52.6 23.6 

女性：50歳代 353 14.4 41.6 14.4 3.7 25.5 0.3 56.0 18.1 

女性：60～64歳 204 12.7 42.2 16.2 5.4 23.0 0.5 54.9 21.6 

女性：65～69歳 217 10.1 50.7 12.4 2.8 23.5 0.5 60.8 15.2 

女性：70～74歳 259 16.6 42.1 13.5 1.9 24.7 1.2 58.7 15.4 

女性：75歳以上 94 18.1 44.7 5.3 2.1 23.4 6.4 62.8 7.4 

無回答 20 10.0 30.0 20.0 - 25.0 15.0 40.0 20.0 

回
答
者
数

（キ）子育て環境のよさ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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【ブロック別】「西部Ｂ（三潴）」で『満足』が 61.0％と最も高く、また、「東部Ｂ（田主丸）」（57.6％）、

「北部Ｂ（北野）」（56.6％）、「南西部」（56.4％）でも５割台半ばを超えている。「西部Ａ（城島）」

では『不満』が 31.3％と最も高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では『不満』が 36.8％と最も高い。また「小学生が

いる」「中学生がいる」世帯でも『不満』の割合が３割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ク）教育環境のよさ 

 『満足』は 52.1％、『不満』は 22.4％となっており、「わからない」が 24.8％と約４分の１を占

めている。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 4.7 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 7.9ポイント減と減少に転じている。また積極的な「満足」の割合が 12.9％と

最も低く、『不満』が 22.4％と２割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

12.9

16.0

15.0

39.2

44.0

40.3

17.2

14.5

14.2

5.2

4.1

4.3

24.8

19.8

24.0

0.7

1.6

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

52.1

60.0

55.3

22.4

18.6

18.5

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 472 1,416 551 168 900 25 1,888 719 
100.0 13.4 40.1 15.6 4.8 25.5 0.7 53.5 20.4 

東部A 219 16.0 35.6 17.8 4.1 26.5 - 51.6 21.9 

東部B（田主丸） 179 14.0 43.6 13.4 5.0 22.9 1.1 57.6 18.4 

北部A 316 13.3 33.9 16.8 5.1 30.7 0.3 47.2 21.9 

北部B（北野） 175 10.3 46.3 14.9 6.3 21.7 0.6 56.6 21.2 

中央東部 550 13.3 40.5 14.7 4.4 26.5 0.5 53.8 19.1 

南東部 347 10.1 43.8 15.6 4.6 25.1 0.9 53.9 20.2 

中央部 519 15.6 38.9 14.1 4.2 26.6 0.6 54.5 18.3 

中央南部 541 12.0 40.1 15.2 4.1 27.7 0.9 52.1 19.3 

南西部 344 14.8 41.6 18.3 5.2 18.9 1.2 56.4 23.5 

西部A（城島） 118 7.6 34.7 20.3 11.0 25.4 0.8 42.3 31.3 

西部B（三潴） 210 18.1 42.9 13.8 3.8 20.5 1.0 61.0 17.6 

わからない・無回答 14 - 28.6 21.4 - 50.0 - 28.6 21.4 

就学前の子どもがいる 411 16.1 43.3 26.3 10.5 3.9 - 59.4 36.8 

小学生がいる 444 19.8 45.7 22.5 9.0 2.9 - 65.5 31.5 

中学生がいる 286 18.9 45.1 21.3 9.1 5.6 - 64.0 30.4 

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268 17.5 51.1 15.7 6.0 9.3 0.4 68.6 21.7 

65歳以上の人がいる 1,455 13.5 40.3 14.6 2.9 27.4 1.4 53.8 17.5 

障害者手帳を持っている人がいる 392 16.6 32.1 14.5 4.6 30.9 1.3 48.7 19.1 

上記にあてはまる人はいない 2,166 13.7 39.8 16.3 5.7 24.3 0.2 53.5 22.0 

無回答 12 8.3 58.3 25.0 - 8.3 - 66.6 25.0 

同
居
家
族
別

回
答
者
数

（キ）子育て環境のよさ

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別
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【性別】『満足』（「男性」53.4％、「女性」51.0％）は「男性」の方がやや高く、『不満』は男女とも

２割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女との年齢が高い層で『満足』の割合が高い傾向がみられる。『不満』は男性の

「30歳代」と「40歳代」で３割強と高い。 

【ブロック別】「南東部」（55.9％）、「中央東部」（54.8％）、「南西部」（54.4％）、「中央部」（54.3％）

で『満足』が５割台半ばと高い。「西部Ａ（城島）」では『不満』が 34.8％と最も高い。 

【同居家族別】「中学生がいる」世帯では『不満』が 37.8％と最も高く、その他「小学生がいる」

「就学前の子どもがいる」世帯でも３割を超えて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ケ）医療や福祉の充実 

 『満足』は 81.3％、『不満』は 13.2％でる。 
 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 6.1 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 3.3ポイント減とやや減少に転じている。 

 

 

 

  

 

 

 

『満足』 『不満』

37.5

41.2

37.9

43.8

43.4

40.6

10.6

8.0

10.7

2.6

2.6

3.1

5.2

3.7

6.0

0.3

1.0

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

81.3

84.6

78.5

13.2

10.6

13.8

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 455 1,383 607 185 877 25 1,838 792 3,532 455 1,383 607 185 877 25 1,838 792 
100.0 12.9 39.2 17.2 5.2 24.8 0.7 52.1 22.4 100.0 12.9 39.2 17.2 5.2 24.8 0.7 52.1 22.4 

男性 1,533 13.2 40.2 17.5 5.4 23.1 0.5 53.4 22.9 東部A 219 12.8 37.0 18.7 5.9 25.6 - 49.8 24.6 

女性 1,981 12.6 38.4 17.0 5.1 26.2 0.7 51.0 22.1 東部B（田主丸） 179 12.3 35.8 24.0 4.5 22.9 0.6 48.1 28.5 

無回答 18 16.7 33.3 5.6 5.6 22.2 16.7 50.0 11.2 北部A 316 11.1 35.8 15.8 6.0 31.0 0.3 46.9 21.8 

男性：18～29歳 146 16.4 31.5 19.2 4.8 28.1 - 47.9 24.0 北部B（北野） 175 8.0 41.7 21.1 2.9 25.1 1.1 49.7 24.0 

男性：30歳代 177 8.5 33.3 23.2 9.0 26.0 - 41.8 32.2 中央東部 550 14.4 40.4 14.2 6.0 24.5 0.5 54.8 20.2 

男性：40歳代 288 11.5 37.5 22.2 8.7 20.1 - 49.0 30.9 南東部 347 11.2 44.7 15.9 5.8 21.9 0.6 55.9 21.7 

男性：50歳代 280 13.2 41.1 17.5 5.0 22.9 0.4 54.3 22.5 中央部 519 15.8 38.5 15.4 3.9 25.6 0.8 54.3 19.3 

男性：60～64歳 168 13.7 48.8 13.1 3.0 21.4 - 62.5 16.1 中央南部 541 12.2 39.6 16.6 4.8 25.9 0.9 51.8 21.4 

男性：65～69歳 182 12.1 45.1 17.6 3.3 20.3 1.6 57.2 20.9 南西部 344 13.1 41.3 18.9 4.7 20.9 1.2 54.4 23.6 

男性：70～74歳 227 15.4 44.1 12.3 3.5 23.8 0.9 59.5 15.8 西部A（城島） 118 9.3 30.5 21.2 13.6 24.6 0.8 39.8 34.8 

男性：75歳以上 63 20.6 38.1 7.9 3.2 27.0 3.2 58.7 11.1 西部B（三潴） 210 15.7 38.1 19.5 3.8 21.9 1.0 53.8 23.3 

女性：18～29歳 238 8.0 34.5 17.2 7.1 33.2 - 42.5 24.3 わからない・無回答 14 7.1 21.4 14.3 7.1 50.0 - 28.5 21.4 

女性：30歳代 264 11.0 34.5 18.9 8.0 27.7 - 45.5 26.9 就学前の

女性：40歳代 352 10.8 40.1 18.2 7.4 23.6 - 50.9 25.6 子どもがいる

女性：50歳代 353 13.6 39.7 16.7 4.2 25.5 0.3 53.3 20.9 小学生がいる 444 16.4 45.3 24.1 10.1 4.1 - 61.7 34.2 

女性：60～64歳 204 14.2 36.8 18.1 5.9 24.5 0.5 51.0 24.0 中学生がいる 286 13.6 44.1 26.6 11.2 4.2 0.3 57.7 37.8 

女性：65～69歳 217 11.1 43.3 16.1 3.2 25.8 0.5 54.4 19.3 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 16.2 41.7 15.8 1.2 23.6 1.5 57.9 17.0 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 22.3 30.9 10.6 - 28.7 7.4 53.2 10.6 65歳以上の人がいる 1,455 14.6 39.9 15.6 3.7 24.9 1.3 54.5 19.3 

無回答 20 15.0 35.0 5.0 5.0 25.0 15.0 50.0 10.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 8.3 33.3 8.3 8.3 41.7 - 41.6 16.6 

1.3 51.5 21.7 

12.6 38.7 18.8 6.5 23.2 0.3 51.3 25.3 

16.3 35.2 14.8 6.9 25.5 

- 51.8 32.4 

15.3 47.0 20.5 8.6 7.8 0.7 62.3 29.1 

11.7 40.1 23.4 9.0 15.8 

回
答
者
数

（ク）教育環境のよさ

全  体

回
答
者
数

（ク）教育環境のよさ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 
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【性別】男女とも『満足』は８割強、『不満』は１割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の「60～64歳」と「75歳以上」で『満足』が約９割と高い。『不満』は男性

の「40歳代」（19.1％）と女性の「60～64歳」（18.2％）で約２割と高い。 

【ブロック別】『不満』は「西部Ａ（城島）」で 36.4％と最も高く、次いで「東部Ｂ（田主丸）」で

も 23.5％と２割を超えている。 

【同居家族別】「中学生がいる」世帯では『不満』が 17.4％と比較的高いが、他の同居家族とあま

り大差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 1,326 1,546 375 93 183 9 2,872 468 3,532 1,326 1,546 375 93 183 9 2,872 468 
100.0 37.5 43.8 10.6 2.6 5.2 0.3 81.3 13.2 100.0 37.5 43.8 10.6 2.6 5.2 0.3 81.3 13.2 

男性 1,533 39.1 42.5 11.5 2.2 4.4 0.3 81.6 13.7 東部A 219 34.2 42.0 14.2 2.7 6.8 - 76.2 16.9 

女性 1,981 36.2 44.9 9.9 3.0 5.8 0.2 81.1 12.9 東部B（田主丸） 179 26.8 43.0 19.6 3.9 6.1 0.6 69.8 23.5 

無回答 18 50.0 27.8 11.1 - 11.1 - 77.8 11.1 北部A 316 38.0 44.9 7.9 0.9 7.9 0.3 82.9 8.8 

男性：18～29歳 146 40.4 37.0 10.3 2.1 10.3 - 77.4 12.4 北部B（北野） 175 28.0 53.1 12.6 2.9 3.4 - 81.1 15.5 

男性：30歳代 177 37.9 42.4 10.2 2.8 6.8 - 80.3 13.0 中央東部 550 43.1 41.8 8.2 2.4 4.4 0.2 84.9 10.6 

男性：40歳代 288 39.6 38.9 14.6 4.5 2.4 - 78.5 19.1 南東部 347 36.6 43.8 10.7 2.9 6.1 - 80.4 13.6 

男性：50歳代 280 34.3 43.9 14.3 2.5 4.6 0.4 78.2 16.8 中央部 519 43.4 42.8 7.7 1.9 4.2 - 86.2 9.6 

男性：60～64歳 168 41.1 49.4 6.0 0.6 3.0 - 90.5 6.6 中央南部 541 41.6 43.6 8.1 2.6 3.9 0.2 85.2 10.7 

男性：65～69歳 182 37.9 44.0 13.7 1.6 2.2 0.5 81.9 15.3 南西部 344 36.3 45.6 10.8 2.6 4.1 0.6 81.9 13.4 

男性：70～74歳 227 38.8 45.8 10.1 0.9 3.5 0.9 84.6 11.0 西部A（城島） 118 18.6 38.1 27.1 9.3 5.9 0.8 56.7 36.4 

男性：75歳以上 63 58.7 31.7 4.8 - 4.8 - 90.4 4.8 西部B（三潴） 210 33.3 43.3 12.4 2.4 7.6 1.0 76.6 14.8 

女性：18～29歳 238 30.7 45.4 8.4 2.5 13.0 - 76.1 10.9 わからない・無回答 14 21.4 64.3 7.1 - 7.1 - 85.7 7.1 

女性：30歳代 264 37.5 44.3 9.1 2.3 6.8 - 81.8 11.4 就学前の

女性：40歳代 352 38.1 43.5 9.9 3.7 4.8 - 81.6 13.6 子どもがいる

女性：50歳代 353 36.0 47.3 8.8 3.1 4.5 0.3 83.3 11.9 小学生がいる 444 40.1 42.8 11.7 3.8 1.6 - 82.9 15.5 

女性：60～64歳 204 38.2 39.7 11.8 6.4 3.9 - 77.9 18.2 中学生がいる 286 37.8 42.3 13.6 3.8 2.4 - 80.1 17.4 

女性：65～69歳 217 28.1 54.8 11.1 1.8 3.7 0.5 82.9 12.9 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 41.3 41.7 12.0 1.5 3.1 0.4 83.0 13.5 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 41.5 38.3 8.5 2.1 8.5 1.1 79.8 10.6 65歳以上の人がいる 1,455 38.2 43.0 11.1 2.0 5.4 0.3 81.2 13.1 

無回答 20 45.0 30.0 10.0 - 10.0 5.0 75.0 10.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 33.3 50.0 8.3 - 8.3 - 83.3 8.3 

4.1 

0.5 81.4 15.1 

0.2 81.0 13.6 

40.6 40.8 12.8 2.3 

37.6 43.4 10.5 3.1 5.2 

3.1 

2,166 

- 81.5 14.4 

42.5 39.6 11.2 3.7 2.2 0.7 82.1 14.9 

36.7 44.8 11.2 3.2 

回
答
者
数

（ケ）医療や福祉の充実

全  体

回
答
者
数

（ケ）医療や福祉の充実

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

268 

392 
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（コ）就業機会の多さ 

 『満足』（35.6％）と『不満』（35.4％）の割合は３割台半ばと同程度となっている。『不満』の割

合は設問項目の中で最も高い。また、「わからない」が 28.3％と３割近くを占めている。 

 

【経年比較】 

『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 6.3 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 4.5ポイント減と減少に転じている。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」は『不満』が 39.3％と「女性」（32.5％）よりも 6.8ポイント高く、「女性」は『満

足』が 37.2％で「男性」（33.3％）より 3.9ポイント高い。 

【性別・年齢別】 男性の「50歳代」で『不満』が 47.8％と最も高く、その他「65～69歳」（45.6％）、

「40歳代」（41.7％）でも４割を超えている。女性も「60～64歳」（41.2％）で『不満』が４割を超

えている。 

【ブロック別】『不満』は「西部Ａ（城島）」で 52.6％と最も高く、次いで「東部Ｂ（田主丸）」で

も 43.6％と４割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

6.3

6.2

7.1

29.3

33.9

26.7

25.3

25.3

25.1

10.1

8.1

10.4

28.3

24.8

28.2

0.7

1.7

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

35.6

40.1

33.8

35.4

33.4

35.5

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 221 1,034 894 356 1,001 26 1,255 1,250 3,532 221 1,034 894 356 1,001 26 1,255 1,250 
100.0 6.3 29.3 25.3 10.1 28.3 0.7 35.6 35.4 100.0 6.3 29.3 25.3 10.1 28.3 0.7 35.6 35.4 

男性 1,533 5.9 27.4 27.3 12.0 26.7 0.7 33.3 39.3 東部A 219 5.0 31.1 25.1 14.2 24.7 - 36.1 39.3 

女性 1,981 6.6 30.6 23.8 8.7 29.7 0.7 37.2 32.5 東部B（田主丸） 179 8.4 25.7 31.3 12.3 21.8 0.6 34.1 43.6 

無回答 18 5.6 44.4 16.7 - 16.7 16.7 50.0 16.7 北部A 316 10.4 25.9 23.1 8.2 32.0 0.3 36.3 31.3 

男性：18～29歳 146 11.0 24.0 17.1 11.0 37.0 - 35.0 28.1 北部B（北野） 175 2.3 28.0 28.0 11.4 29.7 0.6 30.3 39.4 

男性：30歳代 177 7.3 31.1 24.9 10.2 26.6 - 38.4 35.1 中央東部 550 6.9 30.0 25.3 7.3 29.6 0.9 36.9 32.6 

男性：40歳代 288 5.9 27.8 26.4 15.3 24.7 - 33.7 41.7 南東部 347 4.0 31.1 25.6 11.8 27.1 0.3 35.1 37.4 

男性：50歳代 280 5.0 25.0 33.2 14.6 21.8 0.4 30.0 47.8 中央部 519 6.4 28.9 25.6 9.4 29.1 0.6 35.3 35.0 

男性：60～64歳 168 3.6 32.1 24.4 12.5 27.4 - 35.7 36.9 中央南部 541 7.6 29.8 23.7 8.3 29.8 0.9 37.4 32.0 

男性：65～69歳 182 4.4 31.3 31.9 13.7 16.5 2.2 35.7 45.6 南西部 344 5.5 32.6 23.8 9.9 26.7 1.5 38.1 33.7 

男性：70～74歳 227 5.3 23.8 30.0 7.9 31.7 1.3 29.1 37.9 西部A（城島） 118 2.5 20.3 29.7 22.9 23.7 0.8 22.8 52.6 

男性：75歳以上 63 6.3 23.8 20.6 1.6 44.4 3.2 30.1 22.2 西部B（三潴） 210 4.8 32.4 24.3 10.0 27.1 1.4 37.2 34.3 

女性：18～29歳 238 7.6 31.1 18.9 5.9 36.6 - 38.7 24.8 わからない・無回答 14 - 7.1 28.6 - 64.3 - 7.1 28.6 

女性：30歳代 264 8.0 30.3 23.9 10.6 27.3 - 38.3 34.5 

女性：40歳代 352 9.1 34.1 22.7 8.8 25.3 - 43.2 31.5 

女性：50歳代 353 5.7 32.9 28.9 8.8 23.5 0.3 38.6 37.7 

女性：60～64歳 204 4.9 29.9 26.5 14.7 23.5 0.5 34.8 41.2 

女性：65～69歳 217 4.6 26.3 29.0 6.0 33.6 0.5 30.9 35.0 

女性：70～74歳 259 5.4 30.1 18.1 7.3 37.1 1.9 35.5 25.4 

女性：75歳以上 94 5.3 21.3 19.1 6.4 42.6 5.3 26.6 25.5 

無回答 20 5.0 40.0 20.0 - 20.0 15.0 45.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（コ）就業機会の多さ

全  体

回
答
者
数

（コ）就業機会の多さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物の豊富さ 

 『満足』は 83.7％、『不満』は 11.0％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較してやや増えていたが、令和４年

度調査では 3.8ポイント減と減少に転じ、『不満』がやや増えている。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」は『満足』が 85.2％と「男性」（81.8％）よりも 3.4ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の高い層で『満足』の割合が高い傾向がみられるが、女性は『18～

29歳』でも『満足』が８割を超えている。 

【ブロック別】最も『満足』が高いのは「東部Ｂ（田主丸）」で 93.9％と唯一９割を超えている。

「東部Ａ」（88.1％）や「北部Ｂ（北野）」（87.4％）でも９割近くとなっている。「西部Ａ（城島）」

（75.4％）と「西部Ｂ（三潴）」（76.7％）は７割台半ばと他のブロックに比べると低い。 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

34.7

39.3

37.4

49.0

48.2

47.8

8.9

6.9

6.5

2.1

1.9

2.0

5.0

2.6

4.3

0.3

1.1

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

83.7

87.5

85.2

11.0

8.8

8.5

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 1,225 1,729 315 74 178 11 2,954 389 3,532 1,225 1,729 315 74 178 11 2,954 389 
100.0 34.7 49.0 8.9 2.1 5.0 0.3 83.7 11.0 100.0 34.7 49.0 8.9 2.1 5.0 0.3 83.7 11.0 

男性 1,533 32.0 49.8 11.1 2.2 4.7 0.3 81.8 13.3 東部A 219 44.3 43.8 7.8 1.4 2.7 - 88.1 9.2 

女性 1,981 36.9 48.3 7.2 2.1 5.4 0.3 85.2 9.3 東部B（田主丸） 179 49.2 44.7 2.8 0.6 2.2 0.6 93.9 3.4 

無回答 18 27.8 50.0 16.7 - - 5.6 77.8 16.7 北部A 316 38.0 44.9 9.2 0.6 7.0 0.3 82.9 9.8 

男性：18～29歳 146 34.2 42.5 11.0 0.7 11.6 - 76.7 11.7 北部B（北野） 175 39.4 48.0 6.9 1.1 4.6 - 87.4 8.0 

男性：30歳代 177 31.1 46.3 13.0 3.4 6.2 - 77.4 16.4 中央東部 550 31.8 52.5 8.9 1.6 4.9 0.2 84.3 10.5 

男性：40歳代 288 30.2 49.3 11.8 2.4 6.3 - 79.5 14.2 南東部 347 33.4 49.6 9.8 2.9 4.3 - 83.0 12.7 

男性：50歳代 280 31.4 51.1 10.0 2.9 4.3 0.4 82.5 12.9 中央部 519 35.8 46.4 9.8 2.7 5.2 - 82.2 12.5 

男性：60～64歳 168 32.1 56.5 8.3 1.2 1.8 - 88.6 9.5 中央南部 541 31.2 51.9 10.7 1.7 4.1 0.4 83.1 12.4 

男性：65～69歳 182 30.8 49.5 14.3 2.7 2.2 0.5 80.3 17.0 南西部 344 30.8 52.9 7.0 1.5 7.0 0.9 83.7 8.5 

男性：70～74歳 227 32.2 52.4 11.5 1.3 1.8 0.9 84.6 12.8 西部A（城島） 118 25.4 50.0 9.3 7.6 6.8 0.8 75.4 16.9 

男性：75歳以上 63 42.9 46.0 3.2 1.6 4.8 1.6 88.9 4.8 西部B（三潴） 210 31.0 45.7 11.4 4.3 6.7 1.0 76.7 15.7 

女性：18～29歳 238 34.9 46.2 6.7 2.5 9.7 - 81.1 9.2 わからない・無回答 14 28.6 50.0 7.1 7.1 7.1 - 78.6 14.2 

女性：30歳代 264 32.2 50.8 7.6 2.7 6.8 - 83.0 10.3 

女性：40歳代 352 40.6 43.8 8.0 1.4 6.3 - 84.4 9.4 

女性：50歳代 353 37.4 49.3 6.5 1.7 4.8 0.3 86.7 8.2 

女性：60～64歳 204 35.8 49.0 8.8 2.9 3.4 - 84.8 11.7 

女性：65～69歳 217 38.2 52.1 6.0 0.5 2.8 0.5 90.3 6.5 

女性：70～74歳 259 36.7 49.4 6.6 3.1 3.9 0.4 86.1 9.7 

女性：75歳以上 94 38.3 46.8 7.4 2.1 3.2 2.1 85.1 9.5 

無回答 20 25.0 50.0 20.0 - - 5.0 75.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物の豊富さ

全  体

回
答
者
数

（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物の豊富さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（シ）地域の祭りやイベントの活発さ 

 『満足』は 57.6％、『不満』は 23.7％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合は令和元年調査から 9.0ポイント減、令和３年度調査から 3.3ポイント減と年々

減っている。一方、『不満』は令和元年調査から 7.9ポイント増えている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は６割弱と大差はみられないが、『不満』は「男性」が 26.7％と「女性」

（21.7％）より 5.0ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』で『満足』の割合が６割台半ばを超えるなど、年齢の低い

層で『満足』の割合が高い傾向がみられる。反対に年齢の高い層では『不満』の割合が高い傾向が

みられ、特に男性で顕著である。 

【ブロック別】「中央東部」（62.3％）、「北部Ａ」（62.1％）、「西部Ｂ（三潴）」（61.9％）、「中央部」

（61.8％）で『満足』が６割を超えて高い。『不満』は「東部Ｂ（田主丸）」で 37.5％、「西部Ａ（城

島）」で 32.2％と高い。 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

13.4

14.9

20.4

44.2

46.0

46.2

18.9

16.3

12.4

4.8

4.6

3.4

18.3

16.7

15.5

0.3

1.4

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

57.6

60.9

66.6

23.7

20.9

15.8

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 473 1,560 668 171 648 12 2,033 839 3,532 473 1,560 668 171 648 12 2,033 839 
100.0 13.4 44.2 18.9 4.8 18.3 0.3 57.6 23.7 100.0 13.4 44.2 18.9 4.8 18.3 0.3 57.6 23.7 

男性 1,533 12.1 45.1 21.5 5.2 15.7 0.3 57.2 26.7 東部A 219 11.4 43.4 15.5 6.4 23.3 - 54.8 21.9 

女性 1,981 14.4 43.3 17.1 4.6 20.3 0.4 57.7 21.7 東部B（田主丸） 179 8.9 35.2 26.3 11.2 17.9 0.6 44.1 37.5 

無回答 18 16.7 61.1 - - 22.2 - 77.8 - 北部A 316 14.9 47.2 15.2 2.5 19.9 0.3 62.1 17.7 

男性：18～29歳 146 22.6 43.8 18.5 4.1 11.0 - 66.4 22.6 北部B（北野） 175 12.0 40.0 18.9 5.1 23.4 0.6 52.0 24.0 

男性：30歳代 177 15.3 45.2 24.9 2.3 12.4 - 60.5 27.2 中央東部 550 13.8 48.5 15.6 3.5 18.2 0.4 62.3 19.1 

男性：40歳代 288 13.5 46.2 19.1 5.2 16.0 - 59.7 24.3 南東部 347 13.0 42.1 21.3 5.5 17.9 0.3 55.1 26.8 

男性：50歳代 280 8.6 50.0 21.1 5.0 15.0 0.4 58.6 26.1 中央部 519 15.6 46.2 20.6 3.3 14.3 - 61.8 23.9 

男性：60～64歳 168 10.7 49.4 16.1 6.0 17.9 - 60.1 22.1 中央南部 541 13.1 42.9 21.6 5.0 17.2 0.2 56.0 26.6 

男性：65～69歳 182 8.2 42.3 25.8 7.7 15.4 0.5 50.5 33.5 南西部 344 14.2 42.2 18.0 5.5 19.5 0.6 56.4 23.5 

男性：70～74歳 227 9.3 37.9 24.7 6.6 20.7 0.9 47.2 31.3 西部A（城島） 118 11.9 36.4 22.9 9.3 18.6 0.8 48.3 32.2 

男性：75歳以上 63 12.7 44.4 22.2 3.2 15.9 1.6 57.1 25.4 西部B（三潴） 210 12.9 49.0 15.2 3.8 18.1 1.0 61.9 19.0 

女性：18～29歳 238 18.9 47.9 16.0 2.1 15.1 - 66.8 18.1 わからない・無回答 14 7.1 50.0 7.1 - 35.7 - 57.1 7.1 

女性：30歳代 264 16.7 42.8 18.6 4.9 17.0 - 59.5 23.5 

女性：40歳代 352 15.6 44.6 15.3 3.4 20.7 0.3 60.2 18.7 

女性：50歳代 353 12.2 46.7 17.6 5.4 17.8 0.3 58.9 23.0 

女性：60～64歳 204 13.2 38.7 19.6 8.3 19.6 0.5 51.9 27.9 

女性：65～69歳 217 12.9 39.2 18.0 5.1 24.4 0.5 52.1 23.1 

女性：70～74歳 259 12.4 38.2 17.4 3.5 28.2 0.4 50.6 20.9 

女性：75歳以上 94 11.7 47.9 11.7 5.3 21.3 2.1 59.6 17.0 

無回答 20 15.0 60.0 5.0 - 20.0 - 75.0 5.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ

全  体

回
答
者
数

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ス）買い物や飲食など日常生活の便利さ 

 『満足』は 74.8％、『不満』は 23.9％である。 

 

【経年比較】 

『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 6.2ポイント増えており、令

和４年度調査は『満足』『不満』の割合とも令和３年度調査とあまり変わらない。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【性別】『満足』は「男性」が 76.6％で「女性」（73.3％）より 3.3 ポイント高く、『不満』は「女

性」が 25.4％で「男性」（22.0％）より 3.4ポイント高い。 

【性別・年齢別】女性の「60～64歳」と『70歳以上』で『満足』が７割前後と他の年代に比べて低

く、『不満』が約３割と高くなっている。 

【ブロック別】『満足』が高いのは「中央東部」で 88.2％、「中央南部」で 84.1％と８割を超えてい

る。反対に『不満』が高いのは「西部Ａ（城島）」で 56.8％と『満足』（40.7％）の割合を上回って

いる。また「北部Ｂ（北野）」でも 42.9％と高い。 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

29.6

31.3

29.2

45.2

44.4

40.3

15.6

15.7

17.9

8.3

6.8

9.8

1.2

0.7

0.9

0.2

1.0

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

74.8

75.7

69.5

23.9

22.5

27.7

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 1,044 1,595 552 292 42 7 2,639 844 3,532 1,044 1,595 552 292 42 7 2,639 844 
100.0 29.6 45.2 15.6 8.3 1.2 0.2 74.8 23.9 100.0 29.6 45.2 15.6 8.3 1.2 0.2 74.8 23.9 

男性 1,533 29.9 46.7 14.4 7.6 1.2 0.2 76.6 22.0 東部A 219 24.2 42.0 21.9 11.4 0.5 - 66.2 33.3 

女性 1,981 29.3 44.0 16.7 8.7 1.1 0.2 73.3 25.4 東部B（田主丸） 179 19.6 44.1 24.0 10.6 1.1 0.6 63.7 34.6 

無回答 18 33.3 38.9 5.6 16.7 5.6 - 72.2 22.3 北部A 316 34.5 41.8 15.5 7.6 0.6 - 76.3 23.1 

男性：18～29歳 146 34.9 49.3 9.6 4.1 2.1 - 84.2 13.7 北部B（北野） 175 14.9 41.1 22.9 20.0 1.1 - 56.0 42.9 

男性：30歳代 177 32.2 46.9 11.3 6.8 2.8 - 79.1 18.1 中央東部 550 41.3 46.9 7.5 3.6 0.5 0.2 88.2 11.1 

男性：40歳代 288 28.1 45.5 18.4 6.3 1.7 - 73.6 24.7 南東部 347 30.8 43.8 15.6 8.4 1.4 - 74.6 24.0 

男性：50歳代 280 28.2 43.9 17.1 9.6 0.7 0.4 72.1 26.7 中央部 519 31.4 43.9 15.4 8.5 0.8 - 75.3 23.9 

男性：60～64歳 168 26.8 50.0 11.9 10.7 0.6 - 76.8 22.6 中央南部 541 32.2 51.9 10.7 3.7 1.3 0.2 84.1 14.4 

男性：65～69歳 182 29.7 44.5 16.5 8.2 0.5 0.5 74.2 24.7 南西部 344 23.0 47.1 20.1 7.0 2.3 0.6 70.1 27.1 

男性：70～74歳 227 30.4 49.3 11.9 7.0 0.9 0.4 79.7 18.9 西部A（城島） 118 11.0 29.7 25.4 31.4 1.7 0.8 40.7 56.8 

男性：75歳以上 63 33.3 46.0 14.3 6.3 - - 79.3 20.6 西部B（三潴） 210 24.8 47.1 17.6 7.1 2.9 0.5 71.9 24.7 

女性：18～29歳 238 30.3 47.1 14.7 6.3 1.7 - 77.4 21.0 わからない・無回答 14 42.9 35.7 21.4 - - - 78.6 21.4 

女性：30歳代 264 33.7 41.7 15.5 8.3 0.8 - 75.4 23.8 

女性：40歳代 352 31.3 44.6 16.5 6.3 1.4 - 75.9 22.8 

女性：50歳代 353 28.3 44.2 16.7 9.6 0.8 0.3 72.5 26.3 

女性：60～64歳 204 24.0 46.1 17.6 12.3 - - 70.1 29.9 

女性：65～69歳 217 24.9 49.3 16.1 7.4 1.8 0.5 74.2 23.5 

女性：70～74歳 259 28.6 39.8 20.1 9.7 1.5 0.4 68.4 29.8 

女性：75歳以上 94 34.0 35.1 14.9 14.9 - 1.1 69.1 29.8 

無回答 20 35.0 40.0 5.0 15.0 5.0 - 75.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ス）買い物や飲食など日常生活の便利さ

全  体

回
答
者
数

（ス）買い物や飲食など日常生活の便利さ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（セ）住宅事情のよさ 

 『満足』は 62.2％、『不満』は 23.0％である。 

 

【経年比較】 

『満足』の割合が、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 4.7 ポイント増えていたが、

令和４年度調査では 3.6ポイント減と減少に転じ、『不満』がやや増えている。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は６割強、『不満』は２割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の「40歳代」と「50歳代」で『不満』の割合が約３割と高い。 

【ブロック別】『不満』は「西部Ａ（城島）」で 35.6％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

17.0

19.6

18.9

45.2

46.2

42.2

17.3

15.2

15.9

5.7

5.2

5.4

14.5

12.2

15.3

0.3

1.5

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

62.2

65.8

61.1

23.0

20.4

21.3

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 601 1,597 612 200 513 9 2,198 812 3,532 601 1,597 612 200 513 9 2,198 812 
100.0 17.0 45.2 17.3 5.7 14.5 0.3 62.2 23.0 100.0 17.0 45.2 17.3 5.7 14.5 0.3 62.2 23.0 

男性 1,533 16.4 45.5 18.7 5.4 13.7 0.3 61.9 24.1 東部A 219 15.5 43.8 20.5 4.1 16.0 - 59.3 24.6 

女性 1,981 17.4 45.1 16.3 5.8 15.1 0.3 62.5 22.1 東部B（田主丸） 179 17.3 51.4 13.4 4.5 12.8 0.6 68.7 17.9 

無回答 18 33.3 27.8 11.1 11.1 16.7 - 61.1 22.2 北部A 316 17.1 42.7 17.7 7.6 14.9 - 59.8 25.3 

男性：18～29歳 146 24.7 37.7 13.7 5.5 18.5 - 62.4 19.2 北部B（北野） 175 7.4 43.4 20.6 6.3 22.3 - 50.8 26.9 

男性：30歳代 177 9.6 50.3 20.9 5.1 14.1 - 59.9 26.0 中央東部 550 21.6 44.2 16.9 4.5 12.4 0.4 65.8 21.4 

男性：40歳代 288 13.9 39.6 23.3 7.3 16.0 - 53.5 30.6 南東部 347 15.9 45.2 16.4 6.6 15.9 - 61.1 23.0 

男性：50歳代 280 14.6 48.6 22.9 6.8 6.8 0.4 63.2 29.7 中央部 519 16.6 45.9 17.7 6.4 13.5 - 62.5 24.1 

男性：60～64歳 168 16.1 44.6 19.0 2.4 17.9 - 60.7 21.4 中央南部 541 18.5 44.9 16.5 5.0 15.0 0.2 63.4 21.5 

男性：65～69歳 182 15.9 48.4 20.9 6.6 7.7 0.5 64.3 27.5 南西部 344 17.2 48.8 17.2 2.6 13.7 0.6 66.0 19.8 

男性：70～74歳 227 20.7 48.9 11.0 3.5 15.0 0.9 69.6 14.5 西部A（城島） 118 9.3 37.3 23.7 11.9 16.9 0.8 46.6 35.6 

男性：75歳以上 63 22.2 47.6 3.2 3.2 23.8 - 69.8 6.4 西部B（三潴） 210 17.6 48.1 15.2 7.1 11.0 1.0 65.7 22.3 

女性：18～29歳 238 14.3 44.1 13.4 7.1 21.0 - 58.4 20.5 わからない・無回答 14 14.3 28.6 7.1 14.3 35.7 - 42.9 21.4 

女性：30歳代 264 14.8 42.0 21.2 5.3 16.7 - 56.8 26.5 

女性：40歳代 352 15.1 42.3 17.9 7.1 17.6 - 57.4 25.0 

女性：50歳代 353 16.7 45.9 17.6 5.9 13.6 0.3 62.6 23.5 

女性：60～64歳 204 13.7 51.5 13.7 7.8 13.2 - 65.2 21.5 

女性：65～69歳 217 20.3 44.7 18.0 4.1 12.4 0.5 65.0 22.1 

女性：70～74歳 259 26.6 47.9 12.7 3.5 8.9 0.4 74.5 16.2 

女性：75歳以上 94 19.1 43.6 10.6 4.3 20.2 2.1 62.7 14.9 

無回答 20 30.0 25.0 20.0 10.0 15.0 - 55.0 30.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（セ）住宅事情のよさ

全  体

回
答
者
数

（セ）住宅事情のよさ

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（３）久留米市の愛着度 

 

問３ あなたは、久留米市に愛着がありますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

 久留米市について「愛着がある」（41.0％）と「どちらかといえば愛着がある」（46.3％）をあわ

せた『愛着がある』は 87.3％、「愛着がない」（2.3％）と「どちらかといえば愛着がない」（7.2％）

をあわせた『愛着がない』は 9.5％である。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査から「どちらかといえば愛着がある」の割合が年々増えており、結果『愛着があ

る』の割合が 5.6ポイント増と、令和４年度調査が最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『愛着がある』は 88.2％、「女性」は 86.8％と男性の方がやや高くなっている。 

 

 （％）

愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

愛
着
が
な
い

愛
着
が
な
い

無
回
答

『
愛
着
が
あ
る

』

『
愛
着
が
な
い

』

3,532  1,448  1,636  253     81      114     3,084  334     
100.0  41.0    46.3    7.2     2.3     3.2     87.3    9.5      

男性 1,533  42.6    45.6    6.6     2.0     3.3     88.2    8.6      

女性 1,981  39.8    47.0    7.6     2.6     3.0     86.8    10.2    

無回答 18      38.9    33.3    5.6     -        22.2    72.2    5.6      

回
答
者
数

久留米市の愛着度

性
別

全  体

41.0

40.6

42.9

46.3

41.6

38.8

7.2

5.9

8.0

2.3

1.8

2.4

3.2

10.2

7.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

愛着がある どちらかといえ

ば愛着がある

どちらかといえ

ば愛着がない
愛着がない 無回答

『愛着が

ある』

『愛着が

ない』

87.3

82.2

81.7

9.5

7.7

10.4
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【年齢別】『40歳以上』では『愛着がある』が９割前後と高いが、『18～39歳』では８割強と低くな

り、『愛着がない』が１割台半ばで他の年代に比べて高くなっている。 

【ブロック別】『愛着がある』は「東部Ａ」（89.5％）、「中央部」（89.4％）、「中央東部」（88.9％）、

「南西部」（88.4％）で９割近くと高くなっている。「西部Ａ（城島）」では『愛着がない』が 21.1％

と高い。 

【同居家族別】就学前から中学生の子どもを除く「18歳未満の子どもいる」「65歳以上の人がいる」

「障害者手帳を持った人がいる」世帯では９割近くが『愛着がある』と回答している。 

「就学前の子どもがいる」「小学生がいる」「中学生がいる」世帯と「上記にあてはまる人がいない」

世帯では『愛着がない』が１割前後と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

愛
着
が
な
い

愛
着
が
な
い

無
回
答

『
愛
着
が
あ
る

』

『
愛
着
が
な
い

』

3,532  1,448  1,636  253     81      114     3,084  334     
100.0  41.0    46.3    7.2     2.3     3.2     87.3    9.5      

18～29歳 384     34.9    49.2    11.5    3.6     0.8     84.1    15.1    

30歳代 441     33.1    50.3    10.7    4.1     1.8     83.4    14.8    

40歳代 640     39.1    49.5    6.6     2.5     2.3     88.6    9.1      

50歳代 634     44.8    44.5    6.0     2.4     2.4     89.3    8.4      

60～64歳 372     41.4    46.2    6.2     2.2     4.0     87.6    8.4      

65～69歳 401     42.9    47.1    5.2     1.2     3.5     90.0    6.4      

70～74歳 492     45.7    41.1    6.3     0.8     6.1     86.8    7.1      

75歳以上 161     50.3    37.9    3.7     0.6     7.5     88.2    4.3      

無回答 7        28.6    28.6    14.3    -        28.6    57.2    14.3    

東部A 219     47.5    42.0    5.5     0.9     4.1     89.5    6.4      

東部B（田主丸） 179     41.3    46.4    5.0     2.2     5.0     87.7    7.2      

北部A 316     41.1    43.4    9.2     3.2     3.2     84.5    12.4    

北部B（北野） 175     34.9    51.4    9.7     1.1     2.9     86.3    10.8    

中央東部 550     44.7    44.2    6.9     3.1     1.1     88.9    10.0    

南東部 347     41.2    46.4    7.2     1.7     3.5     87.6    8.9      

中央部 519     41.4    48.0    5.0     2.7     2.9     89.4    7.7      

中央南部 541     40.1    47.7    5.9     2.0     4.3     87.8    7.9      

南西部 344     41.0    47.4    7.0     1.2     3.5     88.4    8.2      

西部A（城島） 118     27.1    47.5    16.9    4.2     4.2     74.6    21.1    

西部B（三潴） 210     39.5    47.6    7.6     2.4     2.9     87.1    10.0    

わからない・無回答 14      14.3    28.6    35.7    7.1     14.3    42.9    42.8    

就学前の子どもがいる 411     31.6    54.3    9.0     2.9     2.2     85.9    11.9    

小学生がいる 444     42.1    44.8    8.1     2.5     2.5     86.9    10.6    

中学生がいる 286     42.3    44.8    7.7     2.1     3.1     87.1    9.8      

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     46.3    44.4    4.1     2.2     3.0     90.7    6.3      

65歳以上の人がいる 1,455  45.7    43.1    5.3     1.2     4.7     88.8    6.5      

障害者手帳を持っている人がいる 392     42.3    45.7    6.4     1.5     4.1     88.0    7.9      

上記にあてはまる人はいない 2,166  39.7    47.8    7.6     2.9     2.0     87.5    10.5    

無回答 12      41.7    25.0    8.3     -        25.0    66.7    8.3      

回
答
者
数

久留米市の愛着度

年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

全  体
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（４）久留米市の状況 

 

問４ 久留米市の状況として、次の（ア）～（シ）の事柄について、あなたはどう思いますか。 

（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 

 久留米市の状況について、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」をあわせた『思う』が高

いのは「（ア）季節感あふれるまち」が 85.7％と最も高く、次いで「（キ）子育てしやすいまち」

（72.5％）、「（オ）安全で安心して暮らせるまち」（71.9％）などが７割を超えている。「そう思わな

い」と「どちらかといえばそう思わない」をあわせた『思わない』が高いのは、「（コ）国際性豊か

なまち」が 73.4％と最も高く、次いで「（サ）にぎわいのあるまち」が 67.7％となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

全　体（ｎ=3,532）

（ア）季節感あふれるまち

（イ）都市環境が充実しているまち

（ウ）外で活動しやすいまち

（エ）人権が尊重されているまち

（オ）安全で安心して暮らせるまち

（カ）心豊かに暮らせるまち

（キ）子育てしやすいまち

（ク）地域で支えあいや助け合いが
　　　充実しているまち

（ケ）働きやすいまち

（コ）国際性豊かなまち

（サ）にぎわいのあるまち

（シ）県南の中核都市である

31.3

14.5

10.4

8.2

14.5

13.5

14.6

9.9

8.1

3.7

5.3

14.3

54.4

48.4

45.3

52.8

57.4

54.6

57.9

52.1

44.8

22.0

26.5

40.8

11.4

27.5

34.6

30.2

21.9

25.8

19.5

30.3

36.2

47.9

45.1

28.7

2.8

9.4

9.3

7.9

5.9

5.6

6.5

7.2

9.6

25.5

22.6

15.4

0.2

0.2

0.3

0.9

0.3

0.5

1.6

0.5

1.3

0.9

0.5

0.8

0% 25% 50% 75% 100% 『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

85.7

62.9

55.7

61.0

71.9

68.1

72.5

62.0

52.9

25.7

31.8

55.1

14.2

36.9

43.9

38.1

27.8

31.4

26.0

37.5

45.8

73.4

67.7

44.1
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（ア）季節感あふれるまち 

 『思う』は 85.7％、『思わない』は 14.2％である。 

 

【経年比較】 

 『思う』の割合に変化はみられないが、内訳をみると「そう思う」の割合は令和元年度調査から

年々減り、令和４年度調査では 31.3％と最も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『思う』は８割台半ば、『思わない』は１割台半ばと大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女とも『30歳代以下』で『思わない』の割合が他の年代に比べて高く、特に男

性の「30歳代」で 22.1％と最も高い。 

【ブロック別】「東部Ａ」（93.2％）と「東部Ｂ（田主丸）」（92.2％）、「北部Ｂ（北野）」（91.4％）

で『思う』が９割を超えている。一方、「西部Ａ（城島）」では『思わない』が 30.5％と最も高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.3

35.1

38.1

54.4

51.2

47.6

11.4

10.3

10.1

2.8

2.6

2.6

0.2

0.6

1.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

85.7

86.3

85.7

14.2

12.9

12.7

『思う』 『思わない』

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 1,105 1,920 401 100 6 3,025 501 3,532 1,105 1,920 401 100 6 3,025 501 
100.0 31.3 54.4 11.4 2.8 0.2 85.7 14.2 100.0 31.3 54.4 11.4 2.8 0.2 85.7 14.2 

男性 1,533 29.4 55.2 12.5 2.7 0.2 84.6 15.2 東部A 219 46.6 46.6 5.9 0.9 - 93.2 6.8 

女性 1,981 32.7 53.8 10.5 2.9 0.2 86.5 13.4 東部B（田主丸） 179 51.4 40.8 6.1 1.1 0.6 92.2 7.2 

無回答 18 38.9 50.0 11.1 - - 88.9 11.1 北部A 316 31.3 54.4 9.8 4.4 - 85.7 14.2 

男性：18～29歳 146 31.5 51.4 15.8 1.4 - 82.9 17.2 北部B（北野） 175 37.7 53.7 7.4 1.1 - 91.4 8.5 

男性：30歳代 177 27.7 49.7 18.1 4.0 0.6 77.4 22.1 中央東部 550 28.7 57.5 12.0 1.6 0.2 86.2 13.6 

男性：40歳代 288 24.3 60.4 13.2 2.1 - 84.7 15.3 南東部 347 32.3 55.9 9.5 2.0 0.3 88.2 11.5 

男性：50歳代 280 27.5 58.6 8.6 5.0 0.4 86.1 13.6 中央部 519 29.7 55.7 12.1 2.5 - 85.4 14.6 

男性：60～64歳 168 33.9 55.4 8.9 1.8 - 89.3 10.7 中央南部 541 25.0 57.3 15.0 2.4 0.4 82.3 17.4 

男性：65～69歳 182 29.1 55.5 13.7 1.1 0.5 84.6 14.8 南西部 344 26.7 56.1 11.6 5.2 0.3 82.8 16.8 

男性：70～74歳 227 32.2 53.7 11.5 2.6 - 85.9 14.1 西部A（城島） 118 23.7 45.8 22.9 7.6 - 69.5 30.5 

男性：75歳以上 63 41.3 44.4 11.1 3.2 - 85.7 14.3 西部B（三潴） 210 31.4 54.3 9.5 4.8 - 85.7 14.3 

女性：18～29歳 238 27.7 55.0 13.9 3.4 - 82.7 17.3 わからない・無回答 14 7.1 64.3 21.4 7.1 - 71.4 28.5 

女性：30歳代 264 25.4 57.6 13.6 3.4 - 83.0 17.0 

女性：40歳代 352 27.3 61.6 8.2 2.6 0.3 88.9 10.8 

女性：50歳代 353 36.0 51.8 8.2 3.7 0.3 87.8 11.9 

女性：60～64歳 204 36.8 49.5 10.8 2.9 - 86.3 13.7 

女性：65～69歳 217 30.9 58.1 10.6 0.5 - 89.0 11.1 

女性：70～74歳 259 40.2 45.2 11.2 3.1 0.4 85.4 14.3 

女性：75歳以上 94 47.9 40.4 7.4 4.3 - 88.3 11.7 

無回答 20 35.0 50.0 15.0 - - 85.0 15.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ア）季節感あふれるまち

全  体

回
答
者
数

（ア）季節感あふれるまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（イ）都市環境が充実しているまち 

 『思う』は 62.9％、『思わない』は 36.9％である。 

 

【経年比較】 

 経年でみてもあまり大きな変化はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『思う』は６割強、『思わない』は３割台半ばと大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の「75 歳以上」で『思う』が 76.2％と最も高い。一方、男性の「50 歳代」

と女性の「60～64歳」で『思わない』が４割台半ばと他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「中央部」（67.5％）と「中央南部」（67.8％）で『思う』が７割弱と高い。「西部Ａ

（城島）」では『思わない』が 66.1％と最も高く、『思う』（33.1％）の割合を上回っている。また、

「東部Ｂ（田主丸）」（48.1％）と「北部Ｂ（北野）」（45.7％）でも『思わない』が４割台半ばと高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

14.5

15.2

16.2

48.4

49.2

45.7

27.5

27.6

26.6

9.4

7.4

9.4

0.2

0.6

2.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

62.9

64.4

61.9

36.9

35.0

36.0

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 513 1,711 970 331 7 2,224 1,301 3,532 513 1,711 970 331 7 2,224 1,301 
100.0 14.5 48.4 27.5 9.4 0.2 62.9 36.9 100.0 14.5 48.4 27.5 9.4 0.2 62.9 36.9 

男性 1,533 15.5 46.6 27.8 10.0 0.2 62.1 37.8 東部A 219 11.4 50.7 32.0 5.9 - 62.1 37.9 

女性 1,981 13.8 49.8 27.3 8.9 0.2 63.6 36.2 東部B（田主丸） 179 10.1 41.3 38.0 10.1 0.6 51.4 48.1 

無回答 18 11.1 61.1 22.2 5.6 - 72.2 27.8 北部A 316 16.5 48.1 24.7 10.8 - 64.6 35.5 

男性：18～29歳 146 21.2 48.6 21.9 8.2 - 69.8 30.1 北部B（北野） 175 10.9 43.4 33.1 12.6 - 54.3 45.7 

男性：30歳代 177 10.2 52.5 26.6 10.2 0.6 62.7 36.8 中央東部 550 16.9 49.6 25.8 7.5 0.2 66.5 33.3 

男性：40歳代 288 14.9 46.5 27.1 11.5 - 61.4 38.6 南東部 347 14.1 51.6 25.1 8.9 0.3 65.7 34.0 

男性：50歳代 280 14.3 39.6 31.4 14.3 0.4 53.9 45.7 中央部 519 19.7 47.8 25.4 7.1 - 67.5 32.5 

男性：60～64歳 168 12.5 49.4 29.8 8.3 - 61.9 38.1 中央南部 541 13.5 54.3 24.0 7.9 0.2 67.8 31.9 

男性：65～69歳 182 14.3 48.4 31.9 4.9 0.5 62.7 36.8 南西部 344 15.4 45.1 29.1 9.9 0.6 60.5 39.0 

男性：70～74歳 227 17.6 44.9 27.8 9.7 - 62.5 37.5 西部A（城島） 118 3.4 29.7 40.7 25.4 0.8 33.1 66.1 

男性：75歳以上 63 28.6 47.6 15.9 7.9 - 76.2 23.8 西部B（三潴） 210 11.4 50.0 26.2 12.4 - 61.4 38.6 

女性：18～29歳 238 18.1 47.1 26.9 8.0 - 65.2 34.9 わからない・無回答 14 7.1 64.3 14.3 14.3 - 71.4 28.6 

女性：30歳代 264 13.3 48.1 27.7 11.0 - 61.4 38.7 

女性：40歳代 352 10.8 53.4 27.0 8.8 - 64.2 35.8 

女性：50歳代 353 12.2 53.0 26.1 8.5 0.3 65.2 34.6 

女性：60～64歳 204 12.3 44.1 32.8 10.8 - 56.4 43.6 

女性：65～69歳 217 13.8 54.4 25.8 5.5 0.5 68.2 31.3 

女性：70～74歳 259 15.1 48.6 25.9 10.0 0.4 63.7 35.9 

女性：75歳以上 94 22.3 40.4 27.7 8.5 1.1 62.7 36.2 

無回答 20 10.0 65.0 20.0 5.0 - 75.0 25.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（イ）都市環境が充実しているまち

全  体

回
答
者
数

（イ）都市環境が充実しているまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ウ）外で活動しやすいまち 

 『思う』は 55.7％、『思わない』は 43.9％である。 

 

【経年比較】 

 経年でみてもあまり大きな変化はみられないが、『思う』の割合がやや減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『思う』は５割台半ば、『思わない』は４割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】『思う』は男性の『18～29歳』（70.5％）と「75歳以上」（73.0％）で７割を超え、

女性の『18～29歳』でも 68.1％と高い。 

【ブロック別】「中央部」で『思う』が 65.5％と最も高く、「北部Ａ」（60.2％）と「西部Ｂ（三潴）」

（60.0％）でも約６割ある。「西部Ａ（城島）」では『思わない』が 61.8％と最も高く、『思う』（37.3％）

を大きく上回っている。 

【同居家族別】就学前から中学生を除く「18 歳未満の子どもがいる」「障害者手帳を持っている人

がいる」世帯では『思う』が６割弱で高い。「中学生がいる」世帯では『思わない』が 51.0％で『思

う』（48.9％）をやや上回っている。 

 

10.4

12.2

12.4

45.3

45.5

43.9

34.6

34.0

32.3

9.3

7.5

9.4

0.3

0.9

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

55.7

57.7

56.3

43.9

41.5

41.7

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答
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（エ）人権が尊重されているまち 

『思う』は 61.0％、『思わない』は 38.1％である。 

 

【経年比較】 

 「そう思う」の割合は令和元年度調査から年々減り、令和４年度調査では 8.2％と最も低く、結

果『思う』の割合も年々減り、『思わない』の割合が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

9.4

10.6

52.8

56.7

56.0

30.2

26.7

24.1

7.9

5.8

6.5

0.9

1.4

2.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

61.0

66.1

66.6

38.1

32.5

30.6

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 368 1,600 1,222 330 12 1,968 1,552 3,532 368 1,600 1,222 330 12 1,968 1,552 
100.0 10.4 45.3 34.6 9.3 0.3 55.7 43.9 100.0 10.4 45.3 34.6 9.3 0.3 55.7 43.9 

男性 1,533 11.4 44.0 35.2 8.9 0.5 55.4 44.1 東部A 219 9.1 42.5 38.8 9.6 - 51.6 48.4 

女性 1,981 9.6 46.3 34.1 9.7 0.3 55.9 43.8 東部B（田主丸） 179 7.8 43.0 37.4 11.2 0.6 50.8 48.6 

無回答 18 16.7 38.9 38.9 5.6 - 55.6 44.5 北部A 316 11.1 49.1 30.4 9.2 0.3 60.2 39.6 

男性：18～29歳 146 21.9 48.6 24.7 4.8 - 70.5 29.5 北部B（北野） 175 5.7 42.3 40.0 12.0 - 48.0 52.0 

男性：30歳代 177 10.7 43.5 35.6 9.6 0.6 54.2 45.2 中央東部 550 10.5 46.4 33.8 8.9 0.4 56.9 42.7 

男性：40歳代 288 11.1 41.3 38.2 9.4 - 52.4 47.6 南東部 347 7.8 46.1 35.4 10.1 0.6 53.9 45.5 

男性：50歳代 280 9.3 38.6 40.4 11.4 0.4 47.9 51.8 中央部 519 15.4 50.1 28.5 6.0 - 65.5 34.5 

男性：60～64歳 168 7.7 50.6 32.1 9.5 - 58.3 41.6 中央南部 541 10.2 46.8 34.6 8.1 0.4 57.0 42.7 

男性：65～69歳 182 9.9 43.4 39.6 6.0 1.1 53.3 45.6 南西部 344 11.3 36.3 41.6 10.2 0.6 47.6 51.8 

男性：70～74歳 227 8.8 45.8 34.8 9.7 0.9 54.6 44.5 西部A（城島） 118 3.4 33.9 44.9 16.9 0.8 37.3 61.8 

男性：75歳以上 63 23.8 49.2 19.0 7.9 - 73.0 26.9 西部B（三潴） 210 11.9 48.1 28.1 11.9 - 60.0 40.0 

女性：18～29歳 238 13.9 54.2 25.6 6.3 - 68.1 31.9 わからない・無回答 14 7.1 50.0 35.7 - 7.1 57.1 35.7 

女性：30歳代 264 11.4 45.1 31.4 12.1 - 56.5 43.5 就学前の

女性：40歳代 352 7.1 46.9 36.4 9.7 - 54.0 46.1 子どもがいる

女性：50歳代 353 9.1 48.7 32.3 9.3 0.6 57.8 41.6 小学生がいる 444 11.0 45.0 34.5 9.5 - 56.0 44.0 

女性：60～64歳 204 9.3 40.2 37.7 12.7 - 49.5 50.4 中学生がいる 286 10.1 38.8 40.9 10.1 - 48.9 51.0 

女性：65～69歳 217 6.5 44.7 40.6 7.8 0.5 51.2 48.4 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 10.0 42.5 36.7 10.4 0.4 52.5 47.1 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 11.7 46.8 31.9 8.5 1.1 58.5 40.4 65歳以上の人がいる 1,455 9.6 45.6 34.8 9.3 0.6 55.2 44.1 

無回答 20 15.0 40.0 35.0 5.0 5.0 55.0 40.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 8.3 41.7 41.7 8.3 - 50.0 50.0 

57.1 42.0 

10.5 45.7 34.1 9.6 0.1 56.2 43.7 

10.7 46.4 32.1 9.9 0.8 

56.2 43.8 

9.7 48.9 30.6 10.4 0.4 58.6 41.0 

10.5 45.7 33.6 10.2 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 

回
答
者
数

（ウ）外で活動しやすいまち

全  体

回
答
者
数

（ウ）外で活動しやすいまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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【性別】「男性」の『思う』は 63.2％で「女性」（59.3％）より 3.9ポイント高い。 

【性別・年齢別】男性の『18～29 歳』で『思う』が 75.3％と最も高い。一方、女性の「30 歳代」

では『思わない』が 47.7％と最も高く、その他女性の『40～64歳』、男性の「65～69歳」でも４割

台と高い。 

【ブロック別】「西部Ａ（城島）」で『思わない』が 47.5％と最も高く、その他「北部Ｂ（北野）」

（41.2％）、「中央南部」（40.1％）、「西部Ｂ（三潴）」（40.4％）などでも約４割と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）安全で安心して暮らせるまち 

『思う』は 71.9％、『思わない』は 27.8％である。 

 

【経年比較】 

 「そう思う」の割合は令和元年度調査から年々減り、令和４年度調査では 14.5％と最も低く、結

果『思う』の割合も年々減り、『思わない』の割合が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.5

16.3

19.0

57.4

59.9

55.9

21.9

18.4

18.9

5.9

4.5

4.5

0.3

0.9

1.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

71.9

76.2

74.9

27.8

22.9

23.4

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 289 1,864 1,067 280 32 2,153 1,347 3,532 289 1,864 1,067 280 32 2,153 1,347 
100.0 8.2 52.8 30.2 7.9 0.9 61.0 38.1 100.0 8.2 52.8 30.2 7.9 0.9 61.0 38.1 

男性 1,533 9.7 53.5 29.2 6.9 0.8 63.2 36.1 東部A 219 11.4 51.6 30.1 6.4 0.5 63.0 36.5 

女性 1,981 7.1 52.2 31.0 8.7 1.0 59.3 39.7 東部B（田主丸） 179 8.9 53.6 29.1 6.7 1.7 62.5 35.8 

無回答 18 5.6 50.0 33.3 5.6 5.6 55.6 38.9 北部A 316 10.1 55.1 27.5 7.3 - 65.2 34.8 

男性：18～29歳 146 17.1 58.2 21.9 2.7 - 75.3 24.6 北部B（北野） 175 8.0 49.7 34.9 6.3 1.1 57.7 41.2 

男性：30歳代 177 8.5 52.5 29.9 8.5 0.6 61.0 38.4 中央東部 550 8.7 54.5 28.9 7.1 0.7 63.2 36.0 

男性：40歳代 288 9.4 50.7 33.0 6.9 - 60.1 39.9 南東部 347 5.8 56.2 28.2 9.2 0.6 62.0 37.4 

男性：50歳代 280 7.5 56.8 29.3 6.1 0.4 64.3 35.4 中央部 519 8.5 52.8 28.7 8.9 1.2 61.3 37.6 

男性：60～64歳 168 7.1 53.0 31.0 8.3 0.6 60.1 39.3 中央南部 541 8.1 50.5 31.4 8.7 1.3 58.6 40.1 

男性：65～69歳 182 7.7 50.0 34.1 6.0 2.2 57.7 40.1 南西部 344 7.0 53.5 31.7 7.0 0.9 60.5 38.7 

男性：70～74歳 227 10.6 55.1 23.8 8.8 1.8 65.7 32.6 西部A（城島） 118 3.4 48.3 37.3 10.2 0.8 51.7 47.5 

男性：75歳以上 63 14.3 49.2 27.0 7.9 1.6 63.5 34.9 西部B（三潴） 210 8.6 50.0 31.4 9.0 1.0 58.6 40.4 

女性：18～29歳 238 6.7 58.4 25.2 8.8 0.8 65.1 34.0 わからない・無回答 14 - 42.9 42.9 7.1 7.1 42.9 50.0 

女性：30歳代 264 5.3 47.0 37.9 9.8 - 52.3 47.7 

女性：40歳代 352 7.1 50.0 31.5 10.8 0.6 57.1 42.3 

女性：50歳代 353 8.5 49.6 32.9 8.5 0.6 58.1 41.4 

女性：60～64歳 204 5.4 51.5 30.9 11.3 1.0 56.9 42.2 

女性：65～69歳 217 6.9 55.3 30.4 5.1 2.3 62.2 35.5 

女性：70～74歳 259 8.1 56.0 28.2 5.8 1.9 64.1 34.0 

女性：75歳以上 94 8.5 54.3 26.6 9.6 1.1 62.8 36.2 

無回答 20 10.0 50.0 30.0 5.0 5.0 60.0 35.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（エ）人権が尊重されているまち

全  体

回
答
者
数

（エ）人権が尊重されているまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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【性別】「女性」の『思う』は 72.9％で「男性」（70.4％）より 2.5ポイントとやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の高い層で『思う』の割合が高い傾向がみられ、女性の『70歳以上』

では８割台半ばと高い。『思わない』は男性の「30歳代」で 41.3％と最も高い。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で『思う』が 81.6％と最も高い。『思わない』は「中央部」（32.2％）、

「西部Ａ（城島）」（31.3％）、「北部Ａ」（31.0％）などで３割強と他のブロックよりも高い。 

【同居家族別】「65歳以上の人がいる」世帯で『思う』が 77.5％と最も高く、その他、就学前から

中学生を除く「18歳未満の子どもがいる」（74.6％）、「障害者手帳を持っている人がいる」（73.7％）

世帯でも７割強と高い。『思わない』は「就学前の子どもがいる」世帯で 33.6％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 511 2,027 774 209 11 2,538 983 3,532 511 2,027 774 209 11 2,538 983 
100.0 14.5 57.4 21.9 5.9 0.3 71.9 27.8 100.0 14.5 57.4 21.9 5.9 0.3 71.9 27.8 

男性 1,533 15.0 55.4 22.8 6.5 0.3 70.4 29.3 東部A 219 17.8 55.7 21.0 5.5 - 73.5 26.5 

女性 1,981 13.9 59.0 21.3 5.5 0.4 72.9 26.8 東部B（田主丸） 179 16.8 64.8 15.1 2.8 0.6 81.6 17.9 

無回答 18 27.8 50.0 16.7 5.6 - 77.8 22.3 北部A 316 11.7 57.3 23.7 7.3 - 69.0 31.0 

男性：18～29歳 146 20.5 47.3 24.0 8.2 - 67.8 32.2 北部B（北野） 175 14.9 57.7 21.7 5.1 0.6 72.6 26.8 

男性：30歳代 177 9.6 48.6 27.7 13.6 0.6 58.2 41.3 中央東部 550 14.5 57.5 21.6 6.0 0.4 72.0 27.6 

男性：40歳代 288 12.8 49.7 30.6 6.9 - 62.5 37.5 南東部 347 11.8 61.7 21.3 4.9 0.3 73.5 26.2 

男性：50歳代 280 11.8 61.4 20.4 6.1 0.4 73.2 26.5 中央部 519 17.0 50.9 25.8 6.4 - 67.9 32.2 

男性：60～64歳 168 11.9 61.9 22.6 3.6 - 73.8 26.2 中央南部 541 13.1 57.5 22.4 6.5 0.6 70.6 28.9 

男性：65～69歳 182 15.4 63.7 15.4 4.4 1.1 79.1 19.8 南西部 344 15.4 57.6 20.3 5.8 0.9 73.0 26.1 

男性：70～74歳 227 18.5 58.1 18.5 4.8 - 76.6 23.3 西部A（城島） 118 9.3 59.3 25.4 5.9 - 68.6 31.3 

男性：75歳以上 63 36.5 39.7 20.6 3.2 - 76.2 23.8 西部B（三潴） 210 15.7 60.5 17.6 6.2 - 76.2 23.8 

女性：18～29歳 238 11.3 55.0 27.3 6.3 - 66.3 33.6 わからない・無回答 14 14.3 50.0 21.4 14.3 - 64.3 35.7 

女性：30歳代 264 8.3 57.2 25.8 8.7 - 65.5 34.5 就学前の

女性：40歳代 352 8.5 59.7 25.6 6.3 - 68.2 31.9 子どもがいる

女性：50歳代 353 13.3 56.7 24.4 5.4 0.3 70.0 29.8 小学生がいる 444 11.9 57.4 23.9 6.8 - 69.3 30.7 

女性：60～64歳 204 15.7 59.3 15.7 8.8 0.5 75.0 24.5 中学生がいる 286 16.8 51.4 26.9 4.5 0.3 68.2 31.4 

女性：65～69歳 217 16.6 62.7 19.4 0.5 0.9 79.3 19.9 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 22.8 62.5 10.4 3.1 1.2 85.3 13.5 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 24.5 61.7 11.7 2.1 - 86.2 13.8 65歳以上の人がいる 1,455 17.5 60.0 17.2 4.7 0.5 77.5 21.9 

無回答 20 25.0 55.0 15.0 5.0 - 80.0 20.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 16.7 50.0 25.0 8.3 - 66.7 33.3 

73.7 26.0 

2,166 13.1 55.3 24.7 6.7 0.2 68.4 31.4 

19.1 54.6 19.9 6.1 0.3 

66.4 33.6 

268 16.4 58.2 19.0 5.6 0.7 74.6 24.6 

10.2 56.2 25.3 8.3 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

392 

回
答
者
数

（オ）安全で安心して暮らせるまち

全  体

回
答
者
数

（オ）安全で安心して暮らせるまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（カ）心豊かに暮らせるまち 

『思う』は 68.1％、『思わない』は 31.4％である。 

 

【経年比較】 

 「そう思う」の割合は令和元年度調査から年々減り、令和４年度調査では 13.5％と最も低く、結

果『思う』の割合も年々減り、『思わない』の割合が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『思う』は 69.4％で「男性」（66.6％）より 2.8ポイントとやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』と女性の「75歳以上」で『思う』が７割台半ばと高い。『思

わない』は男性の「30 歳代」で 39.5％と最も高く、その他、男性の「50 歳代」（36.1％）、女性の

「60～64歳」（37.7％）でも３割台半ばを超えている。 

【ブロック別】「北部Ａ」（73.4％）と「中央東部」（72.6％）で『思う』が７割を超えて高い。『思

わない』は「西部Ａ（城島）」（39.9％）と「東部Ｂ（田主丸）」（37.4％）で４割近くと高い。 

【同居家族別】就学前から中学生を除く「18歳未満の子どもがいる」と「小学生がいる」世帯では

『思う』が７割強と他の同居家族に比べて割合が高い。 

 

 

 

13.5

15.2

17.4

54.6

56.1

55.7

25.8

23.1

20.7

5.6

4.4

3.9

0.5

1.2

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

68.1

71.3

73.1

31.4

27.5

24.6

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答



 Ⅱ 調査結果の分析（１ 久留米市の住みやすさや愛着度について） 

- 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（キ）子育てしやすいまち 

『思う』は 72.5％、『思わない』は 26.0％である。 

 

【経年比較】 

 『思う』は令和３年度調査から 5.4ポイント減少し、『思わない』が 6.6ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 478 1,929 912 197 16 2,407 1,109 3,532 478 1,929 912 197 16 2,407 1,109 
100.0 13.5 54.6 25.8 5.6 0.5 68.1 31.4 100.0 13.5 54.6 25.8 5.6 0.5 68.1 31.4 

男性 1,533 12.7 53.9 27.9 5.1 0.5 66.6 33.0 東部A 219 14.2 53.4 27.4 5.0 - 67.6 32.4 

女性 1,981 14.1 55.3 24.2 6.0 0.5 69.4 30.2 東部B（田主丸） 179 12.3 49.7 31.8 5.6 0.6 62.0 37.4 

無回答 18 22.2 38.9 33.3 5.6 - 61.1 38.9 北部A 316 15.2 58.2 21.2 5.4 - 73.4 26.6 

男性：18～29歳 146 21.9 52.7 23.3 2.1 - 74.6 25.4 北部B（北野） 175 11.4 52.0 29.7 5.7 1.1 63.4 35.4 

男性：30歳代 177 11.9 48.0 33.3 6.2 0.6 59.9 39.5 中央東部 550 14.4 58.2 22.9 4.0 0.5 72.6 26.9 

男性：40歳代 288 13.2 56.3 26.4 4.2 - 69.5 30.6 南東部 347 12.1 57.1 23.6 6.9 0.3 69.2 30.5 

男性：50歳代 280 9.6 53.9 28.2 7.9 0.4 63.5 36.1 中央部 519 18.3 50.7 25.6 5.0 0.4 69.0 30.6 

男性：60～64歳 168 12.5 56.0 27.4 4.2 - 68.5 31.6 中央南部 541 12.2 54.7 27.0 5.7 0.4 66.9 32.7 

男性：65～69歳 182 11.5 52.7 29.1 4.4 2.2 64.2 33.5 南西部 344 11.0 54.7 28.8 4.4 1.2 65.7 33.2 

男性：70～74歳 227 10.6 56.8 26.4 6.2 - 67.4 32.6 西部A（城島） 118 6.8 53.4 31.4 8.5 - 60.2 39.9 

男性：75歳以上 63 17.5 47.6 31.7 1.6 1.6 65.1 33.3 西部B（三潴） 210 12.9 55.2 22.4 9.5 - 68.1 31.9 

女性：18～29歳 238 16.4 59.7 18.5 5.0 0.4 76.1 23.5 わからない・無回答 14 14.3 28.6 42.9 7.1 7.1 42.9 50.0 

女性：30歳代 264 12.1 56.8 26.1 4.9 - 68.9 31.0 就学前の

女性：40歳代 352 9.9 61.6 21.9 6.5 - 71.5 28.4 子どもがいる

女性：50歳代 353 14.7 51.3 26.9 6.5 0.6 66.0 33.4 小学生がいる 444 14.6 57.7 24.5 3.2 - 72.3 27.7 

女性：60～64歳 204 10.3 51.5 29.4 8.3 0.5 61.8 37.7 中学生がいる 286 15.0 54.9 25.9 3.8 0.3 69.9 29.7 

女性：65～69歳 217 14.3 55.8 26.3 3.2 0.5 70.1 29.5 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 18.5 50.2 22.8 7.3 1.2 68.7 30.1 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 22.3 53.2 19.1 4.3 1.1 75.5 23.4 65歳以上の人がいる 1,455 14.6 53.0 25.5 6.1 0.8 67.6 31.6 

無回答 20 20.0 45.0 30.0 5.0 - 65.0 35.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 8.3 50.0 41.7 - - 58.3 41.7 

67.1 32.2 

13.1 55.4 25.3 5.8 0.3 68.5 31.1 

16.3 50.8 27.6 4.6 0.8 

68.1 31.9 

11.6 61.9 20.9 4.9 0.7 73.5 25.8 

12.9 55.2 28.0 3.9 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 

回
答
者
数

（カ）心豊かに暮らせるまち

全  体

回
答
者
数

（カ）心豊かに暮らせるまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

14.6

18.0

16.9

57.9

59.9

58.1

19.5

15.0

16.4

6.5

4.4

4.5

1.6

2.6

4.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

72.5

77.9

75.0

26.0

19.4

20.9

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答
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【性別】男女とも『思う』は７割強、『思わない』は２割台半ばと大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の『18～40歳代』、女性の『18～30歳代』と『思わない』が３割を超えてお

り、年齢の低い層で『思わない』の割合が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「西部Ａ（城島）」で『思わない』が 44.1％と最も高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では『思わない』が 32.4％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ク）地域で支えあいや助け合いが充実しているまち 

『思う』は 62.0％、『思わない』は 37.5％である。 

 

【経年比較】 

令和３年度調査までは同程度の割合で推移していたが、令和４年度調査では『思う』が 4.4ポイ

ント減少し、『思わない』が 5.6ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9

12.2

11.9

52.1

54.2

52.2

30.3

26.1

27.0

7.2

5.8

6.3

0.5

1.6

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

62.0

66.4

64.1

37.5

31.9

33.3

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 516 2,044 689 228 55 2,560 917 3,532 516 2,044 689 228 55 2,560 917 
100.0 14.6 57.9 19.5 6.5 1.6 72.5 26.0 100.0 14.6 57.9 19.5 6.5 1.6 72.5 26.0 

男性 1,533 14.4 57.3 20.4 7.0 1.0 71.7 27.4 東部A 219 17.4 55.7 21.9 3.7 1.4 73.1 25.6 

女性 1,981 14.7 58.4 18.9 6.1 1.8 73.1 25.0 東部B（田主丸） 179 14.0 58.7 20.7 5.0 1.7 72.7 25.7 

無回答 18 22.2 50.0 11.1 - 16.7 72.2 11.1 北部A 316 15.8 58.5 15.8 8.9 0.9 74.3 24.7 

男性：18～29歳 146 18.5 48.6 24.0 8.9 - 67.1 32.9 北部B（北野） 175 11.4 60.0 17.1 9.7 1.7 71.4 26.8 

男性：30歳代 177 13.6 53.1 22.6 10.2 0.6 66.7 32.8 中央東部 550 14.5 59.3 18.7 5.8 1.6 73.8 24.5 

男性：40歳代 288 15.3 54.5 22.9 7.3 - 69.8 30.2 南東部 347 12.4 60.5 18.4 7.8 0.9 72.9 26.2 

男性：50歳代 280 11.8 58.2 22.5 6.8 0.7 70.0 29.3 中央部 519 17.9 53.2 21.4 6.0 1.5 71.1 27.4 

男性：60～64歳 168 13.1 65.5 15.5 5.4 0.6 78.6 20.9 中央南部 541 12.6 62.3 18.5 5.0 1.7 74.9 23.5 

男性：65～69歳 182 12.6 59.9 20.9 3.3 3.3 72.5 24.2 南西部 344 15.7 57.3 19.2 5.8 2.0 73.0 25.0 

男性：70～74歳 227 14.5 61.7 15.4 7.0 1.3 76.2 22.4 西部A（城島） 118 7.6 46.6 32.2 11.9 1.7 54.2 44.1 

男性：75歳以上 63 22.2 52.4 12.7 7.9 4.8 74.6 20.6 西部B（三潴） 210 15.7 57.1 18.1 6.7 2.4 72.8 24.8 

女性：18～29歳 238 14.3 52.9 23.9 8.4 0.4 67.2 32.3 わからない・無回答 14 21.4 42.9 28.6 7.1 - 64.3 35.7 

女性：30歳代 264 14.8 53.0 26.1 5.7 0.4 67.8 31.8 就学前の

女性：40歳代 352 13.9 59.7 19.0 6.5 0.9 73.6 25.5 子どもがいる

女性：50歳代 353 16.4 58.9 16.7 6.8 1.1 75.3 23.5 小学生がいる 444 19.1 55.4 20.5 5.0 - 74.5 25.5 

女性：60～64歳 204 11.3 57.8 19.1 9.3 2.5 69.1 28.4 中学生がいる 286 18.5 52.1 22.7 6.3 0.3 70.6 29.0 

女性：65～69歳 217 12.9 63.1 17.5 3.2 3.2 76.0 20.7 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 17.4 62.5 12.7 3.9 3.5 79.9 16.6 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 17.0 59.6 13.8 3.2 6.4 76.6 17.0 65歳以上の人がいる 1,455 15.1 59.0 18.1 5.0 2.8 74.1 23.1 

無回答 20 20.0 50.0 15.0 - 15.0 70.0 15.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 16.7 66.7 8.3 8.3 - 83.4 16.6 

70.9 27.1 

14.6 56.5 20.9 7.4 0.6 71.1 28.3 

17.1 53.8 20.7 6.4 2.0 

67.7 32.4 

17.5 61.6 15.7 4.9 0.4 79.1 20.6 

17.3 50.4 25.3 7.1 - 
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392 

2,166 

回
答
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数

（キ）子育てしやすいまち

全  体
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者
数

（キ）子育てしやすいまち

全  体
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×
年
齢
別
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【性別】「女性」の『思う』は 63.0％で「男性」（60.7％）より 2.3ポイントとやや高い。 

【性別・年齢別】「男性」の「30 歳代」と「70～74 歳」、女性の『30～40 歳代』で『思わない』が

４割台と他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で『思う』が 74.3％と最も高い。『思わない』は「中央南部」

（43.0％）、「中央東部」（40.7％）で４割を超えて高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では『思わない』が 43.5％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 348 1,841 1,071 253 19 2,189 1,324 3,532 348 1,841 1,071 253 19 2,189 1,324 
100.0 9.9 52.1 30.3 7.2 0.5 62.0 37.5 100.0 9.9 52.1 30.3 7.2 0.5 62.0 37.5 

男性 1,533 10.7 50.0 31.7 7.1 0.5 60.7 38.8 東部A 219 9.1 53.0 30.1 7.8 - 62.1 37.9 

女性 1,981 9.2 53.8 29.3 7.3 0.5 63.0 36.6 東部B（田主丸） 179 17.3 57.0 19.6 5.6 0.6 74.3 25.2 

無回答 18 11.1 50.0 27.8 - 11.1 61.1 27.8 北部A 316 10.8 50.6 29.1 9.2 0.3 61.4 38.3 

男性：18～29歳 146 17.1 50.0 27.4 5.5 - 67.1 32.9 北部B（北野） 175 8.0 61.7 24.0 6.3 - 69.7 30.3 

男性：30歳代 177 7.9 45.8 36.7 9.0 0.6 53.7 45.7 中央東部 550 9.3 49.1 32.7 8.0 0.9 58.4 40.7 

男性：40歳代 288 9.0 51.7 30.6 8.7 - 60.7 39.3 南東部 347 10.4 51.9 30.0 7.8 - 62.3 37.8 

男性：50歳代 280 7.5 52.9 33.6 5.4 0.7 60.4 39.0 中央部 519 9.2 50.3 32.8 6.9 0.8 59.5 39.7 

男性：60～64歳 168 11.9 51.2 31.0 6.0 - 63.1 37.0 中央南部 541 7.4 49.2 35.1 7.9 0.4 56.6 43.0 

男性：65～69歳 182 9.9 51.1 31.3 6.0 1.6 61.0 37.3 南西部 344 10.2 54.9 28.2 6.1 0.6 65.1 34.3 

男性：70～74歳 227 11.9 46.7 33.0 7.9 0.4 58.6 40.9 西部A（城島） 118 11.9 52.5 30.5 4.2 0.8 64.4 34.7 

男性：75歳以上 63 20.6 46.0 23.8 9.5 - 66.6 33.3 西部B（三潴） 210 11.4 57.6 26.2 4.3 0.5 69.0 30.5 

女性：18～29歳 238 8.8 57.1 26.5 7.1 0.4 65.9 33.6 わからない・無回答 14 7.1 42.9 28.6 7.1 14.3 50.0 35.7 

女性：30歳代 264 8.3 48.5 37.5 5.7 - 56.8 43.2 就学前の

女性：40歳代 352 10.5 49.1 29.5 10.5 0.3 59.6 40.0 子どもがいる

女性：50歳代 353 9.1 55.2 27.5 7.6 0.6 64.3 35.1 小学生がいる 444 11.7 52.7 29.1 6.5 - 64.4 35.6 

女性：60～64歳 204 6.9 57.4 24.0 10.8 1.0 64.3 34.8 中学生がいる 286 13.3 53.8 29.0 3.8 - 67.1 32.8 

女性：65～69歳 217 8.8 55.8 30.9 3.7 0.9 64.6 34.6 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 10.0 56.0 28.2 5.4 0.4 66.0 33.6 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 11.7 53.2 29.8 4.3 1.1 64.9 34.1 65歳以上の人がいる 1,455 11.1 53.6 28.5 6.0 0.8 64.7 34.5 

無回答 20 10.0 55.0 25.0 - 10.0 65.0 25.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 8.3 75.0 8.3 - 8.3 83.3 8.3 

63.1 36.2 

9.5 52.0 30.2 8.1 0.2 61.5 38.3 

15.1 48.0 29.6 6.6 0.8 

56.4 43.5 

11.6 54.1 28.4 5.6 0.4 65.7 34.0 

7.3 49.1 37.2 6.3 - 
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別
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居
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族
別
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268 
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2,166 

回
答
者
数

（ク）地域で支えあいや助け合いが充実しているまち

全  体

回
答
者
数

（ク）地域で支えあいや助け合いが充実しているまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ケ）働きやすいまち 

『思う』は 52.9％、『思わない』は 45.8％である。 

 

【経年比較】 

『思う』の割合は令和３年度調査では 3.0ポイント増えていたが、令和４年度調査では 4.6ポイ

ント減と減少に転じ、『思わない』は 5.3ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『思う』は 53.9％で「男性」（51.7％）より 2.2ポイントとやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』と男性の「75歳以上」で『思う』が６割を超えて高く、特

に男性の『18～29 歳』は 67.8％と最も高い。『思わない』は男性の「50 歳代」で 55.8％と最も高

い。 

【ブロック別】「西部Ａ （城島）」で『思わない』が 69.5％と最も高く、『思う』（30.5％）の割合

を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

9.0

8.9

44.8

48.5

45.6

36.2

32.9

33.1

9.6

7.6

9.1

1.3

2.1

3.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

52.9

57.5

54.5

45.8

40.5

42.2

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 285 1,583 1,280 339 45 1,868 1,619 3,532 285 1,583 1,280 339 45 1,868 1,619 
100.0 8.1 44.8 36.2 9.6 1.3 52.9 45.8 100.0 8.1 44.8 36.2 9.6 1.3 52.9 45.8 

男性 1,533 8.7 43.0 37.6 9.8 0.9 51.7 47.4 東部A 219 10.5 43.8 34.7 10.5 0.5 54.3 45.2 

女性 1,981 7.6 46.3 35.2 9.4 1.4 53.9 44.6 東部B（田主丸） 179 7.8 42.5 39.7 8.4 1.7 50.3 48.1 

無回答 18 11.1 33.3 33.3 5.6 16.7 44.4 38.9 北部A 316 9.8 49.4 31.3 9.2 0.3 59.2 40.5 

男性：18～29歳 146 14.4 53.4 23.3 8.9 - 67.8 32.2 北部B（北野） 175 4.6 45.1 37.1 12.0 1.1 49.7 49.1 

男性：30歳代 177 8.5 44.6 35.0 11.3 0.6 53.1 46.3 中央東部 550 9.3 46.5 34.9 8.0 1.3 55.8 42.9 

男性：40歳代 288 8.7 45.5 36.5 9.4 - 54.2 45.9 南東部 347 6.1 46.1 35.2 11.8 0.9 52.2 47.0 

男性：50歳代 280 5.0 38.6 42.9 12.9 0.7 43.6 55.8 中央部 519 7.7 43.4 37.6 10.0 1.3 51.1 47.6 

男性：60～64歳 168 8.9 38.7 45.2 7.1 - 47.6 52.3 中央南部 541 9.1 44.2 38.1 7.4 1.3 53.3 45.5 

男性：65～69歳 182 7.1 42.9 37.4 9.9 2.7 50.0 47.3 南西部 344 8.1 49.1 32.6 8.1 2.0 57.2 40.7 

男性：70～74歳 227 7.9 40.1 41.0 9.7 1.3 48.0 50.7 西部A（城島） 118 4.2 26.3 50.0 19.5 - 30.5 69.5 

男性：75歳以上 63 19.0 44.4 27.0 4.8 4.8 63.4 31.8 西部B（三潴） 210 6.7 43.8 36.7 10.5 2.4 50.5 47.2 

女性：18～29歳 238 8.0 54.6 29.8 6.7 0.8 62.6 36.5 わからない・無回答 14 7.1 28.6 42.9 7.1 14.3 35.7 50.0 

女性：30歳代 264 9.5 43.2 38.3 9.1 - 52.7 47.4 

女性：40歳代 352 8.8 47.4 32.7 10.5 0.6 56.2 43.2 

女性：50歳代 353 7.6 47.3 35.1 9.1 0.8 54.9 44.2 

女性：60～64歳 204 4.9 40.7 42.2 11.3 1.0 45.6 53.5 

女性：65～69歳 217 6.9 41.9 41.9 6.0 3.2 48.8 47.9 

女性：70～74歳 259 6.6 46.7 30.9 12.4 3.5 53.3 43.3 

女性：75歳以上 94 6.4 47.9 31.9 10.6 3.2 54.3 42.5 

無回答 20 10.0 35.0 35.0 5.0 15.0 45.0 40.0 
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（コ）国際性豊かなまち 

『思う』は 25.7％、『思わない』は 73.4％である。 

 

【経年比較】 

『思う』の割合は令和３年度調査では 4.0ポイント増えていたが、令和４年度調査では 5.0ポイ

ント減と減少に転じ、『思わない』は 5.9ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『思う』は 26.9％で「女性」（24.9％）より 2.0ポイントとやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』で『思う』が３割台と他の年代に比べて高い。『思わない』

は年齢の高い層で割合が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で『思わない』が 82.1％と最も高く、また、「北部Ｂ（北野）」

で『思う』が 35.4％と高くなっている。 
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3.6

3.9

22.0

27.1

22.8

47.9

46.8

45.5

25.5

20.7

24.6

0.9

1.9

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

25.7

30.7

26.7

73.4

67.5

70.1

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
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な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
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な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 129 777 1,693 902 31 906 2,595 3,532 129 777 1,693 902 31 906 2,595 
100.0 3.7 22.0 47.9 25.5 0.9 25.7 73.4 100.0 3.7 22.0 47.9 25.5 0.9 25.7 73.4 

男性 1,533 4.5 22.4 48.1 24.4 0.6 26.9 72.5 東部A 219 4.1 27.9 42.5 25.1 0.5 32.0 67.6 

女性 1,981 3.0 21.9 47.9 26.4 1.0 24.9 74.3 東部B（田主丸） 179 2.8 13.4 48.0 34.1 1.7 16.2 82.1 

無回答 18 5.6 5.6 38.9 33.3 16.7 11.2 72.2 北部A 316 4.7 23.1 46.8 25.3 - 27.8 72.1 

男性：18～29歳 146 11.0 28.8 42.5 17.8 - 39.8 60.3 北部B（北野） 175 4.0 31.4 38.9 24.6 1.1 35.4 63.5 

男性：30歳代 177 5.1 23.7 46.9 23.7 0.6 28.8 70.6 中央東部 550 3.3 22.9 51.6 21.1 1.1 26.2 72.7 

男性：40歳代 288 5.2 26.4 46.9 21.2 0.3 31.6 68.1 南東部 347 3.2 23.9 43.2 28.8 0.9 27.1 72.0 

男性：50歳代 280 2.5 21.4 50.7 24.6 0.7 23.9 75.3 中央部 519 4.2 22.4 50.9 21.8 0.8 26.6 72.7 

男性：60～64歳 168 1.8 23.8 48.8 25.6 - 25.6 74.4 中央南部 541 3.5 18.7 52.5 24.4 0.9 22.2 76.9 

男性：65～69歳 182 3.8 18.7 55.5 20.9 1.1 22.5 76.4 南西部 344 2.9 19.8 49.1 27.3 0.9 22.7 76.4 

男性：70～74歳 227 3.5 14.5 50.7 30.4 0.9 18.0 81.1 西部A（城島） 118 4.2 16.1 38.1 40.7 0.8 20.3 78.8 

男性：75歳以上 63 6.3 22.2 28.6 41.3 1.6 28.5 69.9 西部B（三潴） 210 3.8 22.9 46.7 26.2 0.5 26.7 72.9 

女性：18～29歳 238 5.0 28.2 42.0 24.8 - 33.2 66.8 わからない・無回答 14 - 21.4 28.6 35.7 14.3 21.4 64.3 

女性：30歳代 264 3.4 21.6 48.5 26.1 0.4 25.0 74.6 

女性：40歳代 352 4.0 25.9 44.3 25.6 0.3 29.9 69.9 

女性：50歳代 353 2.8 25.5 49.6 21.5 0.6 28.3 71.1 

女性：60～64歳 204 1.5 19.1 50.0 28.9 0.5 20.6 78.9 

女性：65～69歳 217 2.3 13.8 57.1 24.4 2.3 16.1 81.5 

女性：70～74歳 259 1.9 15.8 48.6 31.7 1.9 17.7 80.3 

女性：75歳以上 94 1.1 19.1 39.4 36.2 4.3 20.2 75.6 

無回答 20 5.0 15.0 35.0 30.0 15.0 20.0 65.0 
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（サ）にぎわいのあるまち 

『思う』は 31.8％、『思わない』は 67.7％である。 

 

【経年比較】 

 『思う』の割合は令和元年調査から年々減り、令和４年度調査では 31.8％と最も低く、『思わな

い』の割合が増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『思う』が３割強、『思わない』が７割弱と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』で『思う』の割合が５割を超えて高く、特に男性では 60.2％

と女性よりも約１割高い。『思わない』は男女とも年齢の高い層で割合が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「西部Ａ （城島）」で『思わない』が 77.1％と最も高く、その他「東部Ｂ（田主丸）」

（72.7％）、「中央南部」（71.7％）、「北部Ｂ（北野）」（70.2％）でも７割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

5.3

5.6

6.7

26.5

28.4

28.5

45.1

45.1

41.2

22.6

19.4

21.1

0.5

1.5

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

31.8

34.0

35.2

67.7

64.5

62.3

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 186 936 1,594 798 18 1,122 2,392 3,532 186 936 1,594 798 18 1,122 2,392 
100.0 5.3 26.5 45.1 22.6 0.5 31.8 67.7 100.0 5.3 26.5 45.1 22.6 0.5 31.8 67.7 

男性 1,533 6.1 26.1 44.9 22.4 0.5 32.2 67.3 東部A 219 5.0 26.5 47.5 21.0 - 31.5 68.5 

女性 1,981 4.6 26.9 45.4 22.7 0.4 31.5 68.1 東部B（田主丸） 179 4.5 21.8 45.3 27.4 1.1 26.3 72.7 

無回答 18 - 16.7 38.9 33.3 11.1 16.7 72.2 北部A 316 8.9 26.3 42.1 22.8 - 35.2 64.9 

男性：18～29歳 146 12.3 47.9 26.7 13.0 - 60.2 39.7 北部B（北野） 175 3.4 25.1 45.1 25.1 1.1 28.5 70.2 

男性：30歳代 177 9.0 33.9 36.2 20.3 0.6 42.9 56.5 中央東部 550 4.4 27.1 49.5 18.5 0.5 31.5 68.0 

男性：40歳代 288 7.3 26.0 50.3 16.0 0.3 33.3 66.3 南東部 347 5.5 28.5 40.1 25.4 0.6 34.0 65.5 

男性：50歳代 280 4.3 23.2 45.0 26.8 0.7 27.5 71.8 中央部 519 6.4 27.7 45.7 20.0 0.2 34.1 65.7 

男性：60～64歳 168 3.0 19.0 53.6 24.4 - 22.0 78.0 中央南部 541 3.9 23.8 49.0 22.7 0.6 27.7 71.7 

男性：65～69歳 182 4.4 20.9 51.6 22.0 1.1 25.3 73.6 南西部 344 5.2 30.5 39.8 23.8 0.6 35.7 63.6 

男性：70～74歳 227 3.1 19.8 45.4 30.8 0.9 22.9 76.2 西部A（城島） 118 4.2 18.6 43.2 33.9 - 22.8 77.1 

男性：75歳以上 63 11.1 22.2 41.3 25.4 - 33.3 66.7 西部B（三潴） 210 6.2 28.1 43.3 21.9 0.5 34.3 65.2 

女性：18～29歳 238 12.6 38.2 37.8 11.3 - 50.8 49.1 わからない・無回答 14 - 35.7 35.7 14.3 14.3 35.7 50.0 

女性：30歳代 264 5.3 38.6 39.0 17.0 - 43.9 56.0 

女性：40歳代 352 5.1 25.9 46.0 22.7 0.3 31.0 68.7 

女性：50歳代 353 3.4 26.1 47.9 22.1 0.6 29.5 70.0 

女性：60～64歳 204 1.0 17.2 52.9 28.9 - 18.2 81.8 

女性：65～69歳 217 2.8 21.2 51.6 23.5 0.9 24.0 75.1 

女性：70～74歳 259 3.1 22.0 43.2 30.9 0.8 25.1 74.1 

女性：75歳以上 94 2.1 20.2 45.7 30.9 1.1 22.3 76.6 

無回答 20 - 20.0 40.0 30.0 10.0 20.0 70.0 

回
答
者
数

（サ）にぎわいのあるまち

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（サ）にぎわいのあるまち

全  体
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（シ）県南の中核都市である 

『思う』は 55.1％、『思わない』は 44.1％である。 

 

【経年比較】 

『思う』の割合は令和３年度調査では 4.0ポイント増えていたが、令和４年度調査では 7.7ポイ

ント減と減少に転じ、『思わない』は 8.6ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『思う』は 58.8％で「女性」（52.4％）より 6.4ポイント高い。 

【性別・年齢別】男性の『18～29歳』「40歳代」「60～64歳」「75歳以上」で『思う』が６割台半ば

と高い。『思わない』は女性の「60～64歳」『70歳以上』で５割を超えて高い。 

【ブロック別】「西部Ａ（城島）」で『思わない』が 57.7％と最も高く、次いで「東部Ｂ（田主丸）」

が 53.1％と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3

19.3

20.4

40.8

43.5

38.4

28.7

23.9

24.9

15.4

11.6

13.9

0.8

1.7

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

55.1

62.8

58.8

44.1

35.5

38.8

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答

（％） （％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532 505 1,441 1,012 545 29 1,946 1,557 3,532 505 1,441 1,012 545 29 1,946 1,557 
100.0 14.3 40.8 28.7 15.4 0.8 55.1 44.1 100.0 14.3 40.8 28.7 15.4 0.8 55.1 44.1 

男性 1,533 18.0 40.8 25.9 14.7 0.5 58.8 40.6 東部A 219 20.1 39.3 28.3 12.3 - 59.4 40.6 

女性 1,981 11.6 40.8 30.7 16.0 0.9 52.4 46.7 東部B（田主丸） 179 8.4 36.9 31.3 21.8 1.7 45.3 53.1 

無回答 18 - 33.3 33.3 16.7 16.7 33.3 50.0 北部A 316 17.1 45.3 24.4 13.3 - 62.4 37.7 

男性：18～29歳 146 19.9 46.6 21.2 11.6 0.7 66.5 32.8 北部B（北野） 175 9.7 43.4 27.4 17.7 1.7 53.1 45.1 

男性：30歳代 177 18.1 41.2 24.9 15.3 0.6 59.3 40.2 中央東部 550 16.0 40.4 30.7 11.8 1.1 56.4 42.5 

男性：40歳代 288 19.1 44.1 26.7 10.1 - 63.2 36.8 南東部 347 15.6 36.9 27.7 19.3 0.6 52.5 47.0 

男性：50歳代 280 13.9 40.0 27.5 17.9 0.7 53.9 45.4 中央部 519 17.5 39.9 27.7 14.5 0.4 57.4 42.2 

男性：60～64歳 168 18.5 45.8 20.8 14.9 - 64.3 35.7 中央南部 541 13.3 40.7 30.9 14.6 0.6 54.0 45.5 

男性：65～69歳 182 18.7 30.8 34.1 15.4 1.1 49.5 49.5 南西部 344 11.9 44.8 27.3 14.8 1.2 56.7 42.1 

男性：70～74歳 227 17.2 38.8 26.0 17.2 0.9 56.0 43.2 西部A（城島） 118 5.1 35.6 31.4 26.3 1.7 40.7 57.7 

男性：75歳以上 63 27.0 38.1 17.5 17.5 - 65.1 35.0 西部B（三潴） 210 10.5 43.8 27.6 17.1 1.0 54.3 44.7 

女性：18～29歳 238 16.0 42.4 28.2 13.4 - 58.4 41.6 わからない・無回答 14 7.1 35.7 28.6 14.3 14.3 42.8 42.9 

女性：30歳代 264 8.3 45.1 29.5 17.0 - 53.4 46.5 

女性：40歳代 352 10.8 40.9 33.5 14.5 0.3 51.7 48.0 

女性：50歳代 353 15.3 42.5 27.2 14.2 0.8 57.8 41.4 

女性：60～64歳 204 10.8 35.3 33.8 19.6 0.5 46.1 53.4 

女性：65～69歳 217 9.2 42.9 36.4 10.1 1.4 52.1 46.5 

女性：70～74歳 259 10.8 36.7 29.7 20.5 2.3 47.5 50.2 

女性：75歳以上 94 7.4 37.2 26.6 24.5 4.3 44.6 51.1 

無回答 20 - 35.0 35.0 15.0 15.0 35.0 50.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（シ）県南の中核都市である

全  体

回
答
者
数

（シ）県南の中核都市である

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（５）久留米市への定住意向 

 

問５ あなたは、事情が許せば今後も久留米市に住み続けたいと思いますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

 久留米市に「住み続けたい」が 48.5％と最も高く、「どちらかといえば住み続けたい」（33.5％）

をあわせた『住み続けたい』は 82.0％である。「移りたい」（2.8％）と「どちらかといえば移りた

い」（8.4％）をあわせた『移りたい』は 11.2％となっている。 

 

【経年比較】 

 『住み続けたい』の割合は令和３年度調査では、令和元年度調査と比較して 6.1ポイント増えて

いたが、内訳をみると積極的な「住み続けたい」の割合は令和元年調査から年々減少し、令和４年

度調査では 48.5％と最も低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『住み続けたい』は 84.5％で「女性」（80.0％）より 4.5ポイント高い。 

【年齢別】年齢が高い層で『住み続けたい』の割合が高い傾向がみられる。『移りたい』は年齢の低

い層で高く、『18～29歳』で 21.1％と最も高くなっている。 

【ブロック別】「東部Ａ」（86.8％）と「西部Ｂ（三潴）」（86.7％）では『住み続けたい』が８割台

半ばと高い。「西部Ａ（城島）」では『移りたい』が 22.9％と最も高くなっている。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では『移りたい』が 15.0％と他の同居家族に比べて

割合が高くなっている。 

 

『住み

続けたい』 『移りたい』

住み続けたい どちらかといえば

住み続けたい

どちらかといえば

移りたい
移りたい わからない 無回答

48.5

51.6

56.9

33.5

34.1

22.7

8.4

6.8

7.1

2.8

2.0

2.3

6.7

5.2

10.5

0.2

0.2

0.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

82.0

85.7

79.6

11.2

8.8

9.4
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（％）

住
み
続
け
た
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

住
み
続
け
た
い
	

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

移
り
た
い

移
り
た
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
住
み
続
け
た
い

』

『
移
り
た
い

』

3,532  1,713  1,184  296     98      235     6        2,897  394     
100.0  48.5    33.5    8.4     2.8     6.7     0.2     82.0    11.2    

男性 1,533  50.8    33.7    7.5     2.6     5.0     0.3     84.5    10.1    

女性 1,981  46.6    33.4    9.0     2.9     8.0     0.1     80.0    11.9    

無回答 18      55.6    27.8    16.7    -        -        -        83.4    16.7    

18～29歳 384     31.0    35.9    13.5    7.6     11.7    0.3     66.9    21.1    

30歳代 441     39.9    37.9    9.3     4.8     8.2     -        77.8    14.1    

40歳代 640     43.3    38.3    8.3     3.1     6.9     0.2     81.6    11.4    

50歳代 634     49.5    33.0    9.0     2.2     6.0     0.3     82.5    11.2    

60～64歳 372     53.5    31.2    8.1     1.6     5.6     -        84.7    9.7      

65～69歳 401     56.9    29.4    6.5     1.0     6.0     0.2     86.3    7.5      

70～74歳 492     59.3    30.5    4.9     0.6     4.5     0.2     89.8    5.5      

75歳以上 161     65.2    24.2    6.8     0.6     3.1     -        89.4    7.4      

無回答 7        42.9    28.6    28.6    -        -        -        71.5    28.6    

東部A 219     53.0    33.8    4.1     1.8     7.3     -        86.8    5.9      

東部B（田主丸） 179     54.7    27.9    8.9     2.2     5.6     0.6     82.6    11.1    

北部A 316     47.5    33.5    7.0     6.0     5.4     0.6     81.0    13.0    

北部B（北野） 175     48.6    32.6    8.6     1.7     8.6     -        81.2    10.3    

中央東部 550     47.5    34.2    9.6     2.4     6.4     -        81.7    12.0    

南東部 347     49.3    34.3    6.9     3.2     6.1     0.3     83.6    10.1    

中央部 519     51.4    31.2    8.1     2.7     6.6     -        82.6    10.8    

中央南部 541     45.8    36.0    9.1     2.2     6.8     -        81.8    11.3    

南西部 344     49.1    31.7    9.0     2.3     7.6     0.3     80.8    11.3    

西部A（城島） 118     36.4    34.7    17.8    5.1     5.9     -        71.1    22.9    

西部B（三潴） 210     48.6    38.1    4.3     1.9     6.7     0.5     86.7    6.2      

わからない・無回答 14      21.4    21.4    35.7    -        21.4    -        42.8    35.7    

就学前の子どもがいる 411     41.8    37.0    10.9    4.1     5.6     0.5     78.8    15.0    

小学生がいる 444     49.1    36.5    8.6     1.8     3.8     0.2     85.6    10.4    

中学生がいる 286     44.8    38.1    8.0     3.8     4.9     0.3     82.9    11.8    

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     48.9    34.7    6.0     4.5     5.2     0.7     83.6    10.5    

65歳以上の人がいる 1,455  55.2    30.6    6.5     1.7     5.8     0.3     85.8    8.2      

障害者手帳を持っている人がいる 392     54.6    28.8    8.2     1.8     6.4     0.3     83.4    10.0    

上記にあてはまる人はいない 2,166  44.9    35.4    8.9     3.5     7.2     0.2     80.3    12.4    

無回答 12      33.3    58.3    8.3     -        -        -        91.6    8.3      

同
居
家
族
別

回
答
者
数

久留米市への定住意向

全  体

性
別

年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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２ ふだんの生活について 

（１）生涯学習活動の状況 

 

問６ あなたは、ふだんの生活の中で、生涯学習活動を行っていますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

 生涯学習活動を「行っている」は 26.5％、「行っていない」は 72.9％と、生涯学習活動を行って

いる人は全体の約４分の１である。 

 

【経年比較】 

 「行っている」割合は令和元年度調査から年々減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行っている 行っていない 無回答

26.5

31.3

34.3

72.9

68.3

64.8

0.7

0.4

0.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）
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【性別】男女とも「行っている」が２割台半ば、「行っていない」が７割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】「行っている」は女性の「70～74 歳」（39.8％）と男性の「75 歳以上」（38.1％）

で４割近くと高い。その他、男性の『18～29歳』（35.6％）で３割台半ば、男性の「65～69歳」、女

性の『60～69 歳』「75 歳以上」で約３割が生涯学習活動を行っている。「行っていない」は男性の

「50歳代」と女性の「30歳代」（同率 80.7％）で８割を超えて高い。 

【ブロック別】「中央部」で「行っている」が 30.4％と最も高く、「西部Ａ（城島）」では「行って

いない」が 81.4％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行

っ
て
い
る

行

っ
て

 
い
な
い

無
回
答

行

っ
て
い
る

行

っ
て

 
い
な
い

無
回
答

3,532   935      2,574   23       3,532   935      2,574   23       
100.0   26.5     72.9     0.7      100.0   26.5     72.9     0.7      

男性 1,533   26.7     72.5     0.8      東部A 219      26.9     73.1     -         

女性 1,981   26.4     73.1     0.6      東部B（田主丸） 179      27.9     72.1     -         

無回答 18       22.2     77.8     -         北部A 316      25.9     73.1     0.9      

男性：18～29歳 146      35.6     63.0     1.4      北部B（北野） 175      25.7     73.7     0.6      

男性：30歳代 177      28.2     71.8     -         中央東部 550      26.2     73.5     0.4      

男性：40歳代 288      25.7     73.6     0.7      南東部 347      25.6     73.5     0.9      

男性：50歳代 280      18.6     80.7     0.7      中央部 519      30.4     68.8     0.8      

男性：60～64歳 168      22.0     76.2     1.8      中央南部 541      25.1     74.3     0.6      

男性：65～69歳 182      30.8     69.2     -         南西部 344      26.2     72.1     1.7      

男性：70～74歳 227      27.8     71.8     0.4      西部A（城島） 118      18.6     81.4     -         

男性：75歳以上 63       38.1     60.3     1.6      西部B（三潴） 210      26.7     72.9     0.5      

女性：18～29歳 238      21.8     77.7     0.4      わからない・無回答 14       28.6     71.4     -         

女性：30歳代 264      18.9     80.7     0.4      

女性：40歳代 352      20.5     79.5     -         

女性：50歳代 353      23.5     75.6     0.8      

女性：60～64歳 204      31.4     68.1     0.5      

女性：65～69歳 217      31.8     67.7     0.5      

女性：70～74歳 259      39.8     59.1     1.2      

女性：75歳以上 94       30.9     68.1     1.1      

無回答 20       25.0     70.0     5.0      

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

生涯学習活動の状況

全  体

性
別
×
年
齢
別

回
答
者
数

生涯学習活動の状況

全  体

性
別
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（２）家庭で使用する水の種類 

 

問７ ご家庭で使用する水の種類は何ですか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

 家庭で使用する水は「水道水（上水道）のみ」が 80.6％と最も多く、次いで「水道水（上水道）

と地下水（井戸水）との併用」が 11.3％、「地下水（井戸水）のみ」が 7.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ブロック別】 

「水道水（上水道）のみ」は「中央南部」（94.1％）、「中央東部」（94.0％）で９割半ば、「中央部」

（89.4％）、「南東部」（87.6％）で９割弱、「北部Ａ」（82.6％）、「南西部」（79.1％）、「西部Ａ（城

島）」（77.1％）などで８割前後となっている。 

「地下水（井戸水）のみ」は「東部Ｂ（田主丸）」で 81.0％と最も高い。「水道水（上水道）と地

下水（井戸水）との併用」は「西部Ｂ（三潴）」（27.6％）、「東部Ｂ（北野）」（25.1％）、「西部Ａ（城

島）」（22.9％）、「東部Ａ」（20.5％）で２割台、「南西部」（16.6％）「北部Ａ」（15.2％）で１割台半

ばある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道水

（上水道）のみ

80.6%

地下水

（井戸水）のみ

7.6%

水道水（上水道）と

地下水（井戸水）との

併用

11.3%
無回答

0.5%

全 体

（ｎ=3,523）

（％）

水
道
水

（
上
水

道

）
の
み

地
下
水

（
井
戸

水

）
の
み

水
道
水

（
上
水

道

）
と
地
下
水

（
井
戸
水

）
と

の
併
用

無
回
答

3,532        2,848        267          398          19            
100.0        80.6         7.6           11.3         0.5           

東部A 219          67.6         11.4         20.5         0.5           

東部B（田主丸） 179          12.8         81.0         6.1           -              

北部A 316          82.6         1.9           15.2         0.3           

北部B（北野） 175          58.9         14.9         25.1         1.1           

中央東部 550          94.0         0.5           5.1           0.4           

南東部 347          87.6         3.5           7.8           1.2           

中央部 519          89.4         4.8           5.2           0.6           

中央南部 541          94.1         1.1           4.6           0.2           

南西部 344          79.1         2.9           16.6         1.5           

西部A（城島） 118          77.1         -              22.9         -              

西部B（三潴） 210          68.6         3.8           27.6         -              

わからない・無回答 14            85.7         7.1           7.1           -              

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

家庭で使用する水の種類

全  体



 Ⅱ 調査結果の分析（２ ふだんの生活について） 

- 53 - 

（３）自分自身の健康状況 

 

問８ あなたは、あなた自身の健康についてどう感じますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

自身の健康について「健康である」が 22.4％、「どちらかといえば健康である」が 56.9％とこれ

らをあわせた『健康である』は 79.3％である。「健康でない」（4.6％）と「どちらかといえば健康

でない」（15.7％）をあわせた『健康でない』は 20.3％である。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査と比べると『健康である』の割合は 4.0ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『健康である』は 81.7％で「男性」（76.3％）より 5.4ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で『健康である』の割合が高い傾向がみられ、特に女性の

『18～29 歳』で 94.1％と最も高い。『健康でない』は男女とも「75 歳以上」で３割を超えている。 

【ブロック別】「西部Ａ（城島）」で『健康でない』が 30.5％と最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4

18.7

22.5

56.9

59.3

52.7

15.7

17.5

18.3

4.6

4.3

6.0

0.4

0.2

0.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

79.3

78.0

75.2

20.3

21.8

24.3

『健康で

ある』

『健康で

ない』

健康である どちらかといえば

健康である

どちらかといえば

健康でない
健康でない 無回答

（％） （％）

健
康
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
健
康

で
あ
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
健
康

で
な
い

健
康
で
な
い

無
回
答

『
健
康
で
あ

る

』
『
健
康
で
な

い

』

健
康
で
あ
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
健
康

で
あ
る

ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
健
康

で
な
い

健
康
で
な
い

無
回
答

『
健
康
で
あ

る

』
『
健
康
で
な

い

』

3,532 792 2,008 556 162 14 2,800 718 3,532 792 2,008 556 162 14 2,800 718 
100.0 22.4 56.9 15.7 4.6 0.4 79.3 20.3 100.0 22.4 56.9 15.7 4.6 0.4 79.3 20.3 

男性 1,533 21.6 54.7 17.9 5.3 0.5 76.3 23.2 東部A 219 22.8 59.4 15.1 2.7 - 82.2 17.8 

女性 1,981 23.2 58.5 14.0 3.9 0.4 81.7 17.9 東部B（田主丸） 179 21.2 56.4 16.2 6.1 - 77.6 22.3 

無回答 18 5.6 61.1 16.7 16.7 - 66.7 33.4 北部A 316 24.7 54.1 15.2 5.7 0.3 78.8 20.9 

男性：18～29歳 146 47.3 39.7 7.5 4.1 1.4 87.0 11.6 北部B（北野） 175 19.4 56.0 20.6 3.4 0.6 75.4 24.0 

男性：30歳代 177 35.6 48.0 11.9 4.5 - 83.6 16.4 中央東部 550 23.6 58.4 14.0 4.0 - 82.0 18.0 

男性：40歳代 288 20.8 59.4 16.7 3.1 - 80.2 19.8 南東部 347 20.2 57.3 16.4 5.2 0.9 77.5 21.6 

男性：50歳代 280 14.6 56.8 23.6 4.6 0.4 71.4 28.2 中央部 519 24.5 55.7 15.8 3.5 0.6 80.2 19.3 

男性：60～64歳 168 14.9 57.7 22.0 4.2 1.2 72.6 26.2 中央南部 541 22.0 59.1 13.7 5.0 0.2 81.1 18.7 

男性：65～69歳 182 14.8 60.4 17.0 7.7 - 75.2 24.7 南西部 344 21.8 54.7 16.9 5.2 1.5 76.5 22.1 

男性：70～74歳 227 15.9 55.9 21.1 6.6 0.4 71.8 27.7 西部A（城島） 118 22.9 46.6 25.4 5.1 - 69.5 30.5 

男性：75歳以上 63 15.9 49.2 19.0 14.3 1.6 65.1 33.3 西部B（三潴） 210 19.0 61.4 13.8 5.7 - 80.4 19.5 

女性：18～29歳 238 45.8 48.3 3.8 1.7 0.4 94.1 5.5 わからない・無回答 14 28.6 50.0 21.4 - - 78.6 21.4 

女性：30歳代 264 28.0 54.2 14.4 3.4 - 82.2 17.8 

女性：40歳代 352 21.6 60.8 13.4 4.3 - 82.4 17.7 

女性：50歳代 353 23.8 57.5 14.4 4.2 - 81.3 18.6 

女性：60～64歳 204 22.1 61.3 12.7 3.4 0.5 83.4 16.1 

女性：65～69歳 217 15.2 67.3 12.0 5.1 0.5 82.5 17.1 

女性：70～74歳 259 11.6 60.6 22.8 3.9 1.2 72.2 26.7 

女性：75歳以上 94 9.6 58.5 23.4 7.4 1.1 68.1 30.8 

無回答 20 5.0 60.0 20.0 15.0 - 65.0 35.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

自分自身の健康状況

全  体

回
答
者
数

自分自身の健康状況

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（４）運動・スポーツ活動の状況 

 

問９ あなたは、どれくらいの頻度で、健康づくりのために体を動かしたり、運動をしたりし

ていますか。（１日３０分以上）。（あてはまる番号１つだけ） 

 

体を動かしたり運動したりする頻度は「週に２日以上」が 31.5％と最も高く、「週に１日程度」

は 19.7％で『週に１回以上』体を動かしている人は 51.2％である。「まったく行っていない」人は

28.7％である。 

 

【経年比較】 

「週に２日以上」の割合は、令和３年度調査では令和元年度調査と比較して 3.3ポイント増えて

いたが、令和４年度調査では 2.7 ポイント減と減少に転じている。「まったく行っていない」は令

和３年度調査と同程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「まったく行っていない」は「女性」が 31.1％で「男性」（25.7％）よりも 5.4ポイント高

く、健康づくりのための運動は「男性」の方が「女性」よりも行っている。 

【年齢別】年齢が高い層で「週に２日以上」の割合が高くなり、『18～64歳』では２割台、『65歳以

上』では４割を超えている。「まったく行っていない」は「40歳代」（34.2％）と「50歳代」（35.6％）

で３割台半ばと他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「南西部」で『週に１回以上』が 55.5％と最も高い。「まったく行っていない」は「北

部Ｂ（北野）」（33.1％）、「東部Ａ」（32.9％）で約３分の１を占めている。 

【同居家族別】「65歳以上の人がいる」世帯では『週に１回以上』が 58.7％と最も高く、反対に「就

学前の子どもがいる」世帯では 38.5％と最も低い。 

31.5

34.2

30.9

19.7

19.2

17.5

11.9

10.7

11.1

4.5

4.5

4.5

3.0

4.1

4.1

28.7

27.1

30.8

0.6

0.1

0.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

週に

２日以上

週に

１日程度

月に

１～３日程度
３か月に

１～２日

年に

１～３日程度
無回答まったく

行っていない

51.2

53.4

48.4

『週に

１回以上』
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（％）

週
に
２
日
以
上

週
に
１
日
程
度

月
に
１
～

３
日
程
度

３
か
月
に
１
～

２
日

程
度

年
に
１
～

３
日
程
度

ま

っ
た
く
行

っ
て
い

な
い

無
回
答

『
週
に
１
回
以
上

』

3,532 1,113 696    422    160    106    1,014 21      1,809  
100.0 31.5   19.7   11.9   4.5     3.0     28.7   0.6     51.2   

男性 1,533 32.5   20.7   13.6   4.9     2.1     25.7   0.6     53.2   

女性 1,981 30.5   18.9   10.8   4.3     3.7     31.1   0.6     49.4   

無回答 18      55.6   22.2   5.6     -       -       16.7   -       77.8   

18～29歳 384    25.5   23.2   15.4   6.8     3.4     25.0   0.8     48.7   

30歳代 441    20.2   22.4   14.5   7.3     4.1     31.5   -       42.6   

40歳代 640    25.2   17.0   14.2   5.9     3.4     34.2   -       42.2   

50歳代 634    23.8   20.2   12.0   3.6     4.4     35.6   0.3     44.0   

60～64歳 372    28.8   21.8   11.0   4.3     3.5     29.8   0.8     50.6   

65～69歳 401    44.4   18.2   9.5     1.5     1.2     24.7   0.5     62.6   

70～74歳 492    48.6   18.9   7.9     3.0     1.2     18.9   1.4     67.5   

75歳以上 161    54.0   13.7   8.7     2.5     0.6     18.6   1.9     67.7   

無回答 7       42.9   28.6   -       -       -       14.3   14.3   71.5   

東部A 219    31.5   16.4   10.0   4.6     4.6     32.9   -       47.9   

東部B（田主丸） 179    30.2   17.9   14.0   6.1     4.5     26.3   1.1     48.1   

北部A 316    27.8   24.4   13.9   1.6     3.2     28.5   0.6     52.2   

北部B（北野） 175    30.3   18.3   9.7     5.1     2.3     33.1   1.1     48.6   

中央東部 550    31.3   22.4   12.7   6.2     2.0     25.3   0.2     53.7   

南東部 347    34.6   19.0   10.4   3.2     2.6     29.4   0.9     53.6   

中央部 519    33.9   17.0   11.9   5.8     3.1     27.7   0.6     50.9   

中央南部 541    30.3   17.2   14.8   4.1     3.7     29.6   0.4     47.5   

南西部 344    34.0   21.5   9.0     3.8     2.3     27.9   1.5     55.5   

西部A（城島） 118    28.0   22.0   11.0   2.5     5.1     30.5   0.8     50.0   

西部B（三潴） 210    30.0   21.0   10.5   5.7     1.9     31.0   -       51.0   

わからない・無回答 14      28.6   35.7   -       -       -       35.7   -       64.3   

就学前の子どもがいる 411    17.3   21.2   16.5   6.8     3.6     33.8   0.7     38.5   

小学生がいる 444    20.3   20.3   16.2   7.7     4.1     31.1   0.5     40.6   

中学生がいる 286    24.1   18.9   14.3   5.9     3.8     32.5   0.3     43.0   

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268    29.5   16.8   11.9   4.5     1.5     35.4   0.4     46.3   

65歳以上の人がいる 1,455 39.2   19.5   10.3   4.1     2.1     24.1   0.8     58.7   

障害者手帳を持っている人がいる 392    28.8   18.6   13.0   5.4     1.0     31.9   1.3     47.4   

上記にあてはまる人はいない 2,166 27.2   20.3   13.2   4.8     3.6     30.6   0.4     47.5   

無回答 12      33.3   25.0   -       8.3     -       33.3   -       58.3   

同
居
家
族
別

運動・スポーツ活動の状況

年
齢
別

回
答
者
数

全  体

性
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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（５）安全安心のまちづくりを市との協働で進めていくこと 

 

問 10 あなたは、「安全安心のまちづくり」を、市と地域の皆さんがともに協力しあって進め

ていくことが必要だと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

 市と地域が協力しあうことの必要性について、「そう思う」が 47.0％、「どちらかといえばそう

思う」が 46.5％とこれらをあわせた『思う』は 93.5％となっている。「そう思わない」（1.6％）と

「どちらかといえばそう思わない」（4.2％）をあわせた『思わない』は 5.8％と１割に満たない。 

 

【経年比較】 

 令和３年度調査と比べると、積極的な「そう思う」が 4.7ポイント減少し、消極的な「どちらか

といえばそう思う」が 3.1ポイント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】積極的な「そう思う」は「男性」が 49.6％で「女性」（45.2％）よりも 4.4ポイント高い。 

【性別・年齢別】男性の『65歳以上』と女性の「70～74歳」では、積極的な「そう思う」が５割を

超えて高くなっている。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で積極的な「そう思う」が 53.6％と最も高く、「南東部」（51.9％）

でも５割を超えている。 

【同居家族別】「65歳以上の人がいる」（51.5％）世帯と「障害者手帳を持っている人がいる」（49.7％）

世帯では積極的な「そう思う」が５割前後と他の世帯に比べて高い。 

 

 

47.0

51.7

46.5

43.4

4.2

3.3

1.6

1.3

0.7

0.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

93.5

95.1

5.8

4.6

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない

そう思わない 無回答
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（％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532  1,661  1,641  147     58      25      3,302  205     
100.0  47.0    46.5    4.2     1.6     0.7     93.5    5.8      

男性 1,533  49.6    43.5    4.2     1.8     0.9     93.1    6.0      

女性 1,981  45.2    48.6    4.2     1.5     0.6     93.8    5.7      

無回答 18      33.3    66.7    -        -        -        100.0  -        

男性：18～29歳 146     43.2    45.2    5.5     4.8     1.4     88.4    10.3    

男性：30歳代 177     44.1    45.8    6.2     3.4     0.6     89.9    9.6      

男性：40歳代 288     46.9    45.8    4.9     2.4     -        92.7    7.3      

男性：50歳代 280     46.4    49.3    3.6     0.4     0.4     95.7    4.0      

男性：60～64歳 168     48.2    45.8    3.0     0.6     2.4     94.0    3.6      

男性：65～69歳 182     56.6    36.8    4.9     1.1     0.5     93.4    6.0      

男性：70～74歳 227     58.6    37.0    1.3     1.8     1.3     95.6    3.1      

男性：75歳以上 63      58.7    31.7    6.3     -        3.2     90.4    6.3      

女性：18～29歳 238     45.4    48.7    4.6     0.8     0.4     94.1    5.4      

女性：30歳代 264     40.9    52.3    4.2     2.7     -        93.2    6.9      

女性：40歳代 352     38.9    54.0    5.1     2.0     -        92.9    7.1      

女性：50歳代 353     43.6    50.4    4.8     0.8     0.3     94.0    5.6      

女性：60～64歳 204     46.1    46.1    3.9     2.5     1.5     92.2    6.4      

女性：65～69歳 217     49.3    46.5    3.2     0.5     0.5     95.8    3.7      

女性：70～74歳 259     54.8    39.8    3.1     1.2     1.2     94.6    4.3      

女性：75歳以上 94      47.9    44.7    3.2     2.1     2.1     92.6    5.3      

無回答 20      30.0    70.0    -        -        -        100.0  -        

東部A 219     48.4    44.7    4.6     1.8     0.5     93.1    6.4      

東部B（田主丸） 179     53.6    38.5    6.1     1.1     0.6     92.1    7.2      

北部A 316     46.2    44.6    5.7     2.8     0.6     90.8    8.5      

北部B（北野） 175     42.3    50.9    5.1     0.6     1.1     93.2    5.7      

中央東部 550     48.5    45.8    4.0     0.9     0.7     94.3    4.9      

南東部 347     51.9    40.9    4.0     2.0     1.2     92.8    6.0      

中央部 519     46.6    47.2    3.5     2.1     0.6     93.8    5.6      

中央南部 541     47.0    47.5    3.9     1.3     0.4     94.5    5.2      

南西部 344     43.9    50.3    3.5     0.9     1.5     94.2    4.4      

西部A（城島） 118     48.3    47.5    2.5     1.7     -        95.8    4.2      

西部B（三潴） 210     40.5    52.4    4.3     2.4     0.5     92.9    6.7      

わからない・無回答 14      21.4    64.3    -        14.3    -        85.7    14.3    

就学前の子どもがいる 411     44.5    50.1    3.4     1.5     0.5     94.6    4.9      

小学生がいる 444     44.4    48.6    5.0     1.6     0.5     93.0    6.6      

中学生がいる 286     45.1    49.3    4.9     0.7     -        94.4    5.6      

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     42.2    48.9    6.0     2.6     0.4     91.1    8.6      

65歳以上の人がいる 1,455  51.5    42.4    3.5     1.6     1.0     93.9    5.1      

障害者手帳を持っている人がいる 392     49.7    43.9    3.1     1.5     1.8     93.6    4.6      

上記にあてはまる人はいない 2,166  43.8    49.3    4.6     1.8     0.5     93.1    6.4      

無回答 12      41.7    58.3    -        -        -        100.0  -        

同
居
家
族
別

回
答
者
数

安全安心のまちづくりを市との協働で進めていくこと
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別
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（６）市民活動への参加意向 

 

問 11 あなたは、地域をよりよくするために、校区コミュニティ活動や自治会活動、ボランティ

ア活動などの市民活動に参加したいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

市民活動への参加意向について、「そう思う」（11.3％）と「どちらかといえばそう思う」（39.6％）

をあわせた『思う』は 50.9％である。「そう思わない」（17.6％）と「どちらかといえばそう思わな

い」（30.8％）をあわせた『思わない』は 48.4％と『思う』がやや上回る程度となっている。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査から比べると、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の割合は年々減少

し、令和４年度調査が最も低い割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】積極的な「そう思う」は「男性」が 13.4％で「女性」（9.7％）よりも 3.7 ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の高い層で積極的な「そう思う」の割合が高い傾向がみられ、女性

は『65 歳以上』で１割を超えるが、男性は『50 歳以上』と「30 歳代」でも１割を超え、特に「75

歳以上」は２割を超え最も高い。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」で『思う』が 60.9％と最も高い。『思わない』は「北部Ａ」（51.9％）

と「中央部」（50.7％）、「中央南部」（49.9％）などで５割前後と『思う』の割合を上回っている。 

【同居家族別】「中学生がいる」（57.0％）、「小学生がいる」（56.3％）、「障害者手帳を持っている人

がいる」（55.7％）世帯では『思う』が５割台半ばを超えて他の同居家族に比べて高い。 

【生涯学習活動の状況別】「行っている」人は『思う』が 67.9％と「行っていない」（45.0％）人を

22.9ポイント上回っている。 

【近所付き合いの程度別】近所付き合いの程度が高い人ほど『思う』の割合が高くなっている。 

11.3

11.5

13.9

39.6

43.4

44.0

30.8

29.9

26.9

17.6

14.8

13.9

0.8

0.5

1.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

50.9

54.9

57.9

48.4

44.7

40.8

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答
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『
思
う

』

『
思
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』

3,532  400     1,398  1,087  620     27      1,798  1,707  
100.0  11.3    39.6    30.8    17.6    0.8     50.9    48.4    

男性 1,533  13.4    38.9    27.7    19.1    0.8     52.3    46.8    

女性 1,981  9.7     40.0    33.2    16.4    0.8     49.7    49.6    

無回答 18      11.1    50.0    22.2    16.7    -        61.1    38.9    

男性：18～29歳 146     8.9     30.8    29.5    29.5    1.4     39.7    59.0    

男性：30歳代 177     10.7    37.3    23.7    27.7    0.6     48.0    51.4    

男性：40歳代 288     8.7     40.3    29.2    21.2    0.7     49.0    50.4    

男性：50歳代 280     13.9    36.8    32.5    16.4    0.4     50.7    48.9    

男性：60～64歳 168     11.9    43.5    29.2    14.3    1.2     55.4    43.5    

男性：65～69歳 182     17.0    39.6    28.0    14.8    0.5     56.6    42.8    

男性：70～74歳 227     19.4    41.0    23.8    15.0    0.9     60.4    38.8    

男性：75歳以上 63      23.8    44.4    15.9    14.3    1.6     68.2    30.2    

女性：18～29歳 238     8.4     34.5    40.3    16.4    0.4     42.9    56.7    

女性：30歳代 264     8.7     32.6    35.6    23.1    -        41.3    58.7    

女性：40歳代 352     6.0     36.9    36.9    20.2    -        42.9    57.1    

女性：50歳代 353     7.4     44.5    29.2    18.7    0.3     51.9    47.9    

女性：60～64歳 204     9.8     45.6    31.9    11.8    1.0     55.4    43.7    

女性：65～69歳 217     14.3    45.6    28.6    10.1    1.4     59.9    38.7    

女性：70～74歳 259     15.1    40.5    30.5    11.6    2.3     55.6    42.1    

女性：75歳以上 94      12.8    42.6    30.9    11.7    2.1     55.4    42.6    

無回答 20      10.0    50.0    25.0    15.0    -        60.0    40.0    

東部A 219     12.3    42.0    28.8    16.9    -        54.3    45.7    

東部B（田主丸） 179     13.4    47.5    25.1    13.4    0.6     60.9    38.5    

北部A 316     10.4    37.3    30.4    21.5    0.3     47.7    51.9    

北部B（北野） 175     12.6    41.1    26.9    18.3    1.1     53.7    45.2    

中央東部 550     11.3    38.7    32.4    16.9    0.7     50.0    49.3    

南東部 347     13.0    36.3    32.3    17.3    1.2     49.3    49.6    

中央部 519     10.8    38.0    31.8    18.9    0.6     48.8    50.7    

中央南部 541     8.3     40.9    33.3    16.6    0.9     49.2    49.9    

南西部 344     14.0    38.7    29.7    16.3    1.5     52.7    46.0    

西部A（城島） 118     6.8     44.1    31.4    17.8    -        50.9    49.2    

西部B（三潴） 210     13.8    41.0    27.6    16.7    1.0     54.8    44.3    

わからない・無回答 14      7.1     21.4    28.6    42.9    -        28.5    71.5    

就学前の子どもがいる 411     8.5     41.6    33.3    15.6    1.0     50.1    48.9    

小学生がいる 444     11.3    45.0    28.6    14.4    0.7     56.3    43.0    

中学生がいる 286     12.2    44.8    28.0    15.0    -        57.0    43.0    

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     11.9    41.0    26.5    20.1    0.4     52.9    46.6    

65歳以上の人がいる 1,455  13.6    40.3    29.9    15.0    1.2     53.9    44.9    

障害者手帳を持っている人がいる 392     15.1    40.6    26.8    15.8    1.8     55.7    42.6    

上記にあてはまる人はいない 2,166  9.9     39.1    30.9    19.6    0.5     49.0    50.5    

無回答 12      8.3     66.7    25.0    -        -        75.0    25.0    

行っている 935     23.5    44.4    23.2    8.7     0.2     67.9    31.9    

行っていない 2,574  7.0     38.0    33.7    20.9    0.4     45.0    54.6    

無回答 23      -        26.1    8.7     4.3     60.9    26.1    13.0    

日頃から親しくしている 629     25.3    46.4    19.4    8.1     0.8     71.7    27.5    

用事があれば、話をする 1,155  11.9    46.1    29.4    11.8    0.9     58.0    41.2    

挨拶する程度 1,332  6.9     35.5    35.9    21.3    0.4     42.4    57.2    

ほとんど面識がない 327     3.1     27.5    36.7    32.7    -        30.6    69.4    

関わりたくないと思っている 64      1.6     9.4     25.0    62.5    1.6     11.0    87.5    

無回答 25      4.0     16.0    48.0    8.0     24.0    20.0    56.0    

市民活動への参加意向
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（７）市民活動への参加状況 

 

問 12 あなたは、オンライン開催での参加も含めて、この１年間に、市民活動にどの程度参加

しましたか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

この１年間の市民活動への参加の程度について「まったく参加していない」が 76.6％と最も高

い。行っている中では「年に数回程度」が 10.9％と最も高くなっている。 

 

【経年比較】 

 令和３年度調査と同様の結果となっており、令和元年度調査と比べると市民活動への参加は少

なくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「まったく参加していない」は「女性」が 79.1％で「男性」（73.6％）を 5.5ポイント上回っ

ている。 

【性別・年齢別】「まったく参加していない」は男女とも年齢が低い層で割合が高くなる傾向がみら

れる。「年に数回程度」は男性の『40歳代～69歳』で１割台半ばと他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「まったく参加していない」は「中央南部（83.2％）と「中央部」（82.5％）、「北部

Ａ」（80.4％）で８割を超えて高い。「年に数回程度」は「東部Ａ」（16.4％）と「西部Ｂ（三潴）」

（16.2％）で１割台半ばと他のブロックに比べて高い。 

【同居家族別】「年に数回程度」は、「小学生がいる」世帯が 18.9％と最も高く、「中学生がいる」

（16.4％）世帯でも１割台半ばを超えている。 
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3,532  31      94      141     385     155     2,706  20      
100.0  0.9     2.7     4.0     10.9    4.4     76.6    0.6     

男性 1,533  1.0     2.7     4.6     13.0    4.4     73.6    0.7     

女性 1,981  0.8     2.6     3.5     9.3     4.3     79.1    0.4     

無回答 18      -        5.6     11.1    11.1    11.1    55.6    5.6     

男性：18～29歳 146     0.7     -        1.4     4.8     2.7     89.0    1.4     

男性：30歳代 177     -        1.7     5.1     11.3    5.1     76.8    -        

男性：40歳代 288     -        2.8     2.4     14.6    5.9     74.3    -        

男性：50歳代 280     0.7     2.5     4.3     15.4    4.6     71.8    0.7     

男性：60～64歳 168     0.6     1.8     5.4     16.7    5.4     69.6    0.6     

男性：65～69歳 182     2.2     4.4     6.0     14.8    3.8     68.7    -        

男性：70～74歳 227     1.8     4.8     7.5     11.0    3.5     69.6    1.8     

男性：75歳以上 63      4.8     3.2     4.8     11.1    -        73.0    3.2     

女性：18～29歳 238     -        -        1.3     5.0     3.4     90.3    -        

女性：30歳代 264     0.8     0.4     4.2     9.1     3.4     82.2    -        

女性：40歳代 352     0.6     1.1     2.3     12.2    4.0     79.5    0.3     

女性：50歳代 353     1.1     1.7     3.7     9.3     5.9     77.9    0.3     

女性：60～64歳 204     1.0     3.4     5.9     11.8    4.9     73.0    -        

女性：65～69歳 217     0.9     4.6     3.7     7.8     4.6     77.9    0.5     

女性：70～74歳 259     0.8     6.9     3.9     8.9     3.5     74.5    1.5     

女性：75歳以上 94      2.1     5.3     4.3     8.5     5.3     73.4    1.1     

無回答 20      -        5.0     10.0    10.0    10.0    60.0    5.0     

東部A 219     0.5     1.8     5.0     16.4    3.2     73.1    -        

東部B（田主丸） 179     0.6     3.4     8.9     13.4    3.4     69.8    0.6     

北部A 316     0.9     3.5     2.8     8.2     3.8     80.4    0.3     

北部B（北野） 175     0.6     2.9     5.1     15.4    6.9     68.6    0.6     

中央東部 550     0.9     0.7     3.8     10.5    4.5     78.9    0.5     

南東部 347     0.3     4.0     3.7     14.4    5.2     71.2    1.2     

中央部 519     0.6     2.5     1.9     8.9     3.7     82.5    -        

中央南部 541     1.8     2.0     2.4     5.7     3.9     83.2    0.9     

南西部 344     0.3     3.8     6.4     11.6    4.1     73.3    0.6     

西部A（城島） 118     -        2.5     4.2     11.0    5.9     75.4    0.8     

西部B（三潴） 210     2.4     4.8     5.7     16.2    5.7     64.3    1.0     

わからない・無回答 14      -        -        -        -        14.3    85.7    -        

就学前の子どもがいる 411     0.5     1.5     6.1     10.2    3.2     78.3    0.2     

小学生がいる 444     0.7     1.4     5.2     18.9    6.3     67.6    -        

中学生がいる 286     0.7     1.7     4.5     16.4    7.0     69.6    -        

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     0.7     1.1     4.9     14.2    6.3     72.4    0.4     

65歳以上の人がいる 1,455  1.4     4.1     5.0     10.4    4.3     74.0    0.8     

障害者手帳を持っている人がいる 392     1.3     3.3     4.1     9.4     4.6     76.0    1.3     

上記にあてはまる人はいない 2,166  0.6     1.8     3.5     11.7    4.5     77.7    0.3     

無回答 12      16.7    -        -        -        8.3     75.0    -        

市民活動への参加状況
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問 12 付問１【問 12で１．から５．『参加した』と回答した人に】あなたは、この１年間にオン

ライン開催による市民活動に参加しましたか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

市民活動に参加した人のうち、オンライン参加について「はい」が 12.0％、「いいえ」が 78.3％

となっている。 

 

【経年比較】 

 令和３年度調査とほとんど同様の結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）自分自身の人権に対する感覚を高める意向 

 

問 13 近年、久留米市において差別事件や人権侵害事案が発生しています。 

あなたは、同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けて、自分自身の人権に対する

感覚を高めたいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

人権に対する感覚を高めることについて、「そう思う」が 18.3％、「どちらかといえばそう思う」

が 36.9％で、これらをあわせた『思う』は 55.2％である。「そう思わない」は 11.2％、「どちらか

といえばそう思わない」が 32.1％でこれらをあわせた『思わない』は 43.3％となっている。 

 

【経年比較】 

 積極的な「そう思う」は年々わずかながらも増えているが、「どちらかといえばそう思う」の割合

が減少に転じて、結果『思う』は令和３年度調査よりも 3.0ポイント低くなっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 

12.0

11.6

78.3

82.8

9.7

5.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=806）

令和３年度調査

（ｎ=517）

はい いいえ 無回答

18.3

17.6

17.1

36.9

40.6

38.6

32.1

30.0

31.5

11.2

8.5

10.9

1.4

3.2

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

55.2

58.2

55.7

43.3

38.5

42.4

『思う』 『思わない』

そう思う どちらかといえば

そう思う

どちらかといえば

そう思わない
そう思わない 無回答
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【性別】「女性」の『思う』は 57.2％と「男性」（52.7％）を 4.5ポイント上回っているが、積極的

な「そう思う」は「男性」の方がやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で『思う』の割合が高い傾向がみられ、特に『18～29 歳』

で積極的な「そう思う」が３割前後と高い。 

【ブロック別】「南東部」（21.0％）と「北部Ａ」（20.9％）、「西部Ａ（城島）」（20.3％）で積極的な

「そう思う」が約２割と他のブロックに比べて高い。 

 

 

 

 

 

（％）

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

そ
う
思
わ
な
い

そ
う
思
わ
な
い

無
回
答

『
思
う

』

『
思
わ
な
い

』

3,532  646     1,304  1,135  397     50      1,950  1,532  
100.0  18.3    36.9    32.1    11.2    1.4     55.2    43.3    

男性 1,533  19.4    33.3    32.9    13.0    1.4     52.7    45.9    

女性 1,981  17.6    39.6    31.7    9.7     1.4     57.2    41.4    

無回答 18      -        55.6    22.2    22.2    -        55.6    44.4    

男性：18～29歳 146     29.5    36.3    21.9    10.3    2.1     65.8    32.2    

男性：30歳代 177     19.8    36.2    23.2    18.6    2.3     56.0    41.8    

男性：40歳代 288     17.4    39.2    29.9    12.5    1.0     56.6    42.4    

男性：50歳代 280     19.6    33.9    33.6    12.1    0.7     53.5    45.7    

男性：60～64歳 168     17.9    29.8    38.1    13.1    1.2     47.7    51.2    

男性：65～69歳 182     15.9    33.0    40.1    10.4    0.5     48.9    50.5    

男性：70～74歳 227     18.9    24.7    39.2    15.0    2.2     43.6    54.2    

男性：75歳以上 63      19.0    28.6    39.7    11.1    1.6     47.6    50.8    

女性：18～29歳 238     35.7    41.2    16.4    5.0     1.7     76.9    21.4    

女性：30歳代 264     18.2    47.0    26.1    8.3     0.4     65.2    34.4    

女性：40歳代 352     16.2    44.6    29.3    9.7     0.3     60.8    39.0    

女性：50歳代 353     17.8    40.5    32.0    9.3     0.3     58.3    41.3    

女性：60～64歳 204     11.8    38.2    39.7    8.8     1.5     50.0    48.5    

女性：65～69歳 217     12.9    37.3    37.8    10.6    1.4     50.2    48.4    

女性：70～74歳 259     10.4    29.3    39.8    15.8    4.6     39.7    55.6    

女性：75歳以上 94      18.1    28.7    39.4    10.6    3.2     46.8    50.0    

無回答 20      -        55.0    20.0    20.0    5.0     55.0    40.0    

東部A 219     18.3    34.7    32.9    14.2    -        53.0    47.1    

東部B（田主丸） 179     18.4    33.5    32.4    14.0    1.7     51.9    46.4    

北部A 316     20.9    37.7    28.5    12.3    0.6     58.6    40.8    

北部B（北野） 175     16.0    37.1    32.6    13.1    1.1     53.1    45.7    

中央東部 550     18.7    38.2    33.3    8.5     1.3     56.9    41.8    

南東部 347     21.0    37.2    29.4    10.4    2.0     58.2    39.8    

中央部 519     18.7    37.8    30.4    12.1    1.0     56.5    42.5    

中央南部 541     15.5    39.7    33.6    10.0    1.1     55.2    43.6    

南西部 344     18.6    33.7    33.4    11.3    2.9     52.3    44.7    

西部A（城島） 118     20.3    35.6    32.2    10.2    1.7     55.9    42.4    

西部B（三潴） 210     16.2    33.3    36.2    11.4    2.9     49.5    47.6    

わからない・無回答 14      -        42.9    28.6    28.6    -        42.9    57.2    

自分自身の人権に対する感覚を高める意向

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数
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問 13 付問１【問 13 で１．「そう思う」または２．「どちらかといえばそう思う」と回答した人

に】あなたは、人権に対する感覚を高めるために、どのようなことをしたいと思いますか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

 

人権に対する感覚を高めるために「市の広報紙やホームページで人権に関する記事を読む」が

55.8％で最も高く、次いで「家族や友人など身近な人と人権問題について話をする」が 29.8％、「書

籍などで自主学習をする」が 22.2％などとなっている。 

 

【経年比較】 

 令和３年度調査と同様の結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「市の広報紙やホームページで人権に関する記事を読む」（「男性」51.7％、「女性」58.9％）

や「家族や友人など身近な人と人権問題について話をする」（同 26.0％、32.7％）などは「女性」

の方が 7.0ポイント前後「男性」よりも高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層では「家族や友人など身近な人と人権問題について話をす

る」や「書籍などで自主学習をする」「職場の講座や研修に参加する」「ＰＴＡや学校の講座、研修

に参加する」などの割合が高い傾向がみられる。一方、年齢の高い層では「市の広報紙やホームペー

ジで人権に関する記事を読む」「地域で開催する講演会、学習会に参加する」などの割合が高くなっ

ている。 

市の広報紙やホームページで人権に関する
記事を読む

家族や友人など身近な人と人権問題に
ついて話をする

書籍などで自主学習をする

職場の講座や研修に参加する

市などが主催する同和問題、人権問題の
講演会、学習会に参加する

地域で開催する講演会、学習会に参加する

ＰＴＡや学校の講座、研修に参加する

その他

無回答

*令和元年度調査ではなかった選択肢

55.8

29.8

22.2

18.9

18.5

16.7

9.0

2.2

2.5

54.9

30.0

20.0

15.7

18.0

16.0

9.2

3.0

3.5

＊

35.9

23.0

18.5

23.5

22.2

12.7

6.0

4.2

0 35 70 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 1,950）

令和３年度調査（ｎ=1,278）

令和元年度調査（ｎ=1,585）
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【ブロック別】「北部Ａ」（60.0％）と「東部Ａ」（59.5％）、「西部Ｂ（三潴）」（58.7％）は「市の広

報紙やホームページで人権に関する記事を読む」が約６割と高い。「東部Ａ」は「市などが主催する

同和問題、人権問題の講演会、学習会に参加する」が 24.1％と他のブロックより高く、また「東部

Ｂ（田主丸）」「北部Ｂ（北野）」（同率 23.7％）や「西部Ａ（城島）」（21.2％）では「地域で開催す

る講演会、学習会に参加する」が２割を超えて、他のブロックよりも高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

市
な
ど
が
主
催
す
る
同
和

問
題

、
人
権
問
題
の
講
演

会

、
学
習
会
に
参
加
す
る

地
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で
開
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す
る
講
演

会

、
学
習
会
に
参
加
す
る

Ｐ
Ｔ
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や
学
校
の
講
座

、

研
修
に
参
加
す
る

職
場
の
講
座
や
研
修
に
参

加
す
る

市
の
広
報
紙
や
ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ
で
人
権
に
関
す
る

記
事
を
読
む

書
籍
な
ど
で
自
主
学
習
を

す
る

家
族
や
友
人
な
ど
身
近
な

人
と
人
権
問
題
に
つ
い
て

話
を
す
る

そ
の
他

無
回
答

1,950   360      326      175      369      1,088   432      581      43       48       
100.0   18.5     16.7     9.0      18.9     55.8     22.2     29.8     2.2      2.5      

男性 807      20.7     17.2     7.4      20.2     51.7     22.4     26.0     1.9      2.5      

女性 1,133   16.9     16.3     10.2     18.0     58.9     22.1     32.7     2.5      2.3      

無回答 10       10.0     20.0     -         20.0     40.0     10.0     10.0     -         20.0     

男性：18～29歳 96       19.8     9.4      10.4     21.9     32.3     27.1     39.6     1.0      4.2      

男性：30歳代 99       19.2     13.1     12.1     22.2     34.3     27.3     29.3     1.0      5.1      

男性：40歳代 163      16.6     13.5     10.4     25.8     49.7     18.4     26.4     3.7      0.6      

男性：50歳代 150      22.7     17.3     4.0      26.0     52.7     17.3     26.0     1.3      1.3      

男性：60～64歳 80       21.3     11.3     5.0      23.8     66.3     27.5     22.5     2.5      1.3      

男性：65～69歳 89       27.0     22.5     4.5      9.0      61.8     27.0     20.2     1.1      2.2      

男性：70～74歳 99       22.2     29.3     4.0      9.1      68.7     19.2     16.2     2.0      4.0      

男性：75歳以上 30       16.7     36.7     10.0     10.0     53.3     23.3     26.7     -         3.3      

女性：18～29歳 183      9.3      8.2      6.0      23.5     42.1     33.3     45.4     3.3      1.6      

女性：30歳代 172      17.4     12.8     12.8     25.6     54.7     23.8     36.6     2.3      0.6      

女性：40歳代 214      15.0     14.5     24.8     21.0     51.9     20.6     32.7     2.3      1.4      

女性：50歳代 206      25.7     16.5     9.7      20.4     63.1     23.3     28.6     2.9      1.9      

女性：60～64歳 102      19.6     22.5     2.9      17.6     73.5     18.6     33.3     1.0      2.0      

女性：65～69歳 109      17.4     22.9     1.8      7.3      80.7     11.9     25.7     2.8      2.8      

女性：70～74歳 103      15.5     25.2     2.9      2.9      65.0     16.5     20.4     2.9      6.8      

女性：75歳以上 44       11.4     20.5     2.3      2.3      56.8     15.9     27.3     -         6.8      

無回答 11       9.1      18.2     -         18.2     36.4     9.1      18.2     -         18.2     

東部A 116      24.1     18.1     14.7     16.4     59.5     23.3     25.9     -         3.4      

東部B（田主丸） 93       20.4     23.7     10.8     12.9     52.7     21.5     39.8     1.1      1.1      

北部A 185      17.8     14.6     8.1      20.0     60.0     27.6     41.6     2.7      -         

北部B（北野） 93       17.2     23.7     7.5      23.7     52.7     24.7     32.3     2.2      -         

中央東部 313      17.3     17.3     7.7      21.1     55.6     26.8     28.8     2.9      3.5      

南東部 202      21.8     18.8     9.9      15.8     54.0     23.8     32.2     3.0      3.0      

中央部 293      16.4     14.3     7.2      20.5     56.7     20.1     24.6     1.7      2.0      

中央南部 299      18.4     13.0     9.4      17.7     54.5     20.7     26.4     3.0      3.3      

南西部 180      20.6     16.1     8.9      20.6     55.0     15.6     26.7     2.2      2.2      

西部A（城島） 66       12.1     21.2     9.1      9.1      53.0     15.2     28.8     -         4.5      

西部B（三潴） 104      17.3     16.3     10.6     23.1     58.7     19.2     31.7     1.0      2.9      

わからない・無回答 6         -         16.7     -         16.7     50.0     -         16.7     16.7     -         

性
別
×
年
齢
別

性
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

人権に対する感覚を高めるためにしたいこと

全  体
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（９）まちづくりに関する取り組みの満足度 

 

問 14 久留米市では、市民のニーズを的確に把握し、政策へと反映させるまちづくりを進めて

います。そこで、次の（ア）～（コ）の取り組みについておたずねします。あなたは、こ

れらの取り組みにどの程度満足していますか。（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 

久留米市の取り組みについて、「満足」と「やや満足」をあわせた『満足』が高いのは「（オ）水

道水の安全性や水質」（73.3％）、「（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実」（69.1％）

などが７割前後、「（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上」（61.0％）、「（ア）公園や広場の整備・充実」

（59.5％）などが６割前後と高い。 

「不満」と「やや不満」をあわせた『不満が』が高いのは「（エ）家のまわりの生活道路や側溝の

整備」が 52.0％と唯一５割を超えている。次いで「（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防

災対策および総合防災訓練の充実」が 41.0％となっている。 

「（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ボランティア活動など市民自らが進める

まちづくり活動の振興」は「わからない」が 34.7％と全体の約３分の１を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全　体（ｎ=3,523）

（ア）公園や広場の整備・充実

（イ）国道・県道・バイパスなど広域幹線道路の整備

（ウ）観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・
　　　会議・大会の誘致などの観光コンベンションの振興

（エ）家のまわりの生活道路や側溝の整備

（オ）水道水の安全性や水質

（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実

（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策
　　　および総合防災訓練の充実

（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ボランティア
　　　活動など市民自らが進めるまちづくり活動の振興

（ケ）バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の現状

（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上

12.4

10.9

5.5

8.7

26.8

23.9

6.5

7.4

14.7

13.4

47.1

44.5

29.9

34.6

46.5

45.2

28.8

35.8

40.1

47.6

23.5

25.1

26.7

29.8

10.5

12.3

25.6

17.0

22.6

19.4

8.0

12.3

9.5

22.2

3.4

5.8

15.4

4.5

14.5

5.9

8.8

6.8

28.1

4.4

12.5

12.4

23.2

34.7

7.6

13.1

0.3

0.3

0.4

0.3

0.3

0.5

0.6

0.6

0.5

0.6

0% 25% 50% 75% 100%
『満足』 『不満』

59.5

55.4

35.4

43.3

73.3

69.1

35.3

43.2

54.8

61.0

31.5

37.4

36.2

52.0

13.9

18.1

41.0

21.5

37.1

25.3

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（ア）公園や広場の整備・充実 

 『満足』は 59.5％、『不満』は 31.5％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合に大差はないが、内訳をみると令和元年度から積極的な「満足」の割合は年々減

少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は約６割、『不満』は３割強と大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の「75歳以上」で『満足』が 71.5％と最も高い。『不満』は女性の「30歳代」

で 39.0％、「60～64歳」で 38.3％と４割近くある。 

【ブロック別】『満足』は「西部Ｂ（三潴）」（65.2％）と「中央部」（64.4％）で６割台半ばと高い。

「西部Ａ（城島）」は『不満』が 47.5％と最も高く、『満足』（39.8％）の割合を上回っている。 

【同居家族別】『不満』は「就学前の子どもがいる」世帯で 38.9％と高く、「小学生がいる」「中学

生がいる」世帯でも約 37％と高い。 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

12.4

14.1

15.8

47.1

47.1

44.9

23.5

23.2

21.6

8.0

7.2

7.4

8.8

7.7

8.5

0.3

0.6

1.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

59.5

61.2

60.7

31.5

30.4

29.0

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』
3,532 437 1,663 831 281 311 9 2,100 1,112 3,532 437 1,663 831 281 311 9 2,100 1,112 
100.0 12.4 47.1 23.5 8.0 8.8 0.3 59.5 31.5 100.0 12.4 47.1 23.5 8.0 8.8 0.3 59.5 31.5 

男性 1,533 13.0 46.4 23.4 9.3 7.8 0.2 59.4 32.7 東部A 219 12.3 42.9 25.1 9.1 10.0 0.5 55.2 34.2 

女性 1,981 11.7 47.9 23.6 7.0 9.5 0.3 59.6 30.6 東部B（田主丸） 179 9.5 41.3 24.0 11.7 13.4 - 50.8 35.7 

無回答 18 38.9 16.7 27.8 5.6 11.1 - 55.6 33.4 北部A 316 14.9 48.4 21.5 7.6 7.6 - 63.3 29.1 

男性：18～29歳 146 20.5 48.6 15.1 7.5 7.5 0.7 69.1 22.6 北部B（北野） 175 10.3 41.1 28.6 8.6 11.4 - 51.4 37.2 

男性：30歳代 177 13.0 48.0 23.7 7.3 7.9 - 61.0 31.0 中央東部 550 13.5 48.4 24.0 7.5 6.7 - 61.9 31.5 

男性：40歳代 288 14.2 43.8 26.7 10.4 4.9 - 58.0 37.1 南東部 347 10.1 50.4 22.8 7.5 8.6 0.6 60.5 30.3 

男性：50歳代 280 12.5 43.2 25.0 9.6 9.3 0.4 55.7 34.6 中央部 519 16.2 48.2 20.0 6.9 8.7 - 64.4 26.9 

男性：60～64歳 168 9.5 52.4 22.0 8.3 7.7 - 61.9 30.3 中央南部 541 12.8 50.1 22.4 6.3 8.3 0.2 62.9 28.7 

男性：65～69歳 182 12.1 42.3 27.5 9.9 8.2 - 54.4 37.4 南西部 344 11.0 41.9 27.3 9.3 9.6 0.9 52.9 36.6 

男性：70～74歳 227 9.3 47.6 21.6 10.6 10.6 0.4 56.9 32.2 西部A（城島） 118 5.1 34.7 33.9 13.6 11.0 1.7 39.8 47.5 

男性：75歳以上 63 17.5 54.0 15.9 7.9 4.8 - 71.5 23.8 西部B（三潴） 210 10.0 55.2 20.5 7.1 7.1 - 65.2 27.6 

女性：18～29歳 238 13.4 55.0 17.2 6.7 7.6 - 68.4 23.9 わからない・無回答 14 7.1 50.0 14.3 7.1 21.4 - 57.1 21.4 

女性：30歳代 264 12.9 40.9 29.9 9.1 6.8 0.4 53.8 39.0 就学前の

女性：40歳代 352 9.7 48.9 25.9 7.7 7.7 0.3 58.6 33.6 子どもがいる

女性：50歳代 353 14.2 46.2 21.8 6.2 11.3 0.3 60.4 28.0 小学生がいる 444 11.0 48.0 26.4 11.3 3.2 0.2 59.0 37.7 

女性：60～64歳 204 10.8 42.6 27.5 10.8 8.3 - 53.4 38.3 中学生がいる 286 11.9 47.2 26.6 10.5 3.8 - 59.1 37.1 

女性：65～69歳 217 9.2 46.1 28.6 3.7 12.0 0.5 55.3 32.3 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 10.0 53.7 20.1 4.2 12.0 - 63.7 24.3 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 13.8 52.1 10.6 8.5 12.8 2.1 65.9 19.1 65歳以上の人がいる 1,455 10.8 46.6 24.7 7.7 10.0 0.3 57.4 32.4 

無回答 20 35.0 20.0 30.0 5.0 10.0 - 55.0 35.0 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 16.7 41.7 16.7 8.3 16.7 - 58.4 25.0 

60.4 31.5 47.7 23.4 8.1 8.0 0.2 

7.1 0.4 62.3 30.2 

12.2 44.9 25.0 7.4 10.2 0.3 57.1 32.4 

13.1 44.3 27.5 11.4 3.4 0.2 57.4 38.9 

13.4 48.9 22.4 7.8 

ブ
ロ

ッ
ク
別

411 

268 

392 

2,166 

同
居
家
族
別

12.7 

回
答
者
数

（ア）公園や広場の整備・充実

全  体

回
答
者
数

（ア）公園や広場の整備・充実

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（イ）国道・県道・バイパスなど広域幹線道路の整備 

 『満足』は 55.4％、『不満』は 37.4％である。 

 

【経年比較】 

積極的な「満足」の割合は令和元年調査から年々減少し、結果令和４年度調査の『満足』は 55.4％

と最も低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『満足』は 57.4％と「男性」（53.0％）より 4.4 ポイント高い。『不満』は「男

性」が 41.8％と「女性」（33.9％）より 7.9ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女の『18～30歳代』と男性の「75歳以上」で『満足』が６割前後から６割台半

ばと高い。『不満』は男性の『50～69歳』と女性の「60～64歳」で４割台半ばから５割近くで高く

なっている。 

【ブロック別】『満足』は「北部Ａ」（59.8％）と「南東部」（59.7％）で約６割と高い。『不満』は

「西部Ｂ（三潴）」（44.8％）と「東部Ａ」（44.3％）が４割台半ばで高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

10.9

12.9

14.7

44.5

45.6

41.3

25.1

24.5

23.8

12.3

10.8

11.7

6.8

5.4

6.7

0.3

0.7

1.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

55.4

58.5

56.0

37.4

35.3

35.5

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』
3,532 385 1,573 887 435 241 11 1,958 1,322 3,532 385 1,573 887 435 241 11 1,958 1,322 
100.0 10.9 44.5 25.1 12.3 6.8 0.3 55.4 37.4 100.0 10.9 44.5 25.1 12.3 6.8 0.3 55.4 37.4 

男性 1,533 10.2 42.8 26.5 15.3 4.9 0.2 53.0 41.8 東部A 219 8.7 40.2 29.7 14.6 6.4 0.5 48.9 44.3 

女性 1,981 11.4 46.0 24.1 9.8 8.3 0.4 57.4 33.9 東部B（田主丸） 179 10.6 43.0 33.0 9.5 3.9 - 53.6 42.5 

無回答 18 11.1 33.3 16.7 27.8 5.6 5.6 44.4 44.5 北部A 316 14.2 45.6 24.1 10.4 5.7 - 59.8 34.5 

男性：18～29歳 146 17.8 47.3 18.5 7.5 8.2 0.7 65.1 26.0 北部B（北野） 175 7.4 49.7 24.6 8.6 9.1 0.6 57.1 33.2 

男性：30歳代 177 7.3 51.4 23.7 13.6 4.0 - 58.7 37.3 中央東部 550 11.8 45.5 23.8 13.6 5.3 - 57.3 37.4 

男性：40歳代 288 13.2 41.3 24.7 17.4 3.5 - 54.5 42.1 南東部 347 11.0 48.7 21.9 13.5 3.7 1.2 59.7 35.4 

男性：50歳代 280 8.2 39.3 29.6 19.6 2.9 0.4 47.5 49.2 中央部 519 12.3 45.3 23.1 10.0 9.2 - 57.6 33.1 

男性：60～64歳 168 7.7 40.5 27.4 18.5 6.0 - 48.2 45.9 中央南部 541 12.6 44.9 23.1 11.1 8.1 0.2 57.5 34.2 

男性：65～69歳 182 6.6 39.0 32.4 15.4 6.6 - 45.6 47.8 南西部 344 9.6 40.7 28.5 14.5 6.1 0.6 50.3 43.0 

男性：70～74歳 227 10.6 42.7 28.6 12.8 4.8 0.4 53.3 41.4 西部A（城島） 118 5.9 38.1 26.3 15.3 12.7 1.7 44.0 41.6 

男性：75歳以上 63 12.7 47.6 20.6 11.1 7.9 - 60.3 31.7 西部B（三潴） 210 6.7 41.9 28.1 16.7 6.7 - 48.6 44.8 

女性：18～29歳 238 18.5 48.3 16.8 8.4 8.0 - 66.8 25.2 わからない・無回答 14 - 50.0 28.6 7.1 14.3 - 50.0 35.7 

女性：30歳代 264 12.9 48.9 23.5 9.1 5.3 0.4 61.8 32.6 

女性：40歳代 352 9.1 49.1 24.1 11.1 6.0 0.6 58.2 35.2 

女性：50歳代 353 13.0 45.0 25.2 10.2 6.2 0.3 58.0 35.4 

女性：60～64歳 204 7.8 40.7 35.3 10.8 5.4 - 48.5 46.1 

女性：65～69歳 217 6.5 47.9 26.3 9.2 9.7 0.5 54.4 35.5 

女性：70～74歳 259 11.6 42.9 18.9 10.4 16.2 - 54.5 29.3 

女性：75歳以上 94 10.6 39.4 24.5 7.4 16.0 2.1 50.0 31.9 

無回答 20 10.0 35.0 20.0 25.0 5.0 5.0 45.0 45.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

(イ）国道・県道・バイパスなど広域幹線道路の整備

全  体

回
答
者
数

(イ）国道・県道・バイパスなど広域幹線道路の整備

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ウ）観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・会議・大会の誘致などの 

観光コンベンションの振興 

 『満足』は 35.4％、『不満』は 36.2％と同程度となっている。「わからない」は 28.1％である。 

 

【経年比較】 

 積極的な「満足」の割合は令和元年調査から年々減少し、「やや満足」も令和３年度調査と比べて

3.6ポイント減っており、結果令和４年度調査の『満足』は 35.4％と最も低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【性別】男女とも『満足』は３割台半ばとあまり変わらないが、『不満』は「男性」が 41.0％と「女

性」（32.3％）より 8.7ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が低い層で『満足』の割合が高い傾向がみられる。『不満』は男性の

『50～69歳』と女性の「60～64歳」で４割台半ばから５割近くで高くなっている。 

【ブロック別】『満足』は「中央東部」（38.8％）と「西部Ｂ（三潴）」（38.6％）、「中央部」（38.1％）、

「南東部」（37.8％）で４割近くと高い。『不満』は「東部Ｂ（田主丸）」（40.7％）と「南西部」（38.1％）

で４割前後と高い。 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な

い 無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』
3,532 193 1,057 944 334 991 13 1,250 1,278 3,532 193 1,057 944 334 991 13 1,250 1,278 
100.0 5.5 29.9 26.7 9.5 28.1 0.4 35.4 36.2 100.0 5.5 29.9 26.7 9.5 28.1 0.4 35.4 36.2 

男性 1,533 5.2 29.2 28.6 12.4 24.3 0.2 34.4 41.0 東部A 219 6.4 24.7 25.6 8.7 34.2 0.5 31.1 34.3 

女性 1,981 5.7 30.4 25.1 7.2 31.0 0.5 36.1 32.3 東部B（田主丸） 179 2.8 26.3 27.9 12.8 30.2 - 29.1 40.7 

無回答 18 - 33.3 38.9 5.6 16.7 5.6 33.3 44.5 北部A 316 7.3 29.1 24.1 10.1 29.4 - 36.4 34.2 

男性：18～29歳 146 10.3 35.6 21.9 10.3 21.2 0.7 45.9 32.2 北部B（北野） 175 2.3 32.0 23.4 10.3 31.4 0.6 34.3 33.7 

男性：30歳代 177 5.1 38.4 24.3 14.1 18.1 - 43.5 38.4 中央東部 550 5.5 33.3 27.3 10.2 23.6 0.2 38.8 37.5 

男性：40歳代 288 6.9 31.6 25.3 14.6 21.5 - 38.5 39.9 南東部 347 5.5 32.3 24.2 10.4 26.8 0.9 37.8 34.6 

男性：50歳代 280 5.4 27.1 30.0 13.6 23.6 0.4 32.5 43.6 中央部 519 7.7 30.4 29.3 8.5 24.1 - 38.1 37.8 

男性：60～64歳 168 3.0 26.2 36.3 7.7 26.8 - 29.2 44.0 中央南部 541 5.2 27.7 29.2 7.9 29.8 0.2 32.9 37.1 

男性：65～69歳 182 4.9 23.6 35.2 13.7 22.5 - 28.5 48.9 南西部 344 5.8 27.3 27.9 10.2 27.9 0.9 33.1 38.1 

男性：70～74歳 227 1.8 23.8 28.6 10.1 35.2 0.4 25.6 38.7 西部A（城島） 118 3.4 28.0 25.4 8.5 33.1 1.7 31.4 33.9 

男性：75歳以上 63 4.8 31.7 27.0 12.7 23.8 - 36.5 39.7 西部B（三潴） 210 2.9 35.7 23.3 8.6 29.0 0.5 38.6 31.9 

女性：18～29歳 238 9.2 41.2 18.5 6.3 24.8 - 50.4 24.8 わからない・無回答 14 - 21.4 14.3 - 64.3 - 21.4 14.3 

女性：30歳代 264 6.8 31.4 26.9 7.2 27.3 0.4 38.2 34.1 

女性：40歳代 352 5.7 34.9 21.6 7.4 30.1 0.3 40.6 29.0 

女性：50歳代 353 6.2 31.4 24.9 7.6 29.5 0.3 37.6 32.5 

女性：60～64歳 204 3.9 23.5 34.8 9.3 27.9 0.5 27.4 44.1 

女性：65～69歳 217 4.6 24.4 30.0 6.5 34.1 0.5 29.0 36.5 

女性：70～74歳 259 3.1 27.0 23.6 7.3 38.6 0.4 30.1 30.9 

女性：75歳以上 94 5.3 18.1 23.4 4.3 45.7 3.2 23.4 27.7 

無回答 20 - 30.0 35.0 10.0 20.0 5.0 30.0 45.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ウ）観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・会議・
大会の誘致などの観光コンベンションの振興

全  体

回
答
者
数

（ウ）観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・会議・
大会の誘致などの観光コンベンションの振興

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

5.5

5.8

7.8

29.9

33.5

31.0

26.7

26.9

23.6

9.5

7.3

7.7

28.1

25.6

28.1

0.4

0.8

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

35.4

39.3

38.8

36.2

34.2

31.3

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（エ）家のまわりの生活道路や側溝の整備 

 『満足』は 43.3％、『不満』は 52.0％で『不満』の方が 8.7ポイント高い。 

 

【経年比較】 

 積極的な「満足」の割合は令和元年調査からやや減少傾向にあるが、『満足』『不満』の割合にあ

まり大差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『満足』は 44.7％と「男性」（41.5％）より 3.2 ポイントとやや高い。『不満』

は「男性」が 54.6％と「女性」（50.0％）より 4.6ポイント高い。 

【性別・年齢別】『満足』は男女とも『18～29歳』と「75歳以上」で５割を超えて高い。『不満』は

男性の「40歳代」と「50歳代」で約６割と高くなっている。 

【ブロック別】『不満』は「東部Ｂ（田主丸）」（60.4％）と「西部Ａ（城島）」（60.2％）で約６割と

高い。 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

8.7

8.8

10.9

34.6

36.1

31.1

29.8

30.2

30.4

22.2

20.7

22.7

4.4

3.4

3.4

0.3

0.7

1.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

43.3

44.9

42.0

52.0

50.9

53.1

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 309 1,222 1,052 784 156 9 1,531 1,836 3,532 309 1,222 1,052 784 156 9 1,531 1,836 
100.0 8.7 34.6 29.8 22.2 4.4 0.3 43.3 52.0 100.0 8.7 34.6 29.8 22.2 4.4 0.3 43.3 52.0 

男性 1,533 8.5 33.0 29.7 24.9 3.7 0.2 41.5 54.6 東部A 219 9.1 28.3 32.4 25.1 4.6 0.5 37.4 57.5 

女性 1,981 9.0 35.7 29.9 20.1 5.0 0.3 44.7 50.0 東部B（田主丸） 179 8.4 27.9 34.1 26.3 3.4 - 36.3 60.4 

無回答 18 - 50.0 22.2 22.2 - 5.6 50.0 44.4 北部A 316 9.5 30.7 30.1 25.0 4.7 - 40.2 55.1 

男性：18～29歳 146 15.8 36.3 21.2 18.5 7.5 0.7 52.1 39.7 北部B（北野） 175 6.3 32.6 29.7 25.7 5.7 - 38.9 55.4 

男性：30歳代 177 6.8 40.1 29.9 19.2 4.0 - 46.9 49.1 中央東部 550 10.7 33.6 29.8 21.1 4.7 - 44.3 50.9 

男性：40歳代 288 8.3 28.5 29.9 29.5 3.8 - 36.8 59.4 南東部 347 8.9 39.2 29.1 17.6 4.3 0.9 48.1 46.7 

男性：50歳代 280 7.9 28.2 30.0 31.1 2.5 0.4 36.1 61.1 中央部 519 10.4 38.9 26.4 19.5 4.8 - 49.3 45.9 

男性：60～64歳 168 6.5 33.9 34.5 22.6 2.4 - 40.4 57.1 中央南部 541 8.1 35.9 30.9 20.0 5.0 0.2 44.0 50.9 

男性：65～69歳 182 7.1 30.8 33.0 25.8 3.3 - 37.9 58.8 南西部 344 7.6 36.0 31.1 22.1 2.6 0.6 43.6 53.2 

男性：70～74歳 227 6.6 37.0 30.4 22.0 3.5 0.4 43.6 52.4 西部A（城島） 118 3.4 31.4 28.8 31.4 4.2 0.8 34.8 60.2 

男性：75歳以上 63 17.5 36.5 20.6 22.2 3.2 - 54.0 42.8 西部B（三潴） 210 6.7 34.8 28.6 25.7 3.8 0.5 41.5 54.3 

女性：18～29歳 238 14.3 39.5 26.1 13.9 6.3 - 53.8 40.0 わからない・無回答 14 7.1 35.7 21.4 35.7 - - 42.8 57.1 

女性：30歳代 264 8.7 33.3 33.3 19.7 4.5 0.4 42.0 53.0 

女性：40歳代 352 7.4 33.5 32.1 20.5 6.3 0.3 40.9 52.6 

女性：50歳代 353 9.6 34.0 29.7 22.4 4.0 0.3 43.6 52.1 

女性：60～64歳 204 7.4 32.8 28.4 27.9 3.4 - 40.2 56.3 

女性：65～69歳 217 6.0 36.4 34.6 18.0 4.6 0.5 42.4 52.6 

女性：70～74歳 259 9.7 38.2 28.2 18.5 5.0 0.4 47.9 46.7 

女性：75歳以上 94 8.5 44.7 20.2 19.1 7.4 - 53.2 39.3 

無回答 20 - 50.0 25.0 20.0 - 5.0 50.0 45.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（エ）家のまわりの生活道路や側溝の整備

全  体

回
答
者
数

（エ）家のまわりの生活道路や側溝の整備

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（オ）水道水の安全性や水質 

 『満足』は 73.3％、『不満』は 13.9％である。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】『満足』は「男性」が 76.3％、「女性」が 70.7％と男性の方が 5.6ポイント高い。 

【性別・年齢別】『不満』は男性の「40歳代」（19.8％）と女性の「30歳代」（18.6％）で２割弱と

他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」では『満足』が 49.7％と最も低い。一方で、「わからない」が

29.6％と他のブロックに比べて高い。 

【家庭で使用する水の種類別】「地下水（井戸水）のみ」では『満足』が 41.2％と最も低く、『不満』

が 21.3％と最も高い。一方で、「わからない」が 37.5％と全体の約４割近くを占めている。「水道

水（上水道のみ）」と「水道水（上水道）と地下水（井戸水）との併用」はともに『満足』が７割台

半ば、『不満』が１割強となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

26.8 46.5 10.5 3.4 12.5 0.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）
73.3 13.9

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 945 1,642 371 121 441 12 2,587 492 3,532 945 1,642 371 121 441 12 2,587 492 
100.0 26.8 46.5 10.5 3.4 12.5 0.3 73.3 13.9 100.0 26.8 46.5 10.5 3.4 12.5 0.3 73.3 13.9 

男性 1,533 30.1 46.2 9.6 3.3 10.6 0.2 76.3 12.9 東部A 219 26.0 43.4 11.0 2.3 16.4 0.9 69.4 13.3 

女性 1,981 24.2 46.5 11.3 3.5 14.0 0.5 70.7 14.8 東部B（田主丸） 179 15.1 34.6 14.0 6.7 29.6 - 49.7 20.7 

無回答 18 22.2 66.7 - 5.6 5.6 - 88.9 5.6 北部A 316 28.8 46.5 9.2 4.4 11.1 - 75.3 13.6 

男性：18～29歳 146 34.2 43.8 9.6 1.4 10.3 0.7 78.0 11.0 北部B（北野） 175 26.3 42.3 8.0 4.0 18.3 1.1 68.6 12.0 

男性：30歳代 177 28.2 47.5 10.7 3.4 10.2 - 75.7 14.1 中央東部 550 28.2 49.3 11.1 3.3 8.0 0.2 77.5 14.4 

男性：40歳代 288 29.2 38.2 14.6 5.2 12.8 - 67.4 19.8 南東部 347 30.3 42.1 11.0 2.9 13.3 0.6 72.4 13.9 

男性：50歳代 280 26.4 51.8 11.4 3.2 6.8 0.4 78.2 14.6 中央部 519 29.5 46.6 10.2 3.1 10.6 - 76.1 13.3 

男性：60～64歳 168 31.5 47.0 6.0 3.6 11.9 - 78.5 9.6 中央南部 541 28.1 47.9 10.0 2.6 11.3 0.2 76.0 12.6 

男性：65～69歳 182 29.1 50.0 9.9 1.6 9.3 - 79.1 11.5 南西部 344 26.5 49.7 8.7 3.2 11.3 0.6 76.2 11.9 

男性：70～74歳 227 31.3 48.5 4.4 3.5 11.9 0.4 79.8 7.9 西部A（城島） 118 23.7 47.5 12.7 2.5 12.7 0.8 71.2 15.2 

男性：75歳以上 63 42.9 38.1 3.2 1.6 14.3 - 81.0 4.8 西部B（三潴） 210 17.6 54.3 12.9 3.8 11.0 0.5 71.9 16.7 

女性：18～29歳 238 27.3 45.4 10.1 3.4 13.9 - 72.7 13.5 わからない・無回答 14 21.4 35.7 7.1 21.4 14.3 - 57.1 28.5 

女性：30歳代 264 22.0 46.2 14.8 3.8 12.9 0.4 68.2 18.6 水道水(上水道)のみ 2,848 28.0 47.9 10.5 3.2 10.1 0.2 75.9 13.7 

女性：40歳代 352 22.2 46.0 12.8 4.3 14.5 0.3 68.2 17.1 地下水(井戸水)のみ 267 11.6 29.6 14.6 6.7 37.5 - 41.2 21.3 

女性：50歳代 353 24.6 46.5 12.5 3.1 13.0 0.3 71.1 15.6 水道水（上水道）と

女性：60～64歳 204 24.0 44.1 8.8 6.4 16.2 0.5 68.1 15.2 地下水（井戸水）との併用

女性：65～69歳 217 24.9 44.2 11.5 2.3 16.1 0.9 69.1 13.8 無回答 19 15.8 26.3 5.3 5.3 26.3 21.1 42.1 10.6 

女性：70～74歳 259 24.7 52.1 6.9 2.7 12.7 0.8 76.8 9.6 

女性：75歳以上 94 25.5 46.8 11.7 1.1 13.8 1.1 72.3 12.8 

無回答 20 20.0 70.0 - 5.0 5.0 - 90.0 5.0 

12.1 0.3 76.9 10.8 398 28.4 48.5 7.8 3.0 

（オ）水道水の安全性や水質

全  体

回
答
者
数

（オ）水道水の安全性や水質

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
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別

家
庭
で
使
用
す

る
水
の
種
類
別

回
答
者
数
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（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実 

 『満足』は 69.1％、『不満』は 18.1％である。 

 

【経年比較】 

 『満足』の割合は令和元年調査から増加傾向にあり、令和４年度調査が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『満足』は 71.5％と「女性」（66.9％）より 4.6ポイント高い。 

【性別・年齢別】『満足』は男女とも年齢の高い層で割合が高い傾向がみられる。『不満』は男性の

「40歳代」と「50歳代」「65～69歳」、女性の「50歳代」と「60～64歳」で２割を超えて高い。 

【ブロック別】『満足』は「中央東部」で 75.5％と最も高い。『不満』は「西部Ｂ（三潴）」で 34.8％

と最も高く、その他「西部Ａ（城島）」（26.3％）、「北部Ｂ（北野）」（25.7％）、「東部Ａ」（25.6％）、

「東部Ｂ（田主丸）」（24.1％）で２割台半ばと高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 843 1,595 433 205 439 17 2,438 638 3,532 843 1,595 433 205 439 17 2,438 638 
100.0 23.9 45.2 12.3 5.8 12.4 0.5 69.1 18.1 100.0 23.9 45.2 12.3 5.8 12.4 0.5 69.1 18.1 

男性 1,533 27.1 44.4 11.9 6.5 9.8 0.3 71.5 18.4 東部A 219 20.1 38.4 17.4 8.2 15.1 0.9 58.5 25.6 

女性 1,981 21.2 45.7 12.6 5.3 14.6 0.7 66.9 17.9 東部B（田主丸） 179 21.2 40.8 16.8 7.3 14.0 - 62.0 24.1 

無回答 18 44.4 50.0 5.6 - - - 94.4 5.6 北部A 316 25.9 44.0 10.8 5.7 13.6 - 69.9 16.5 

男性：18～29歳 146 29.5 45.9 7.5 2.7 13.7 0.7 75.4 10.2 北部B（北野） 175 21.1 41.7 16.0 9.7 10.3 1.1 62.8 25.7 

男性：30歳代 177 22.6 46.3 14.7 5.1 11.3 - 68.9 19.8 中央東部 550 27.3 48.2 10.5 3.3 10.5 0.2 75.5 13.8 

男性：40歳代 288 25.7 38.2 15.6 8.3 11.8 0.3 63.9 23.9 南東部 347 26.2 45.0 8.9 6.1 13.0 0.9 71.2 15.0 

男性：50歳代 280 25.0 45.7 13.6 7.1 8.2 0.4 70.7 20.7 中央部 519 25.2 46.1 12.7 3.5 12.3 0.2 71.3 16.2 

男性：60～64歳 168 28.0 45.2 9.5 6.0 11.3 - 73.2 15.5 中央南部 541 25.5 47.9 9.6 3.7 13.1 0.2 73.4 13.3 

男性：65～69歳 182 24.2 47.3 16.5 7.1 4.9 - 71.5 23.6 南西部 344 25.3 47.4 9.9 4.7 12.2 0.6 72.7 14.6 

男性：70～74歳 227 31.7 44.9 5.7 8.8 8.4 0.4 76.6 14.5 西部A（城島） 118 12.7 44.9 16.1 10.2 14.4 1.7 57.6 26.3 

男性：75歳以上 63 41.3 42.9 6.3 - 9.5 - 84.2 6.3 西部B（三潴） 210 12.4 41.0 20.0 14.8 10.5 1.4 53.4 34.8 

女性：18～29歳 238 21.0 42.9 10.5 4.2 21.4 - 63.9 14.7 わからない・無回答 14 28.6 35.7 7.1 21.4 7.1 - 64.3 28.5 

女性：30歳代 264 17.8 48.1 14.4 3.0 16.3 0.4 65.9 17.4 

女性：40歳代 352 18.2 47.7 10.2 5.7 17.3 0.9 65.9 15.9 

女性：50歳代 353 22.7 42.5 14.4 6.2 13.6 0.6 65.2 20.6 

女性：60～64歳 204 25.5 42.2 14.7 7.4 9.8 0.5 67.7 22.1 

女性：65～69歳 217 21.7 47.9 12.9 6.0 10.6 0.9 69.6 18.9 

女性：70～74歳 259 22.8 48.3 12.0 3.9 12.0 1.2 71.1 15.9 

女性：75歳以上 94 21.3 46.8 10.6 7.4 12.8 1.1 68.1 18.0 

無回答 20 40.0 55.0 5.0 - - - 95.0 5.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実

全  体

回
答
者
数

（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

23.9

20.8

21.7

45.2

46.4

41.7

12.3

16.1

15.4

5.8

7.6

9.5

12.4

8.4

9.9

0.5

0.7

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

69.1

67.2

63.4

18.1

23.7

24.9

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策および総合防災訓練の充実 

 『満足』は 35.3％、『不満』は 41.0％で『不満』の方が 5.7ポイント高い。「わからない」は

23.2％ある。 

 

【経年比較】 

 『不満』の割合は年々増加しており、令和４年度調査が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『不満』は 43.2％と「女性」（39.5％）より 3.7ポイント高い。 

【性別・年齢別】『不満』は男性の「40 歳代」で 51.4％と最も高い。その他、男性の「65～69 歳」

（47.8％）、女性の「60～64歳」（48.0％）でも５割近くと高い。 

【ブロック別】『不満』は「西部Ａ（城島）」で 52.5％と最も高く、その他「東部Ａ」（49.8％）、「北

部Ｂ（北野）」（49.1％）でも５割近くと高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『満足』 『不満』

6.5

6.2

7.8

28.8

34.3

30.4

25.6

26.2

24.1

15.4

11.8

10.3

23.2

20.6

25.5

0.6

1.0

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

35.3

40.5

38.2

41.0

38.0

34.4

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満
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ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 228 1,016 903 545 819 21 1,244 1,448 3,532 228 1,016 903 545 819 21 1,244 1,448 
100.0 6.5 28.8 25.6 15.4 23.2 0.6 35.3 41.0 100.0 6.5 28.8 25.6 15.4 23.2 0.6 35.3 41.0 

男性 1,533 7.8 28.6 26.0 17.2 20.0 0.4 36.4 43.2 東部A 219 5.9 24.2 30.6 19.2 19.2 0.9 30.1 49.8 

女性 1,981 5.4 28.7 25.3 14.2 25.6 0.8 34.1 39.5 東部B（田主丸） 179 3.9 31.8 24.6 17.9 21.8 - 35.7 42.5 

無回答 18 11.1 44.4 16.7 - 27.8 - 55.5 16.7 北部A 316 5.7 28.2 27.5 17.1 21.5 - 33.9 44.6 

男性：18～29歳 146 18.5 26.7 19.2 12.3 22.6 0.7 45.2 31.5 北部B（北野） 175 4.0 27.4 29.7 19.4 17.7 1.7 31.4 49.1 

男性：30歳代 177 7.9 33.3 21.5 18.1 18.6 0.6 41.2 39.6 中央東部 550 7.6 33.1 25.8 11.5 21.8 0.2 40.7 37.3 

男性：40歳代 288 6.9 22.6 30.6 20.8 18.4 0.7 29.5 51.4 南東部 347 5.8 32.9 24.8 13.8 22.2 0.6 38.7 38.6 

男性：50歳代 280 4.6 27.9 25.0 21.4 20.7 0.4 32.5 46.4 中央部 519 8.3 25.0 26.0 17.0 23.5 0.2 33.3 43.0 

男性：60～64歳 168 8.3 25.6 28.6 17.3 20.2 - 33.9 45.9 中央南部 541 6.7 27.0 23.8 13.3 29.0 0.2 33.7 37.1 

男性：65～69歳 182 7.1 28.6 30.2 17.6 16.5 - 35.7 47.8 南西部 344 6.4 30.2 24.7 13.4 24.1 1.2 36.6 38.1 

男性：70～74歳 227 5.7 37.0 22.5 11.5 22.9 0.4 42.7 34.0 西部A（城島） 118 5.9 22.9 20.3 32.2 16.1 2.5 28.8 52.5 

男性：75歳以上 63 9.5 30.2 28.6 9.5 22.2 - 39.7 38.1 西部B（三潴） 210 6.2 31.0 23.8 11.0 26.2 1.9 37.2 34.8 

女性：18～29歳 238 8.8 36.6 19.7 13.0 21.8 - 45.4 32.7 わからない・無回答 14 - 7.1 14.3 35.7 42.9 - 7.1 50.0 

女性：30歳代 264 5.7 26.5 28.8 16.7 22.0 0.4 32.2 45.5 

女性：40歳代 352 5.4 29.0 23.6 18.2 23.3 0.6 34.4 41.8 

女性：50歳代 353 4.0 26.6 28.0 14.7 26.1 0.6 30.6 42.7 

女性：60～64歳 204 4.9 26.5 29.9 18.1 20.1 0.5 31.4 48.0 

女性：65～69歳 217 4.6 28.6 29.0 9.7 26.3 1.8 33.2 38.7 

女性：70～74歳 259 3.9 30.1 20.1 10.8 34.0 1.2 34.0 30.9 

女性：75歳以上 94 7.4 23.4 22.3 5.3 39.4 2.1 30.8 27.6 

無回答 20 10.0 40.0 25.0 - 25.0 - 50.0 25.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策
および総合防災訓練の充実

全  体

回
答
者
数

（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策
および総合防災訓練の充実

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ボランティア活動など市民自らが進めるま

ちづくり活動の振興 

『満足』は 43.2％、『不満』は 21.5％である。「わからない」は 34.7％である。 

 

【経年比較】 

『不満』はわずかずつではあるが増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」の『不満』は 25.3％と「女性」（18.7％）より 6.6 ポイント高い。「女性」は「わ

からない」が 37.0％と「男性」（31.7％）より 5.3ポイント高い。 

【性別・年齢別】『満足』は女性の『18～29歳』で 48.7％、『不満』は男性の「65～69歳」で 37.4％

と最も高い。「わからない」は男性の『18～29歳』（41.1％）と女性の「30歳代」（40.5％）で４割

を超えて高い。 

【ブロック別】『満足』は「西部Ｂ（三潴）」で 49.0％、『不満』は「東部Ａ」で 26.5％と最も高い。

「わからない」は「中央南部」（40.1％）で約４割と高い。 

『満足』 『不満』

7.4

7.1

8.6

35.8

41.9

36.6

17.0

17.0

15.9

4.5

3.7

3.8

34.7

29.4

33.4

0.6

1.0

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

43.2

49.0

45.2

21.5

20.7

19.7

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 261 1,265 601 159 1,224 22 1,526 760 3,532 261 1,265 601 159 1,224 22 1,526 760 
100.0 7.4 35.8 17.0 4.5 34.7 0.6 43.2 21.5 100.0 7.4 35.8 17.0 4.5 34.7 0.6 43.2 21.5 

男性 1,533 7.0 35.6 20.2 5.1 31.7 0.5 42.6 25.3 東部A 219 8.2 28.8 20.1 6.4 36.1 0.5 37.0 26.5 

女性 1,981 7.7 36.0 14.6 4.1 37.0 0.7 43.7 18.7 東部B（田主丸） 179 5.0 36.3 20.7 3.4 34.1 0.6 41.3 24.1 

無回答 18 11.1 38.9 16.7 - 27.8 5.6 50.0 16.7 北部A 316 10.1 36.1 12.0 6.3 35.1 0.3 46.2 18.3 

男性：18～29歳 146 10.3 29.5 14.4 4.1 41.1 0.7 39.8 18.5 北部B（北野） 175 5.1 33.7 21.1 2.9 36.0 1.1 38.8 24.0 

男性：30歳代 177 8.5 37.3 15.3 5.1 33.9 - 45.8 20.4 中央東部 550 7.6 38.2 17.3 4.5 31.6 0.7 45.8 21.8 

男性：40歳代 288 7.6 33.3 19.8 6.6 32.3 0.3 40.9 26.4 南東部 347 6.1 39.5 18.2 5.5 30.3 0.6 45.6 23.7 

男性：50歳代 280 4.6 38.9 18.9 5.7 31.1 0.7 43.5 24.6 中央部 519 8.5 34.3 17.5 4.4 34.7 0.6 42.8 21.9 

男性：60～64歳 168 6.0 34.5 24.4 3.0 32.1 - 40.5 27.4 中央南部 541 6.8 32.7 16.3 3.7 40.1 0.4 39.5 20.0 

男性：65～69歳 182 8.2 30.8 29.7 7.7 23.6 - 39.0 37.4 南西部 344 7.8 38.1 15.4 4.1 34.0 0.6 45.9 19.5 

男性：70～74歳 227 5.3 41.4 18.9 4.0 29.5 0.9 46.7 22.9 西部A（城島） 118 5.1 34.7 17.8 5.9 34.7 1.7 39.8 23.7 

男性：75歳以上 63 7.9 36.5 19.0 - 33.3 3.2 44.4 19.0 西部B（三潴） 210 7.6 41.4 16.2 2.9 31.4 0.5 49.0 19.1 

女性：18～29歳 238 9.2 39.5 10.9 4.6 35.7 - 48.7 15.5 わからない・無回答 14 - 21.4 - - 71.4 7.1 21.4 - 

女性：30歳代 264 5.7 32.6 17.0 3.8 40.5 0.4 38.3 20.8 

女性：40歳代 352 8.8 38.1 12.2 4.8 35.8 0.3 46.9 17.0 

女性：50歳代 353 7.6 37.1 13.6 2.5 38.5 0.6 44.7 16.1 

女性：60～64歳 204 7.8 33.3 18.1 6.4 33.3 1.0 41.1 24.5 

女性：65～69歳 217 6.0 35.5 20.3 3.7 34.1 0.5 41.5 24.0 

女性：70～74歳 259 7.7 36.3 11.2 4.2 39.0 1.5 44.0 15.4 

女性：75歳以上 94 8.5 30.9 18.1 2.1 38.3 2.1 39.4 20.2 

無回答 20 10.0 35.0 20.0 - 30.0 5.0 45.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ボラン
ティア活動など市民自らが進めるまちづくり活動の振興

全  体

回
答
者
数

（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ボラン
ティア活動など市民自らが進めるまちづくり活動の振興

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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（ケ）バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の現状 

『満足』は 54.8％、『不満』は 37.1％である。 

 

【経年比較】 

令和３年度調査と同様の結果となっており、令和元年度調査と比べると『満足』の割合は 5.2ポ

イント増えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】男女とも『満足』は５割台半ば、『不満』は４割弱とあまり大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の『70歳以上』では『満足』が６割強と高く、女性の「70～74歳」でも 61.0％

と男性と同程度あるが、「75 歳以上」では 45.8％と 15.2 ポイント下がり、『不満』（50.0％）の割

合の方が高くなっている。 

【ブロック別】『満足』は「中央東部」で 67.8％、『不満』は「西部Ａ（城島）」で 70.3％と最も高

い。その他『不満』は「北部Ｂ（北野）」（53.1％）、「東部Ｂ（田主丸）」（53.0％）でも５割を超え

て高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 519 1,417 799 511 269 17 1,936 1,310 3,532 519 1,417 799 511 269 17 1,936 1,310 
100.0 14.7 40.1 22.6 14.5 7.6 0.5 54.8 37.1 100.0 14.7 40.1 22.6 14.5 7.6 0.5 54.8 37.1 

男性 1,533 14.7 40.4 21.9 15.3 7.2 0.5 55.1 37.2 東部A 219 9.6 36.5 26.5 19.6 7.3 0.5 46.1 46.1 

女性 1,981 14.7 39.8 23.2 13.9 7.9 0.5 54.5 37.1 東部B（田主丸） 179 6.1 27.9 31.8 21.2 12.8 - 34.0 53.0 

無回答 18 11.1 44.4 22.2 5.6 11.1 5.6 55.5 27.8 北部A 316 14.6 41.8 19.3 16.1 7.9 0.3 56.4 35.4 

男性：18～29歳 146 22.6 34.9 20.5 13.0 8.2 0.7 57.5 33.5 北部B（北野） 175 6.9 31.4 29.7 23.4 8.6 - 38.3 53.1 

男性：30歳代 177 16.4 42.4 17.5 16.4 7.3 - 58.8 33.9 中央東部 550 20.0 47.8 18.9 7.5 5.1 0.7 67.8 26.4 

男性：40歳代 288 13.2 36.1 26.4 18.1 5.9 0.3 49.3 44.5 南東部 347 15.3 42.4 22.5 12.7 6.6 0.6 57.7 35.2 

男性：50歳代 280 9.6 38.6 24.6 19.6 6.4 1.1 48.2 44.2 中央部 519 18.9 44.3 18.5 10.6 7.3 0.4 63.2 29.1 

男性：60～64歳 168 13.1 41.1 26.2 12.5 7.1 - 54.2 38.7 中央南部 541 17.7 42.7 22.2 10.5 6.7 0.2 60.4 32.7 

男性：65～69歳 182 17.0 42.3 20.9 14.8 4.9 - 59.3 35.7 南西部 344 11.9 38.4 25.6 14.5 9.0 0.6 50.3 40.1 

男性：70～74歳 227 14.1 47.6 15.9 11.5 10.6 0.4 61.7 27.4 西部A（城島） 118 3.4 17.8 25.4 44.9 6.8 1.7 21.2 70.3 

男性：75歳以上 63 20.6 41.3 19.0 9.5 7.9 1.6 61.9 28.5 西部B（三潴） 210 11.9 34.3 25.2 17.6 10.5 0.5 46.2 42.8 

女性：18～29歳 238 17.6 40.3 24.8 11.8 5.5 - 57.9 36.6 わからない・無回答 14 14.3 28.6 14.3 7.1 28.6 7.1 42.9 21.4 

女性：30歳代 264 16.7 38.3 22.7 12.5 9.5 0.4 55.0 35.2 

女性：40歳代 352 12.8 39.2 25.3 13.4 9.1 0.3 52.0 38.7 

女性：50歳代 353 14.4 41.9 18.7 16.7 7.9 0.3 56.3 35.4 

女性：60～64歳 204 11.8 34.3 27.0 18.6 7.8 0.5 46.1 45.6 

女性：65～69歳 217 12.9 42.9 25.8 8.8 8.8 0.9 55.8 34.6 

女性：70～74歳 259 16.6 44.4 17.4 12.7 8.1 0.8 61.0 30.1 

女性：75歳以上 94 16.0 29.8 30.9 19.1 3.2 1.1 45.8 50.0 

無回答 20 10.0 50.0 20.0 5.0 10.0 5.0 60.0 25.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ケ）バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の現状

全  体

回
答
者
数

（ケ）バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の現状

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

14.7

15.0

15.1

40.1

40.9

34.5

22.6

24.1

25.0

14.5

12.9

17.1

7.6

6.2

6.5

0.5

0.9

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

54.8

55.9

49.6

37.1

37.0

42.1

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上 

 『満足』は 61.0％、『不満』は 25.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」は『満足』が 62.1％で「男性」（59.6％）を 2.5ポイントとやや上回っている。『不

満』は「男性」が 27.9％、「女性」が 23.4％と「男性」の方が 4.5ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも『満足』は年齢の低い層で割合が高い傾向がみられるが、「75 歳以上」

になると『満足』の割合が６割を超え増加に転じている。 

【ブロック別】『満足』は「北部Ａ」で 67.7％と最も高く、その他「中央東部」と「中央部」（同率

66.5％）でも６割台半ばと高い。『不満』は「西部Ａ（城島）」で 47.5％と最も高く、『満足』（35.6％）

の割合を上回っている。 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 474 1,680 686 209 461 22 2,154 895 3,532 474 1,680 686 209 461 22 2,154 895 
100.0 13.4 47.6 19.4 5.9 13.1 0.6 61.0 25.3 100.0 13.4 47.6 19.4 5.9 13.1 0.6 61.0 25.3 

男性 1,533 12.7 46.9 20.4 7.5 11.9 0.6 59.6 27.9 東部A 219 16.9 46.6 15.5 6.4 13.7 0.9 63.5 21.9 

女性 1,981 14.0 48.1 18.7 4.7 13.9 0.6 62.1 23.4 東部B（田主丸） 179 12.8 46.4 21.2 7.8 11.7 - 59.2 29.0 

無回答 18 11.1 44.4 16.7 - 22.2 5.6 55.5 16.7 北部A 316 14.2 53.5 15.5 5.7 10.8 0.3 67.7 21.2 

男性：18～29歳 146 24.0 43.2 11.6 5.5 15.1 0.7 67.2 17.1 北部B（北野） 175 6.9 44.0 23.4 6.3 18.9 0.6 50.9 29.7 

男性：30歳代 177 14.1 49.7 20.9 6.2 9.0 - 63.8 27.1 中央東部 550 14.7 51.8 16.9 5.1 10.7 0.7 66.5 22.0 

男性：40歳代 288 14.2 48.6 19.1 6.9 10.4 0.7 62.8 26.0 南東部 347 11.2 50.4 18.7 5.5 13.5 0.6 61.6 24.2 

男性：50歳代 280 10.4 52.9 17.1 5.7 13.2 0.7 63.3 22.8 中央部 519 20.4 46.1 18.9 3.7 10.4 0.6 66.5 22.6 

男性：60～64歳 168 8.9 47.6 28.0 5.4 9.5 0.6 56.5 33.4 中央南部 541 13.3 47.5 19.0 5.9 13.9 0.4 60.8 24.9 

男性：65～69歳 182 9.9 38.5 28.0 10.4 12.6 0.5 48.4 38.4 南西部 344 8.4 42.7 25.0 6.4 16.9 0.6 51.1 31.4 

男性：70～74歳 227 8.8 44.9 19.8 12.3 13.7 0.4 53.7 32.1 西部A（城島） 118 5.9 29.7 33.1 14.4 14.4 2.5 35.6 47.5 

男性：75歳以上 63 19.0 42.9 19.0 6.3 11.1 1.6 61.9 25.3 西部B（三潴） 210 10.0 51.0 18.1 6.7 13.8 0.5 61.0 24.8 

女性：18～29歳 238 18.1 52.5 14.7 2.1 12.6 - 70.6 16.8 わからない・無回答 14 14.3 28.6 14.3 7.1 28.6 7.1 42.9 21.4 

女性：30歳代 264 17.8 47.0 15.5 4.5 14.8 0.4 64.8 20.0 

女性：40歳代 352 12.2 50.6 17.9 4.0 15.1 0.3 62.8 21.9 

女性：50歳代 353 16.1 48.2 16.4 4.5 14.2 0.6 64.3 20.9 

女性：60～64歳 204 12.3 45.1 23.0 9.3 9.8 0.5 57.4 32.3 

女性：65～69歳 217 9.2 44.7 26.7 3.2 14.3 1.8 53.9 29.9 

女性：70～74歳 259 10.8 47.5 17.4 6.9 16.6 0.8 58.3 24.3 

女性：75歳以上 94 14.9 46.8 24.5 3.2 9.6 1.1 61.7 27.7 

無回答 20 10.0 45.0 20.0 - 20.0 5.0 55.0 20.0 

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上

全  体

回
答
者
数

（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

『満足』 『不満』

13.4 47.6 19.4 5.9 13.1 0.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）
61.0 25.3

満足 やや満足 やや不満 不満 わからない 無回答
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３ 運動・スポーツの習慣について 

（１）この１年間で行った運動・スポーツ 

 
問 15 あなたが、この１年間で行った運動・スポーツをあげてください。 

（あてはまる番号いくつでも。学校体育の授業や職業として行ったものは除きます。） 

 

この１年間に行った運動・スポーツは「ジョギング・ウォーキング・階段昇降」が 59.5％と最も

高く、「何も行っていない」は 22.7％となっている。 

 

【経年比較】 

 「ジョギング・ウォーキング・階段昇降」「体操」などを行っている割合は増えているが、「何も

行っていない」の割合は令和元年度調査からあまり変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョギング・ウォーキング・階段昇降（散歩などを含む）

体操（ラジオ体操・縄跳び・ヨガ・エアロビクスなどを含む）

トレーニング

自転車（サイクリング・ＢＭＸなどを含む）

登山（キャンプ・ハイキングなどを含む）

ゴルフ

水泳・水中ウォーキング

屋内競技（バレー・バスケット・バドミントンなど）

ボウリング

卓球

テニス・ソフトテニス

ダンス（ジャズダンス・社交ダンス・ブレイキン・ヒップホップなどを含む）

野球

水上スポーツ（サーフィン・カヌー・釣りなどを含む）

屋外競技（サッカー・ラグビーなど）

スキー・スケート・スノーボード

ゲートボール・グラウンドゴルフ

柔道・剣道・空手道・少林寺拳法

ソフトボール

スポーツクライミング（ボルダリングなど）

スケートボード

弓道・アーチェリー

その他

何も行っていない

無回答

*令和元年度調査ではなかった選択肢

59.5

29.2

15.5

12.6

8.2

7.6

5.9

5.7

5.6

3.3

2.6

2.5

2.0

1.6

1.5

1.4

1.3

0.9

0.8

0.7

0.4

0.2

1.2

22.7

0.5

51.4

25.0

12.3

10.6

6.8

7.5

8.1

5.9

9.9

3.9

2.2

2.5

2.1

2.2

1.5

1.2

1.8

0.8

1.8

＊

＊

0.4

2.5

21.7

4.5

0 35 70 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

令和元年度調査（ｎ=2,847）
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（２）この１年間で運動・スポーツを行った場所 

 

問 15 付問 1【 問 15で１．から 23．『運動・スポーツを行った』と回答した人に 】 

あなたはこの１年間、運動・スポーツをどこで行いましたか。（あてはまる番号３つまで） 

 

運動・スポーツを行った場所は「公道」が 40.5％と最も高く、次いで「自宅または自宅敷地内」

が 36.3％となっている。 
 

【経年比較】 

「公道」は令和元年度調査より 11.0ポイント増え、また「自宅または自宅敷地内」「公園・空地」

も 5.1～6.5 ポイント増えている。一方、「公共の体育・スポーツ施設」は 5.3 ポイント、「民間商

業インドア施設」は 2.0ポイント減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公道（ウォーキング・ランニング・自転車競技など）

自宅または自宅敷地内

公園・空き地

公共の体育・スポーツ施設

筑後川河川敷（運動広場を含む）

山岳・森林・海・湖・川・池などの自然環境

民間商業インドア施設（フィットネスクラブ・ジム・ボウリング場など）

民間商業アウトドア施設（レジャープール・ゴルフ場など）

職場または職場敷地内

小・中・高・大学などの学校体育施設

校区コミュニティセンターや自治会集会所

その他

無回答

40.5

36.3

19.8

18.9

13.6

12.8

11.2

9.2

8.3

4.9

4.2

2.0

3.2

29.5

29.8

14.7

24.2

11.1

11.3

13.2

9.8

8.6

5.5

5.1

2.7

4.8

0 25 50 （％）

【回答は３つまで】

令和４年度調査（ｎ= 2,713）

令和元年度調査（ｎ=2,100）
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【性別】「女性」は「自宅または自宅市敷地内」が 43.0％と「男性」（28.2％）より 14.8 ポイント

高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が高い層では「公道」「公園・空地」、年齢が低い層では「公共の体

育・スポーツ施設」の割合が高い傾向がみられる。また、「自宅または自宅市敷地内」は女性の年齢

が低い層で、「民間商業アウトドア施設」は男性の「30歳代」で 28.5％と高い。 

【ブロック別】「公道」は「中央東部」が 46.4％と最も高く、「公園・空地」は「西部Ｂ（三潴）」

（25.3％）と「中央南部」（24.7％）、「中央東部」（22.1％）で２割を超えている。「公共の体育館・

スポーツ施設」は「南西部（16.7％）、「東部Ｂ（田主丸）」（16.8％）、「中央南部」（15.9％）、「西部

Ａ（城島）」（13.2％）などで割合が比較的低い。 
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ど
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自
然
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境

そ
の
他

無
回
答

2,713 512    369    133    304    249    985    224    113    536    1,098 346    54      88      
100.0 18.9   13.6   4.9     11.2   9.2     36.3   8.3     4.2     19.8   40.5   12.8   2.0     3.2     

男性 1,196 20.8   17.6   5.7     9.4     15.7   28.2   9.8     1.8     20.4   40.7   15.1   2.0     3.2     

女性 1,503 17.4   10.2   4.3     12.6   4.1     43.0   7.1     5.9     19.3   40.3   11.0   2.0     3.3     

無回答 14      14.3   28.6   7.1     14.3   -       14.3   -       14.3   14.3   42.9   -       -       7.1     

男性：18～29歳 123    38.2   7.3     20.3   17.9   8.9     35.0   8.1     -       18.7   32.5   8.9     1.6     3.3     

男性：30歳代 151    28.5   16.6   2.6     11.9   28.5   35.1   14.6   -       23.8   29.8   13.9   0.7     2.0     

男性：40歳代 236    21.6   17.4   7.6     12.3   19.5   24.2   13.6   2.1     17.8   40.7   17.8   0.8     1.7     

男性：50歳代 198    12.6   17.7   2.5     6.1     14.6   29.8   15.2   2.0     17.2   45.5   18.2   2.5     1.5     

男性：60～64歳 128    14.1   20.3   3.1     7.8     17.2   22.7   6.3     0.8     21.1   49.2   9.4     2.3     6.3     

男性：65～69歳 139    19.4   22.3   5.0     7.2     11.5   28.8   5.8     1.4     21.6   41.0   16.5   2.2     0.7     

男性：70～74歳 172    19.2   21.5   1.7     5.8     10.5   24.4   4.1     3.5     23.3   45.3   16.3   2.9     5.2     

男性：75歳以上 47      10.6   14.9   4.3     4.3     6.4     27.7   -       8.5     21.3   36.2   14.9   6.4     12.8   

女性：18～29歳 206    26.7   8.3     13.1   16.0   7.3     46.1   6.8     1.0     18.9   35.0   11.7   1.5     1.0     

女性：30歳代 207    18.8   11.1   3.9     12.6   3.9     50.2   9.2     2.4     30.0   36.2   13.5   1.4     1.4     

女性：40歳代 268    16.4   8.6     3.4     14.6   3.7     44.4   9.3     3.0     16.0   41.8   12.7   1.1     1.9     

女性：50歳代 237    16.5   11.8   4.6     12.7   3.8     43.9   8.0     6.3     12.7   43.9   10.5   1.7     1.7     

女性：60～64歳 146    13.0   11.0   3.4     13.7   4.8     35.6   9.6     7.5     14.4   45.2   13.7   4.8     1.4     

女性：65～69歳 167    10.8   10.2   1.2     10.8   4.8     46.7   6.0     5.4     17.4   42.5   8.4     1.2     5.4     

女性：70～74歳 196    16.8   9.2     0.5     8.2     2.0     36.2   3.1     13.8   23.0   37.2   6.6     2.6     11.2   

女性：75歳以上 76      18.4   15.8   1.3     9.2     -       30.3   -       15.8   27.6   42.1   9.2     3.9     2.6     

無回答 16      12.5   25.0   6.3     12.5   -       18.8   -       12.5   25.0   43.8   6.3     -       6.3     

東部A 165    18.8   9.7     7.9     9.1     9.7     37.6   10.3   3.0     17.0   37.0   12.1   3.0     2.4     

東部B（田主丸） 131    16.8   7.6     9.2     13.7   10.7   39.7   12.2   4.6     14.5   32.8   13.7   1.5     2.3     

北部A 238    21.4   25.2   3.8     13.4   9.2     34.9   7.6     5.9     16.0   35.3   16.0   2.1     2.5     

北部B（北野） 133    20.3   12.0   8.3     11.3   5.3     39.8   8.3     2.3     16.5   41.4   12.8   3.8     3.0     

中央東部 429    19.8   10.7   5.6     12.6   8.4     37.1   7.7     2.8     22.1   46.4   15.9   1.2     2.8     

南東部 273    18.7   8.1     5.1     13.9   7.3     38.8   7.3     7.7     19.4   42.1   13.9   1.8     4.0     

中央部 410    21.7   25.6   2.9     12.9   11.5   33.7   8.5     2.2     18.3   43.4   9.8     1.7     2.4     

中央南部 421    15.9   11.6   2.9     12.1   10.2   33.0   7.4     3.3     24.7   40.9   11.4   2.4     4.0     

南西部 264    16.7   8.7     5.7     6.4     8.7     37.9   10.6   4.9     18.9   37.1   11.4   1.9     4.9     

西部A（城島） 76      13.2   6.6     1.3     5.3     6.6     51.3   6.6     5.3     13.2   34.2   11.8   6.6     2.6     

西部B（三潴） 162    20.4   8.6     5.6     4.3     8.6     31.5   6.2     6.8     25.3   40.1   11.7   -       3.7     

わからない・無回答 11      18.2   27.3   9.1     -       18.2   27.3   -       9.1     9.1     18.2   9.1     -       -       

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

１年間で運動・スポーツを行った場所

全  体
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（３）この１年間で運動・スポーツを行わなかった理由 

 

問 15 付問 2【問 15で 24．「何も行っていない」と回答した人に】 

運動・スポーツをしなかった・できなかった理由として、最も大きな理由は何ですか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

 

運動・スポーツをしなかった・できなかった理由は「仕事や家事が忙しいから」が 48.8％と最も

高い。次いで「生活や仕事で体を動かしているから」が 23.0％、「面倒くさいから」が 21.8％、「お

金に余裕がないから」が 17.3％、「病気やけがをしているから」が 15.9％、「年をとったから」が

14.6％などとなっている。「特に理由はない」は 9.5％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事や家事が忙しいから

生活や仕事で体を動かしているから

面倒くさいから

お金に余裕がないから

病気やけがをしているから

年をとったから

コロナウィルス感染症対策によるスポーツの必要性に
対する意識の変化

仲間がいないから

子どもに手がかかるから

場所や施設がないから

運動・スポーツが嫌いだから

運動・スポーツ以上に大切なことがあるから

指導者がいないから

その他

特に理由はない

無回答

48.8

23.0

21.8

17.3

15.9

14.6

10.3

10.1

8.5

8.0

7.8

2.9

1.3

5.6

9.5

2.9

0 30 60 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 800）
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【性別】男女とも「仕事や家事が忙しいから」（「男性」45.3％、「女性」51.1％）が最も高い理由で

あるが、「女性」の方が 5.8ポイント上回っている。その他、「女性」は「子どもに手がかかるから」

（同 3.7％、11.9％）が「男性」より 8.2 ポイント、「男性」は「病気やけがをしているから」（同

18.7％、14.0％）が「女性」より 4.7ポイントそれぞれ高い。 

【年齢別】「仕事や家事が忙しいから」は『18～29 歳』を除く年齢の低い層で割合が高く、その他

年齢の低い層では「面倒くさいから」や「お金に余裕がない」「仲間がいないから」「場所や施設が

ないから」などの割合も高い傾向がみられる。「子どもに手がかかるから」は「30歳代」で 38.6％

と最も高い。 

【ブロック別】「場所や施設がないから」は「東部Ｂ（田主丸）」で 17.0％と比較的高く、その他「中

央南部」（11.9％）、「中央部」（11.1％）でも１割を超えている。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」「小学生がいる」世帯では「仕事や家事が忙しいから」「子

どもに手がかかるから」「お金に余裕がないから」などの理由の割合が他の同居家族に比べて高く

なっている。「障害者手帳を持っている人がいる」世帯では「病気やけがをしているから」が 36.8％

と最も高い理由となっている。 
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800   390   68     127   117   64     81     10     138   62     174   23     184   82     45     76     23     
100.0 48.8  8.5    15.9  14.6  8.0    10.1  1.3    17.3  7.8    21.8  2.9    23.0  10.3  5.6    9.5    2.9    

男性 327   45.3  3.7    18.7  15.9  8.0    8.9    2.1    15.6  4.3    20.5  3.1    24.5  9.2    3.7    11.0  2.4    

女性 470   51.1  11.9  14.0  13.8  8.1    11.1  0.6    18.5  10.2  22.8  2.8    22.1  11.1  6.8    8.5    3.0    

無回答 3       66.7  -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       33.3  -       33.3  

18～29歳 54     44.4  13.0  5.6    -       14.8  18.5  -       20.4  3.7    31.5  1.9    13.0  3.7    3.7    13.0  3.7    

30歳代 83     69.9  38.6  2.4    3.6    15.7  14.5  2.4    25.3  10.8  27.7  2.4    20.5  9.6    2.4    3.6    1.2    

40歳代 132   62.9  15.9  11.4  6.8    9.8    10.6  -       21.2  11.4  31.8  8.3    26.5  12.1  3.8    5.3    1.5    

50歳代 196   59.7  2.0    13.8  9.2    6.6    6.6    1.5    19.9  6.6    21.9  1.5    24.0  8.7    4.6    11.2  1.5    

60～64歳 98     50.0  1.0    14.3  15.3  7.1    15.3  3.1    15.3  10.2  17.3  2.0    27.6  14.3  6.1    10.2  6.1    

65～69歳 91     34.1  -       26.4  30.8  6.6    8.8    2.2    13.2  5.5    13.2  -       26.4  12.1  5.5    9.9    4.4    

70～74歳 111   21.6  2.7    33.3  33.3  3.6    8.1    -       9.0    5.4    18.0  3.6    18.0  10.8  9.9    9.0    2.7    

75歳以上 34     8.8    -       14.7  20.6  -       -       -       5.9    5.9    -       -       20.6  5.9    11.8  23.5  5.9    

無回答 1       100.0 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       100.0 -       -       

東部A 54     53.7  9.3    9.3    7.4    3.7    13.0  -       20.4  5.6    13.0  3.7    25.9  9.3    1.9    13.0  3.7    

東部B（田主丸） 47     44.7  4.3    17.0  21.3  17.0  8.5    2.1    8.5    10.6  19.1  2.1    29.8  4.3    6.4    12.8  6.4    

北部A 77     51.9  10.4  14.3  10.4  6.5    9.1    1.3    20.8  6.5    15.6  -       23.4  3.9    5.2    10.4  1.3    

北部B（北野） 42     47.6  9.5    16.7  16.7  7.1    7.1    4.8    19.0  2.4    23.8  2.4    28.6  19.0  7.1    4.8    -       

中央東部 121   43.8  13.2  15.7  14.9  9.1    10.7  2.5    21.5  9.9    20.7  -       14.9  14.9  10.7  9.1    1.7    

南東部 69     56.5  2.9    24.6  15.9  2.9    17.4  1.4    18.8  8.7    30.4  1.4    26.1  10.1  5.8    8.7    1.4    

中央部 108   50.9  10.2  12.0  13.0  11.1  9.3    0.9    17.6  9.3    25.9  8.3    25.9  8.3    6.5    9.3    1.9    

中央南部 118   43.2  4.2    17.8  20.3  11.9  11.9  0.8    16.1  7.6    22.9  2.5    19.5  9.3    4.2    9.3    1.7    

南西部 76     51.3  9.2    15.8  13.2  5.3    6.6    -       18.4  9.2    26.3  3.9    23.7  9.2    2.6    9.2    5.3    

西部A（城島） 40     50.0  7.5    15.0  20.0  5.0    10.0  -       12.5  5.0    15.0  5.0    30.0  12.5  5.0    7.5    2.5    

西部B（三潴） 45     48.9  11.1  17.8  6.7    2.2    4.4    -       6.7    4.4    17.8  2.2    20.0  13.3  -       11.1  11.1  

わからない・無回答 3       33.3  -       -       -       -       -       -       -       -       33.3  -       -       33.3  33.3  -       -       

就学前の子どもがいる 87     74.7  52.9  9.2    5.7    9.2    8.0    2.3    24.1  6.9    11.5  4.6    20.7  5.7    3.4    4.6    3.4    

小学生がいる 70     74.3  40.0  14.3  12.9  11.4  11.4  1.4    25.7  11.4  28.6  4.3    25.7  5.7    2.9    2.9    1.4    

中学生がいる 48     66.7  16.7  12.5  6.3    10.4  8.3    -       14.6  4.2    22.9  4.2    27.1  10.4  6.3    8.3    4.2    

上記以外の１８歳未満の
子どもがいる

51     64.7  11.8  11.8  9.8    5.9    3.9    2.0    19.6  5.9    19.6  3.9    29.4  15.7  2.0    5.9    2.0    

65歳以上の人がいる 334   37.4  3.3    20.1  21.0  6.9    10.8  0.9    15.0  9.3    19.5  2.7    23.7  9.9    6.0    10.8  4.2    

障害者手帳を
持っている人がいる

106   33.0  4.7    36.8  16.0  7.5    5.7    -       15.1  6.6    14.2  2.8    18.9  11.3  9.4    7.5    4.7    

上記にあてはまる人はいない 465   55.9  10.1  11.8  9.9    9.5    10.3  1.7    18.5  6.2    25.2  2.6    22.6  9.9    4.5    8.8    1.9    

無回答 2       50.0  -       -       50.0  -       -       -       -       -       -       -       -       -       50.0  -       -       

性
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別
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この１年間で運動・スポーツを行わなかった理由
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（４）今後行ってみたい運動・スポーツ 

 

問 16 あなたが、今後やってみたい運動・スポーツをあげて下さい。 

（あてはまる番号いくつでも） 

 

今後やってみたい運動・スポーツの上位２位は、現在行っている運動・スポーツと同じで「ジョ

ギング・ウォーキング・階段昇降」（46.5％）、「体操」（30.4％）、第３位に「水泳・水中ウォーキン

グ」が 20.0％であげられている。 
 

【経年比較】 

いずれの運動・スポーツも令和元年度調査よりも割合が増えているものが多く、「今後行いたい

ものはない」は 13.8％と令和元年度調査よりも 2.3ポイント減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジョギング・ウォーキング・階段昇降（散歩などを含む）

体操（ラジオ体操・縄跳び・ヨガ・エアロビクスなどを含む）

水泳・水中ウォーキング

トレーニング

登山（キャンプ・ハイキングなどを含む）

自転車（サイクリング・ＢＭＸなどを含む）

ゴルフ

屋内競技（バレー・バスケット・バドミントンなど）

ボウリング

ダンス（ジャズダンス・社交ダンス・ブレイキン・ヒップホップなどを含む）

テニス・ソフトテニス

卓球

スポーツクライミング（ボルダリングなど）

水上スポーツ（サーフィン・カヌー・釣りなどを含む）

スキー・スケート・スノーボード

弓道・アーチェリー

柔道・剣道・空手道・少林寺拳法

野球

屋外競技（サッカー・ラグビーなど）

ゲートボール・グラウンドゴルフ

ソフトボール

スケートボード

その他

今後行いたいものはない

無回答

*令和元年度調査ではなかった選択肢

46.5

30.4

20.0

18.9

17.7

11.8

9.2

8.6

8.4

7.2

7.1

5.7

5.0

4.8

4.8

3.7

3.0

2.7

2.0

2.0

1.9

1.1

1.0

13.8

1.8

35.9

23.1

17.1

14.9

12.2

9.7

6.1

7.8

7.7

5.9

6.1

5.7

＊

3.5

3.7

3.2

2.4

2.1

1.4

2.2

1.6

＊

2.5

16.1

3.5

0 30 60 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

令和元年度調査（ｎ=2,847）
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【性別】「女性」は「体操」が 41.0％と「男性」（16.5％）よりも 24.5 ポイントも高く、「ダンス」

や「水泳・水中ウォーキング」も約 6.0～9.0ポイント高い。「男性」は「トレーニング」や「ゴル

フ」「自転車」などが「女性」よりも約 5.0～9.0 ポイント高い。また「今後行いたいものはない」

は「男性」が 16.2％、「女性」が 12.0％と男性の方が 4.2ポイント高い。 

【年齢別】年齢が高い層では「ジョギング・ウォーキング・階段昇降」「体操」の割合が高い傾向が

みられる。その他のほとんどの運動・スポーツは年齢の低い層での割台が高い傾向がみられ、特に

「水泳・水中ウォーキング」「トレーニング」「屋内競技」などが高い。 
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3,532 1,642 1,072 667 296 324 706 303 200 255 106 625 417 67 
100.0 46.5 30.4 18.9 8.4 9.2 20.0 8.6 5.7 7.2 3.0 17.7 11.8 1.9 

男性 1,533 45.4 16.5 21.8 9.1 14.3 16.7 6.1 5.3 2.3 3.9 19.0 15.9 3.3 

女性 1,981 47.2 41.0 16.7 7.9 5.3 22.6 10.6 6.0 11.1 2.3 16.8 8.5 0.9 

無回答 18 61.1 38.9 11.1 - - 11.1 - 5.6 - 5.6 11.1 27.8 - 

18～29歳 384 26.0 19.5 21.6 12.0 10.4 25.3 20.1 6.8 15.1 6.8 15.6 12.5 3.6 

30歳代 441 39.5 28.8 27.0 10.2 9.8 23.6 14.1 3.6 12.2 5.2 21.5 11.1 1.1 

40歳代 640 41.1 28.1 22.5 8.1 12.3 18.6 11.9 5.5 8.0 3.1 20.2 13.9 2.0 

50歳代 634 45.3 31.5 21.9 8.4 8.2 22.4 6.6 4.4 6.2 2.8 19.1 11.5 2.2 

60～64歳 372 50.3 31.5 13.7 7.0 11.6 17.2 4.8 7.8 4.0 1.9 20.4 11.3 1.6 

65～69歳 401 57.4 35.7 18.2 7.7 7.0 15.7 5.0 5.5 3.7 1.7 16.0 12.0 1.2 

70～74歳 492 62.6 35.6 9.8 7.3 6.3 17.9 1.0 6.5 4.1 0.6 12.2 10.2 1.4 

75歳以上 161 54.0 32.3 5.6 4.3 3.7 16.8 1.9 6.8 1.9 0.6 11.2 9.9 1.9 

無回答 7 85.7 42.9 14.3 - 28.6 28.6 - 14.3 - 14.3 28.6 28.6 - 

東部A 219 50.2 31.1 18.7 7.8 13.2 18.3 8.2 4.1 5.5 3.2 19.6 12.8 1.8 

東部B（田主丸） 179 43.0 22.3 15.1 6.7 8.9 20.7 6.7 6.7 5.0 2.8 15.6 11.7 0.6 

北部A 316 45.6 33.9 21.8 9.5 8.5 19.6 9.8 7.3 8.9 3.2 17.1 14.6 1.3 

北部B（北野） 175 46.3 31.4 19.4 7.4 6.9 14.9 8.0 5.7 8.6 1.7 17.7 8.6 2.9 

中央東部 550 49.3 31.8 21.6 8.2 10.2 19.8 8.4 4.2 8.2 4.5 19.3 11.3 2.0 

南東部 347 48.1 32.0 19.0 10.1 7.2 19.9 9.8 6.1 5.5 2.0 16.4 11.0 2.3 

中央部 519 43.5 30.3 21.4 7.1 9.6 22.9 8.9 6.0 8.3 3.1 19.1 13.5 1.9 

中央南部 541 44.7 29.6 17.9 8.7 9.4 21.6 8.3 5.7 6.8 2.6 17.6 12.2 2.0 

南西部 344 45.1 28.2 15.1 10.8 9.0 22.1 9.9 6.4 7.0 2.9 19.2 11.9 2.3 

西部A（城島） 118 41.5 28.8 16.1 5.9 7.6 18.6 7.6 4.2 9.3 2.5 13.6 4.2 0.8 

西部B（三潴） 210 53.8 30.5 14.8 7.6 8.1 12.9 6.7 5.7 5.2 2.4 13.8 11.4 1.9 

わからない・無回答 14 50.0 28.6 7.1 - 7.1 14.3 - 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 - 

就学前の子どもがいる 411 40.1 30.4 27.3 10.0 9.5 25.3 13.6 4.1 9.2 3.9 19.0 10.7 1.7 

小学生がいる 444 43.9 32.0 24.5 9.2 12.2 22.3 13.3 4.3 7.9 3.8 18.7 13.3 1.4 

中学生がいる 286 46.2 31.1 22.0 7.3 11.2 19.6 11.9 4.2 6.3 3.8 17.1 11.2 1.7 

上記以外の１８歳未満の
子どもがいる

268 47.0 29.5 22.0 8.2 9.3 17.2 14.2 6.7 9.3 3.7 18.3 12.3 2.2 

65歳以上の人がいる 1,455 51.6 31.9 15.4 8.2 7.4 17.7 5.2 6.1 5.8 1.6 15.8 10.6 1.5 

障害者手帳を
持っている人がいる

392 48.2 27.8 17.6 7.1 7.1 21.2 5.9 6.1 6.6 2.8 12.2 9.4 1.8 

上記にあてはまる人はいない 2,166 42.8 28.4 20.3 8.5 10.5 20.7 10.4 5.3 8.5 4.0 18.5 12.5 2.2 

無回答 12 41.7 25.0 8.3 8.3 - 25.0 - 8.3 - 8.3 8.3 16.7 - 
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今後やってみたい運動・スポーツ
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別

年
齢
別
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【ブロック別】「今後行いたいものはない」は「北部Ｂ（北野）」で 18.3％と最も高く、その他「北

部Ａ」「西部Ａ（城島）」（同率 16.1％）、「西部Ｂ（三潴）」（15.2％）、「東部Ｂ（田主丸）」（15.1％）

で１割台半ばと高い。 

【同居家族別】「65歳以上の人がいる」「障害者手帳を持っている人がいる」就学前から中学生を除

く「18歳未満の子どもがいる」世帯では「ジョギング・ウォーキング・階段昇降」、『就学前から 18

歳未満の子どもがいる』「65 歳以上の人がいる」世帯では「体操」の割合が高い。その他「就学前

の子どもがいる」世帯で「トレーニング」「水泳・水中ウォーキング」が高い。 
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3,532 94 252 69 169 72 170 132 38 178 37 489 65 
100.0 2.7 7.1 2.0 4.8 2.0 4.8 3.7 1.1 5.0 1.0 13.8 1.8 

男性 1,533 5.2 6.7 2.0 4.8 3.9 5.9 3.1 1.1 6.0 1.2 16.2 2.0 

女性 1,981 0.8 7.6 1.9 4.8 0.6 4.0 4.3 1.1 4.3 0.9 12.0 1.7 

無回答 18 - - 5.6 - - - - - - 5.6 16.7 5.6 

18～29歳 384 6.5 12.8 0.8 15.1 3.9 9.6 8.9 3.6 12.8 1.0 13.3 0.8 

30歳代 441 5.0 10.4 1.1 10.2 4.3 9.8 4.5 2.5 12.9 1.4 8.6 0.7 

40歳代 640 3.4 8.1 1.3 5.5 4.1 7.2 3.6 1.3 6.6 0.9 15.0 1.3 

50歳代 634 1.6 7.4 0.8 2.5 1.4 3.5 3.6 0.3 3.0 1.4 14.7 1.4 

60～64歳 372 1.6 5.6 3.0 3.0 0.8 2.4 5.4 0.8 0.8 1.6 13.4 1.9 

65～69歳 401 1.0 6.2 1.5 0.5 - 1.5 1.5 - 1.2 0.7 15.7 1.5 

70～74歳 492 1.0 1.8 3.7 - - 1.0 0.6 - 0.6 - 14.0 4.3 

75歳以上 161 - 1.9 8.1 1.2 - 1.2 1.9 - - 1.2 18.0 5.0 

無回答 7 - - - - - - - - - 14.3 - - 

東部A 219 5.5 7.8 2.3 4.6 2.3 5.5 3.2 0.5 5.0 1.4 13.2 2.3 

東部B（田主丸） 179 1.7 3.9 3.4 2.8 3.4 3.9 3.4 - 2.8 - 15.1 3.4 

北部A 316 0.9 8.9 0.9 3.8 1.3 6.0 3.5 0.6 5.1 1.9 16.1 0.9 

北部B（北野） 175 1.7 6.3 5.1 4.0 - 4.6 5.1 1.1 5.7 1.7 18.3 1.1 

中央東部 550 2.5 7.1 1.5 5.8 2.5 6.0 4.2 1.5 4.7 0.9 10.4 1.1 

南東部 347 2.0 7.8 1.4 4.9 0.6 5.2 3.7 2.3 6.3 0.9 12.7 3.2 

中央部 519 3.7 7.5 1.5 6.6 2.5 5.2 4.2 1.3 4.2 0.8 12.5 1.7 

中央南部 541 3.0 7.0 1.7 5.2 2.8 3.7 3.1 0.6 5.5 1.8 14.6 1.1 

南西部 344 2.6 6.1 1.7 3.2 2.3 3.2 2.6 0.9 5.8 0.3 14.5 2.3 

西部A（城島） 118 0.8 5.1 3.4 2.5 0.8 6.8 4.2 0.8 4.2 0.8 16.1 4.2 

西部B（三潴） 210 3.3 9.0 2.9 4.8 1.9 3.3 4.8 1.4 5.2 - 15.2 1.9 

わからない・無回答 14 - - - - - - - - - 7.1 28.6 - 

就学前の子どもがいる 411 5.4 10.5 1.5 9.2 5.1 6.8 3.2 2.2 9.5 1.5 10.2 1.0 

小学生がいる 444 3.8 8.8 0.9 5.2 4.7 5.2 2.9 1.1 6.8 0.2 11.3 1.1 

中学生がいる 286 4.2 8.4 1.0 5.9 4.9 5.2 4.2 1.7 7.0 0.7 12.6 0.7 

上記以外の１８歳未満の
子どもがいる

268 3.7 9.7 0.7 5.6 3.0 3.7 4.5 1.5 4.1 1.5 11.9 1.9 

65歳以上の人がいる 1,455 1.6 5.4 2.7 2.8 0.5 3.5 2.6 0.4 3.4 0.7 15.8 2.4 

障害者手帳を
持っている人がいる

392 3.1 5.9 3.3 3.6 0.3 5.4 4.6 0.5 2.8 1.0 17.1 4.1 

上記にあてはまる人はいない 2,166 3.1 8.1 1.4 6.1 3.0 5.9 4.5 1.5 6.5 1.2 13.0 1.2 

無回答 12 - - - - - - - - - 8.3 25.0 16.7 
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（５）久留米市の運動・スポーツ施設の満足度 

 

問 17 現在の久留米市の運動・スポーツ施設について、あなたは満足していますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

久留米市の運動・スポーツ施設の満足度について、「どちらでもない」が 44.6％と最も高く、「十

分満足している」（7.8％）と「ある程度満足している」（30.6％）をあわせた『満足』は 38.4％で

ある。一方、「不満である」（3.9％）と「やや不満である」（11.7％）をあわせた『不満』は 15.6％

である。 

 

【経年比較】 

令和元年度調査と比べると「どちらでもない」が 6.1ポイント増加している。『満足』と『不満』

の割合にあまり大差はみられないが、内訳をみると「十分満足している」の割合は 2.6ポイント減

少している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】『満足』は「男性」が 42.1％で「女性」（35.8％）より 6.3 ポイント高い。「どちらでもな

い」は「女性」が 46.9％で「男性」（41.5％）より 5.4ポイント高くなっている。 

【年齢別】年齢が高い層で「どちらでもない」の割合が高い傾向がみられる。『満足』は『18～29

歳』で 45.3％と高く、『30～40歳代』では『不満』の割合が他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】『満足』は「西部Ｂ（三潴）」で 48.1％と最も高い。その他「北部Ｂ（北野）」（41.7％）、

「北部Ａ」（41.5％）、「中央東部」（40.7％）も４割強と高くなっている。『不満』は「東部Ｂ（田主

丸）」で 18.4％と最も高い。 

【同居家族別】『満足』は『小学生から 18歳未満の子どもがいる』世帯で４割台半ばと高く、その

他の世帯は「どちらでもない」が４割台半ばで高くなっている。 
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15.6

16.4

『満足』 『不満』

十分満足

している

ある程度満足

している

どちらでも

ない

やや不満

である
無回答不満

である



 Ⅱ 調査結果の分析（３ 運動・スポーツの習慣について） 

- 87 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

十
分
満
足
し
て

い
る

あ
る
程
度
満
足

し
て
い
る

ど
ち
ら
で
も

な
い

や
や
不
満
で

あ
る

不
満
で
あ
る

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 277    1,080 1,576 414    137    48     1,357 551    
100.0 7.8    30.6   44.6   11.7   3.9    1.4    38.4   15.6   

男性 1,533 8.5    33.6   41.5   10.9   4.2    1.3    42.1   15.1   

女性 1,981 7.4    28.4   46.9   12.4   3.6    1.3    35.8   16.0   

無回答 18     -       16.7   55.6   11.1   -       16.7   16.7   11.1   

18～29歳 384    13.3   32.0   39.6   9.4    5.2    0.5    45.3   14.6   

30歳代 441    9.5    27.0   44.9   13.8   4.3    0.5    36.5   18.1   

40歳代 640    8.0    30.8   42.2   13.0   5.2    0.9    38.8   18.2   

50歳代 634    9.0    30.3   43.2   13.2   3.5    0.8    39.3   16.7   

60～64歳 372    4.8    31.7   48.7   9.4    4.3    1.1    36.5   13.7   

65～69歳 401    5.2    32.7   44.9   13.0   3.0    1.2    37.9   16.0   

70～74歳 492    5.5    32.3   47.0   9.6    2.2    3.5    37.8   11.8   

75歳以上 161    6.2    24.2   53.4   9.3    2.5    4.3    30.4   11.8   

無回答 7       -       28.6   57.1   14.3   -       -       28.6   14.3   

東部A 219    7.3    29.2   48.9   10.5   2.7    1.4    36.5   13.2   

東部B（田主丸） 179    3.9    25.7   50.3   13.4   5.0    1.7    29.6   18.4   

北部A 316    7.6    33.9   41.8   11.7   4.4    0.6    41.5   16.1   

北部B（北野） 175    9.1    32.6   44.6   8.0    4.0    1.7    41.7   12.0   

中央東部 550    7.8    32.9   40.7   13.8   3.6    1.1    40.7   17.4   

南東部 347    8.1    28.8   45.5   10.7   4.3    2.6    36.9   15.0   

中央部 519    10.4   29.5   42.8   11.9   4.2    1.2    39.9   16.1   

中央南部 541    7.4    28.5   46.0   13.3   3.9    0.9    35.9   17.2   

南西部 344    6.4    29.4   47.1   11.3   4.7    1.2    35.8   16.0   

西部A（城島） 118    5.1    30.5   48.3   11.0   1.7    3.4    35.6   12.7   

西部B（三潴） 210    9.5    38.6   41.4   6.7    2.4    1.4    48.1   9.1     

わからない・無回答 14     7.1    -       71.4   21.4   -       -       7.1     21.4   

就学前の子どもがいる 411    8.3    27.7   46.2   13.9   3.2    0.7    36.0   17.1   

小学生がいる 444    9.9    33.6   38.1   14.6   3.4    0.5    43.5   18.0   

中学生がいる 286    9.4    37.8   34.6   15.0   3.1    -       47.2   18.1   

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268    8.6    36.6   38.8   10.4   3.0    2.6    45.2   13.4   

65歳以上の人がいる 1,455 7.1    30.2   45.2   12.0   4.0    1.6    37.3   16.0   

障害者手帳を持っている人がいる 392    8.2    29.1   44.9   11.2   4.3    2.3    37.3   15.5   

上記にあてはまる人はいない 2,166 8.6    30.2   43.6   12.4   4.2    1.0    38.8   16.6   

無回答 12     8.3    16.7   50.0   8.3    -       16.7   25.0   8.3     
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久留米市の運動・スポーツ施設の満足度



Ⅱ 調査結果の分析（３ 運動・スポーツの習慣について） 

- 88 - 

（６）不満の理由 

 
問 17 付問１【問 17で４．「やや不満である」または５．「不満である」と回答した人に 】 

その不満の理由を教えてください。（あてはまる番号３つまで） 

 

不満の理由は、「施設についての情報提供が少ないから」が 46.5％と最も高く、次いで「施設ま

で遠く、交通の便が悪いから」（27.6％）、「やりたい運動・スポーツができる施設がないから」

（25.4％）、「利用時間帯が限られているから」（21.6％）、「施設利用者が多く、十分満足のいく利用

ができない」（17.6％）、「利用申込の場所や方法がわかりにくいから」（16.7％）などが上位にあげ

られている。 

 

【経年比較】 

令和元年度調査と比べて、「施設についての情報提供が少ないから」「やりたい運動・スポーツが

できる施設がないから」「施設への案内表示が少なく、場所が分かりにくいから」などの割合がやや

高くなっている。その他の理由は割合が減少しているものが多く、「施設まで遠く、交通の便が悪い

から」や「利用申込の場所や方法がわかりにくいから」などは約 4.0～5.0ポイント減っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設についての情報提供が少ないから

施設まで遠く、交通の便が悪いから

やりたい運動・スポーツができる施設がないから

利用時間帯が限られているから

施設利用者が多く、十分満足のいく利用ができない

利用申込の場所や方法がわかりにくいから

施設への案内表示が少なく、場所がわかりにくいから

施設が老朽化しているから

駐車場が狭いから

冷暖房・温水シャワーなどの設備が不十分だから

夜間照明がなく、夜間利用ができないから（屋外施設）

施設が小さく、大規模大会などが開催できないから

施設がバリアフリー対応でないから

その他

無回答

*令和元年度調査ではなかった選択肢

46.5

27.6

25.4

21.6

17.6

16.7

13.6

6.4

6.2

4.7

2.9

2.2

1.1

9.8

1.8

43.9

32.8

21.0

20.6

18.6

20.8

10.7

8.4

9.9

8.1

4.7

0.9

＊

8.6

2.1

0 30 60 （％）

【回答は３つまで】

令和４年度調査（ｎ= 551）

令和元年度調査（ｎ=297）
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（７）スポーツに楽しむために久留米市に力を入れてほしいこと 

 

問 18 あなたが今よりもっとスポーツに親しむために、久留米市にどのようなことに力を入れ

てほしいと思いますか。（あてはまる番号３つまで） 

 

スポーツを楽しむために市が力を入れることは、「子どもや高齢者など、すべての世代でのスポー

ツ機会の充実」（34.9％）、「初心者向けの運動・スポーツ教室の開催を増やす」（32.0％）などが３

割台、「久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用」（26.1％）、「一緒にスポーツをする仲間と出会

える機会を増やす仕組みをつくる」（23.1％）などが２割台であげられている。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査と比べてもあまり大差はみられない。 

 

 

 

 

 

子どもや高齢者など、すべての世代でのスポーツ機会の充実

初心者向けの運動・スポーツ教室の開催を増やす

久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用

一緒にスポーツをする仲間と出会える機会を増やす仕組みをつくる

運動・スポーツを指導してくれる人など支える側の人を増やす

ボランティアや地域の人が積極的に参画できる仕組みをつくる

トップアスリートと住民との交流機会の提供

国際スポーツ大会やキャンプ地の誘致

国際大会などで活躍できるトップアスリートの育成

障害者スポーツの振興（大会や体験会の充実）

スポーツツーリズムの推進による観光客の誘致

競技力向上のための高度な技術を持った指導者の育成

国内外への情報発信（スポーツ施設やイベントなど）

その他

わからない

無回答

34.9

32.0

26.1

23.1

12.5

10.7

5.7

5.0

3.6

3.0

2.8

2.7

2.0

2.7

20.8

1.6

33.3

33.9

23.8

22.9

11.7

11.5

6.4

4.4

3.1

2.9

3.5

2.6

2.0

2.5

22.0

2.7

0 25 50 （％）

【回答は３つまで】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

令和元年度調査（ｎ=2,847）
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【性別】「女性」は「初心者向けの運動・スポーツ教室の開催を増やす」「子どもや高齢者など、す

べての世代でのスポーツ機会の充実」、「男性」は「久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用」「一

緒にスポーツをする仲間と出会える機会を増やす仕組みをつくる」などの割合が高い。 

【年齢別】年齢が低い層では「一緒にスポーツをする仲間と出会える機会を増やす仕組みをつくる」

「久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用」、年齢が高い層では「子どもや高齢者など、すべての

世代でのスポーツ機会の充実」の割合が高い傾向がみられる。「初心者向けの運動・スポーツ教室の

開催を増やす」は「40歳代」と「60～64歳」で３割台半ばを超えて高くなっている。 

【ブロック別】「東部Ｂ（田主丸）」では「子どもや高齢者など、すべての世代でのスポーツ機会の

充実」が 40.2％と最も高く、また「初心者向けの運動・スポーツ教室の開催を増やす」も「中央南

部」（35.1％）、「東部Ａ」（34.2％）とともに３割台半ばで高い。その他「東部Ａ」では「一緒にス

ポーツをする仲間と出会える機会を増やす仕組みをつくる」（28.3％）の割合が高い。「西部Ａ（城

島）」では「久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用」「運動・スポーツを指導してくれる人など

支える側の人を増やす」の割合が他のブロックと比べて低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

（％）
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回
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3,532 1,234 1,130 817    105    921    127    201    69      177    99      94      442    377    94      733    58      
100.0 34.9   32.0   23.1   3.0     26.1   3.6     5.7     2.0     5.0     2.8     2.7     12.5   10.7   2.7     20.8   1.6     

男性 1,533 32.7   26.7   25.3   3.3     28.9   5.0     7.0     2.3     6.7     3.3     3.8     12.3   9.8     2.5     20.5   1.7     

女性 1,981 36.5   36.1   21.4   2.7     24.0   2.5     4.7     1.7     3.7     2.4     1.8     12.6   11.4   2.8     20.9   1.6     

無回答 18      50.0   33.3   27.8   5.6     16.7   -       -       -       -       -       -       16.7   5.6     -       22.2   5.6     

 18～29歳 384    23.4   25.5   32.8   2.6     32.8   3.9     7.0     3.4     5.2     1.6     4.4     9.6     9.6     1.0     16.7   1.0     

 30歳代 441    33.3   33.3   31.5   3.9     27.2   4.8     7.5     1.8     6.8     2.9     3.9     14.3   7.0     3.9     12.0   0.9     

 40歳代 640    30.5   36.4   21.9   3.3     29.5   5.5     7.7     2.5     5.5     2.8     3.0     15.2   7.3     2.8     18.8   0.6     

 50歳代 634    29.8   30.8   21.3   3.0     28.9   3.6     7.3     2.5     6.5     4.1     2.1     12.3   10.4   3.2     23.5   0.8     

 60～64歳 372    40.3   35.2   23.9   3.0     22.8   2.7     5.1     2.2     6.7     3.0     2.2     15.3   10.2   1.3     21.0   1.6     

 65～69歳 401    45.4   33.2   19.5   2.2     24.9   3.0     3.7     0.5     3.2     3.7     2.7     14.2   17.2   3.0     19.0   1.5     

 70～74歳 492    42.9   30.5   17.3   2.2     19.3   2.2     2.0     1.2     2.4     1.6     1.8     9.1     15.4   2.8     27.8   3.5     

 75歳以上 161    41.0   24.8   14.3   4.3     12.4   -       1.2     -       0.6     1.2     -       4.3     8.1     2.5     34.8   7.5     

 無回答 7       57.1   42.9   28.6   -       42.9   -       -       -       -       -       -       14.3   -       -       -       -       

東部A 219    35.6   34.2   28.3   3.2     24.2   2.7     5.0     1.8     5.0     4.1     4.1     11.9   10.0   1.8     21.9   0.9     

東部B（田主丸） 179    40.2   34.6   21.2   5.0     19.6   1.7     5.0     1.7     6.1     2.2     2.8     12.3   12.8   1.1     22.3   2.2     

北部A 316    35.1   32.0   25.6   3.5     28.5   3.2     6.6     2.8     3.5     2.5     1.6     10.1   11.4   2.5     20.9   -       

北部B（北野） 175    36.6   32.0   20.6   3.4     24.6   1.7     4.0     1.1     4.0     2.3     1.7     10.3   8.6     1.1     22.9   2.3     

中央東部 550    35.6   34.0   18.9   2.4     27.6   3.8     5.5     2.7     5.5     3.5     3.1     14.5   8.4     3.1     19.6   0.9     

南東部 347    32.9   32.6   24.5   4.3     28.8   3.2     4.6     1.2     4.3     2.9     3.5     16.1   13.3   1.7     19.9   2.9     

中央部 519    32.4   29.9   25.2   1.9     29.1   6.4     6.2     1.9     6.9     3.1     2.5     12.7   9.1     2.5     19.3   1.3     

中央南部 541    36.6   35.1   25.7   3.5     27.0   3.7     5.9     2.0     5.0     2.8     2.6     12.2   12.4   3.5     16.8   1.7     

南西部 344    34.6   28.2   22.4   2.6     27.3   4.4     7.0     2.6     3.2     1.7     2.9     11.3   9.3     3.2     20.6   2.3     

西部A（城島） 118    30.5   28.0   17.8   0.8     15.3   0.8     6.8     0.8     5.1     2.5     2.5     7.6     12.7   5.1     29.7   3.4     

西部B（三潴） 210    35.2   27.1   19.0   2.4     17.6   1.9     4.8     0.5     5.7     2.4     1.4     13.3   12.9   2.9     28.6   2.4     

わからない・無回答 14      28.6   28.6   21.4   -       14.3   -       7.1     -       -       -       -       -       7.1     -       35.7   -       

スポーツに楽しむために久留米市に力を入れてほしいこと

全  体

年
齢
別

性
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数
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４ 地域福祉について 

（１）近所との付き合いの程度 

 

問 19 あなたは、近所との付き合いがどの程度ありますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

 近所との付き合いの程度は、「挨拶する程度」が 37.7％と最も高く、次いで「用事があれば、話

をする」が 32.7％である。「日頃から親しくしている」は 17.8％と２割を下回っている。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査と比べると、「挨拶する程度」が 7.7 ポイント増、「ほとんど面識がない」も 2.2

ポイント増で、「用事があれば、話をする」が 4.0 ポイント減、「日頃から親しくしている」が 5.7

ポイント減と近所付き合いの程度は低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.8

23.5

32.7

36.7

37.7

30.0

9.3

7.1

1.8

1.6

0.7

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

日頃から

親しくしている

用事があれば、

話をする

挨拶する

程度

ほとんど

面識がない
無回答関わりたくない

と思っている
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【性別】「男性」は「挨拶する程度」が 41.5％で「女性」（34.7％）より 6.8ポイント高い。「女性」

は「用事あれば、話をする」が 35.1％で「男性」（29.7％）より 5.4ポイント高くなっている。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が高い層では「日頃から親しくしている」や「用事があれば、話を

する」の割合が高く、反対に年齢が低い層では「挨拶する程度」や「ほとんど面識がない」の割合

が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「日頃から親しくしている」は「東部Ｂ（田主丸）」で 43.0％と最も高く、「用事が

あれば、話をする」は「西部Ａ（城島）」（49.2％）、「北部Ｂ（北野）」（46.3％）、「西部Ｂ（三潴）」

（44.3％）などで４割台と高い。「挨拶する程度」は「中央東部」（46.5％）、「中央南部」（45.7％）、

「中央部」（43.5％）で４割台と高くなっている。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では「挨拶する程度」が 46.0％と最も高く、「小学生

がいる」「中学生がいる」世帯では「用事があれば、話をする」と「挨拶する程度」の割合が同程度

となっている。「65歳以上の人がいる」「障害者手帳を持っている人がいる」世帯では、他と比べ「日

頃から親しくしている」が２割台と高くなっている。 
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無
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答

3,532 629 1,155 1,332 327 64 25 3,532 629 1,155 1,332 327 64 25 
100.0 17.8 32.7 37.7 9.3 1.8 0.7 100.0 17.8 32.7 37.7 9.3 1.8 0.7 

男性 1,533 16.9 29.7 41.5 9.5 1.4 0.9 東部A 219 22.4 34.7 34.2 5.9 2.7 - 

女性 1,981 18.4 35.1 34.7 9.1 2.1 0.6 東部B（田主丸） 179 43.0 33.5 17.9 3.4 0.6 1.7 

無回答 18 27.8 16.7 50.0 5.6 - - 北部A 316 18.4 28.5 36.7 12.3 4.1 - 

男性：18～29歳 146 6.2 13.7 54.1 22.6 2.1 1.4 北部B（北野） 175 22.3 46.3 25.1 4.0 2.3 - 

男性：30歳代 177 11.9 19.8 48.6 15.8 3.4 0.6 中央東部 550 13.5 24.9 46.5 12.9 1.8 0.4 

男性：40歳代 288 12.2 25.7 45.8 13.2 2.1 1.0 南東部 347 16.4 38.0 34.6 7.5 1.2 2.3 

男性：50歳代 280 14.6 30.0 48.2 5.7 1.1 0.4 中央部 519 10.4 29.9 43.5 13.1 2.7 0.4 

男性：60～64歳 168 21.4 30.4 38.1 8.3 - 1.8 中央南部 541 11.1 30.5 45.7 10.5 1.1 1.1 

男性：65～69歳 182 23.1 38.5 32.4 4.4 1.1 0.5 南西部 344 24.7 30.2 38.1 5.5 0.9 0.6 

男性：70～74歳 227 23.3 45.4 25.6 3.5 0.9 1.3 西部A（城島） 118 22.0 49.2 20.3 7.6 - 0.8 

男性：75歳以上 63 33.3 30.2 34.9 1.6 - - 西部B（三潴） 210 23.8 44.3 26.2 4.3 1.0 0.5 

女性：18～29歳 238 9.2 16.4 47.5 22.3 4.6 - わからない・無回答 14 - 28.6 42.9 21.4 7.1 - 

女性：30歳代 264 11.0 23.9 46.6 14.8 3.0 0.8 就学前の

女性：40歳代 352 13.6 30.7 44.3 9.4 1.4 0.6 子どもがいる

女性：50歳代 353 12.7 39.7 36.8 7.6 2.8 0.3 小学生がいる 444 19.4 38.5 34.9 5.2 0.9 1.1 

女性：60～64歳 204 26.0 39.7 27.5 3.4 2.9 0.5 中学生がいる 286 17.8 39.5 37.1 4.9 0.7 - 

女性：65～69歳 217 24.4 48.8 21.2 3.7 0.5 1.4 上記以外の１８歳

女性：70～74歳 259 30.5 46.7 18.5 3.5 0.4 0.4 未満の子どもがいる

女性：75歳以上 94 38.3 40.4 16.0 4.3 - 1.1 65歳以上の人がいる 1,455 23.6 39.0 30.4 4.7 1.6 0.7 

無回答 20 30.0 15.0 50.0 5.0 - - 障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 12 33.3 25.0 33.3 - - 8.3 

0.5 

1.1 

1.0 

0.6 14.4 29.4 41.8 11.7 2.2 

24.0 32.4 33.2 8.4 1.0 

17.9 32.1 41.4 6.3 1.1 

15.3 27.0 46.0 10.7 0.5 

回
答
者
数

近所との付き合いの程度

全  体

回
答
者
数

近所との付き合いの程度

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 
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（２）不安や心配事の相談相手の有無 

 

問 20 あなたやご家族が生活していく中で、不安に思うことや心配事があったとき、助けを求

めることができる人がいますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

不安に思うことや心配事があったとき「助けを求めることができる人がいる」は 82.8％と最も高

い。「助けを求めることができる人はいない」は 10.1％、「助けを求めようとは思わない」は 6.3％

である。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査と比べても大差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」は「助けを求めることができる人がいる」が 87.4％で「男性」（76.7％）より 10.7

ポイント高い。「男性」は「助けを求めることができる人はいない」「助けを求めようとは思わない」

の割合が「女性」よりも約 5.0～6.0ポイント高い。 

 

 

 

 

 

82.8

81.3

10.1

12.1

6.3

5.1

0.8

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

助けを求めることが

できる人がいる

助けを求めることが

できる人はいない

助けを求めようと

思わない
無回答

（％）

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
が

い
る

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
は

い
な
い

助
け
を
求
め
よ
う

と
思
わ
な
い

無
回
答

3,532   2,923   358      221      30       
100.0   82.8     10.1     6.3      0.8      

男性 1,533   76.7     13.5     8.9      0.9      

女性 1,981   87.4     7.6      4.2      0.8      

無回答 18       88.9     -         5.6      5.6      

不安や心配事の相談相手の有無

回
答
者
数

全  体

性
別
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【性別・年齢別】男性の『18～29 歳』は「助けを求めようとは思わない」が 11.6％、『30 歳以上』

の年代は「助けを求めることができる人はいない」が１割強から２割近くと同年代の女性に比べて

高い。ただし、男性の「30歳代」は「助けを求めることができる人がいる」が 82.5％と男性の中で

唯一８割台と高い。男性の「50歳代」では、「助けを求めることができる人はいない」が 18.9％と

多い。 

【ブロック別】「助けを求めることができる人がいる」は「東部Ｂ（田主丸）」、「北部Ｂ（北野）」で

９割近くと高い。 

【同居家族別】「障害者手帳を持っている人がいる」世帯では、他と比べ「助けを求めることができ

る人はいない」が 12.5％と高い。 

【近所付き合いの程度別】近所付き合いの程度が高い人ほど「助けを求めることができる人がいる」

の割合が高く、反対に低い人ほど「助けを求めることができる人はいない」や「助けを求めようと

は思わない」の割合が高くなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％） （％）

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
が

い
る

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
は

い
な
い

助
け
を
求
め
よ
う

と
思
わ
な
い

無
回
答

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
が

い
る

助
け
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
人
は

い
な
い

助
け
を
求
め
よ
う

と
思
わ
な
い

無
回
答

3,532 2,923 358    221    30      3,532 2,923 358    221    30      
100.0 82.8   10.1   6.3     0.8     100.0 82.8   10.1   6.3     0.8     

男性：18～29歳 146    78.8   8.2     11.6   1.4     就学前の

男性：30歳代 177    82.5   10.2   6.8     0.6     子どもがいる

男性：40歳代 288    76.7   13.5   9.0     0.7     小学生がいる 444 86.3 7.4 5.4 0.9 

男性：50歳代 280    71.8   18.9   8.9     0.4     中学生がいる 286 88.5 7.0 4.5 - 

男性：60～64歳 168    72.6   16.7   8.9     1.8     上記以外の１８歳

男性：65～69歳 182    77.5   13.2   8.8     0.5     未満の子どもがいる

男性：70～74歳 227    79.7   10.1   8.4     1.8     65歳以上の人がいる 1,455 85.0 8.2 5.9 0.8 

男性：75歳以上 63      76.2   14.3   9.5     -       障害者手帳を持って

女性：18～29歳 238    83.2   8.8     8.0     -       いる人がいる

女性：30歳代 264    86.0   9.1     4.2     0.8     上記にあてはまる

女性：40歳代 352    88.1   7.7     3.7     0.6     人はいない

女性：50歳代 353    84.4   9.6     5.1     0.8     無回答 12 75.0 8.3 8.3 8.3 

女性：60～64歳 204    90.7   6.9     2.0     0.5     日頃から親しくしている 629    93.0   4.0     2.7     0.3     

女性：65～69歳 217    94.0   4.1     1.8     -       用事があれば、話をする 1,155 88.8   6.3     4.4     0.4     

女性：70～74歳 259    88.0   6.2     4.2     1.5     挨拶する程度 1,332 79.4   12.9   7.5     0.2     

女性：75歳以上 94      86.2   6.4     4.3     3.2     ほとんど面識がない 327    67.0   22.3   10.4   0.3     

無回答 20      85.0   5.0     5.0     5.0     関わりたくないと

東部A 219    83.1   10.0   6.8     -       思っている

東部B（田主丸） 179    89.4   4.5     5.0     1.1     無回答 25      20.0   4.0     -       76.0   

北部A 316    80.1   12.7   6.6     0.6     

北部B（北野） 175    89.1   8.6     2.3     -       

中央東部 550    80.0   12.0   7.3     0.7     

南東部 347    83.6   7.5     6.9     2.0     

中央部 519    81.1   13.3   5.4     0.2     

中央南部 541    82.8   10.4   5.7     1.1     

南西部 344    84.9   8.7     5.5     0.9     

西部A（城島） 118    84.7   10.2   3.4     1.7     

西部B（三潴） 210    82.4   5.7     10.5   1.4     

わからない・無回答 14      57.1   14.3   28.6   -       

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

全  体

回
答
者
数

不安や心配事の相談相手の有無

全  体

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 

86.9 7.5 5.1 

回
答
者
数

不安や心配事の相談相手の有無

0.5 

84.0 6.7 8.2 1.1 

1.6 

78.6 12.5 6.6 2.3 

81.2 10.9 7.3 0.6 

近
所
と
の
付
き

合
い
の
程
度 64 46.9 21.9 29.7 
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（３）助けを求めることができる人 

 

問 20 付問１【問 20で１．「助けを求めることができる人がいる」と回答した人に】 

それは、どのような人ですか。（あてはまる番号いくつでも） 

 

助けを求めることができる人は「家族・親族」が 90.8％と最も高く、次いで「友人・知人」が

62.3％、「地域や隣近所の人」は 27.2％となっている。 

 

【経年比較】 

令和元年度調査と比べると、「家族・親族」や「友人・知人」の割合が約 6.0～9.0ポイント増え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族・親族

友人・知人

地域や隣近所の人

専門職（医師やケアマネジャーなど）

民生委員など（地域のボランティアなども含む）

相談支援機関の職員（地域包括支援センターや障害者
基幹相談支援センターなど）

市役所の職員

その他

無回答

90.8

62.3

27.2

6.8

3.2

3.2

2.9

1.0

0.9

84.9

53.5

26.3

5.9

3.8

2.3

2.0

0.6

5.2

0 50 100 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 2,923）

令和元年度調査（ｎ=1,963）
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【性別】「友人・知人」は「女性」が 65.2％で「男性」（58.2％）よりも 7.0ポイント高い。 

【年齢別】年齢が低い層では「友人・知人」、高い層では「家族・親族」の割合が高い傾向がみられ

る。また、「地域や隣近所の人」やその他の項目でも年齢の高い層での割合が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「地域や隣近所の人」は「北部Ｂ（北野）」（43.6％）、「東部Ｂ（田主丸）」（41.9％）、

「西部Ｂ（三潴）」（38.2％）で４割前後と他のブロックに比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

家
族
・
親
族

友
人
・
知
人

地
域
や
隣
近
所
の
人

民
生
委
員
な
ど

（
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

も
含
む

）

相
談
支
援
機
関
の
職
員

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

や
障
害
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

な
ど

）

専
門
職

（
医
師
や
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー

な
ど

）

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

2,923 2,653 1,820 795 94 94 199 84 30 27
100.0    90.8     62.3     27.2     3.2       3.2       6.8       2.9       1.0       0.9       

男性 1,176    89.5     58.2     26.5     3.4       3.3       7.0       3.4       1.1       0.9       

女性 1,731    91.6     65.2     27.6     3.1       3.2       6.8       2.5       1.0       0.9       

無回答 16        87.5     50.0     31.3     -          -          -          -          -          -          

18～29歳 313      88.2     76.0     14.1     0.6       2.9       3.2       1.6       1.9       0.6       

30歳代 373      92.2     72.1     21.7     1.9       3.8       5.1       4.3       1.3       1.3       

40歳代 531      90.2     67.0     26.9     1.9       1.9       5.6       2.3       1.5       0.6       

50歳代 500      91.2     61.0     27.8     2.6       2.8       7.4       2.8       0.4       0.6       

60～64歳 307      91.5     59.6     29.0     3.9       3.9       9.8       2.6       0.7       -          

65～69歳 347      91.4     56.5     29.7     3.5       3.2       8.1       3.5       0.6       1.4       

70～74歳 414      92.5     50.5     34.8     5.3       4.3       8.5       2.4       0.7       1.4       

75歳以上 133      84.2     45.9     36.8     12.0     4.5       7.5       5.3       1.5       2.3       

無回答 5          100.0    60.0     60.0     -          -          -          -          -          -          

東部A 182      91.2     68.7     30.8     2.7       3.3       7.1       2.7       0.5       2.7       

東部B（田主丸） 160      94.4     63.1     41.9     3.1       3.1       7.5       2.5       0.6       -          

北部A 253      91.3     66.8     26.5     2.0       2.8       6.7       2.0       1.6       0.4       

北部B（北野） 156      91.7     60.3     43.6     3.8       2.6       8.3       3.2       2.6       -          

中央東部 440      86.6     62.7     20.7     3.2       3.0       8.0       4.8       1.1       1.1       

南東部 290      90.3     64.5     28.6     2.8       3.1       8.6       3.1       1.4       0.7       

中央部 421      89.8     63.9     23.0     2.4       3.1       8.6       3.1       1.2       1.2       

中央南部 448      92.0     59.4     19.2     4.0       4.9       4.5       2.0       0.4       0.9       

南西部 292      92.8     58.9     27.7     4.8       3.1       5.8       2.4       1.0       0.3       

西部A（城島） 100      91.0     58.0     30.0     1.0       2.0       5.0       4.0       -          1.0       

西部B（三潴） 173      91.9     56.6     38.2     4.6       2.3       3.5       1.2       0.6       1.7       

わからない・無回答 8          100.0    62.5     37.5     -          -          -          -          -          -          

年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

助けを求めることができる人

全  体

性
別
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【同居家族別】「小学生がいる」「中学生がいる」「18 歳未満の子どもがいる」世帯では、他と比べ

「地域や隣近所の人」が３割台半ばと割合が高い。「障害者手帳を持っている人がいる」世帯では

「専門職（医師やケアマネジャーなど）」や「相談支援機関の職員（地域包括支援センターや障害者

基幹相談支援センターなど）」などの割合が比較的高い。 

【近所付き合いの程度別】近所付き合いの程度が高い人ほど「地域や隣近所の人」や「民生委員な

ど」「相談支援機関の職員」「専門職」「市役所の職員」などの割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

家
族
・
親
族

友
人
・
知
人

地
域
や
隣
近
所
の
人

民
生
委
員
な
ど

（
地
域

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

も
含
む

）

相
談
支
援
機
関
の
職
員

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー

や
障
害
者
基
幹
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー

な
ど

）

専
門
職

（
医
師
や
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー

な
ど

）

市
役
所
の
職
員

そ
の
他

無
回
答

2,923 2,653 1,820 795 94 94 199 84 30 27
100.0    90.8     62.3     27.2     3.2       3.2       6.8       2.9       1.0       0.9       

就学前の
子どもがいる

小学生がいる 383 92.7 70.2 37.6 2.1 1.6 4.7 2.1 0.5 0.8 

中学生がいる 253 94.9 68.8 34.4 2.8 1.6 3.6 2.8 1.2 0.4 

上記以外の１８歳
未満の子どもがいる

65歳以上の人がいる 1,237 90.9 58.3 32.7 4.9 4.3 9.1 3.1 0.6 1.4 

障害者手帳を持って
いる人がいる

上記にあてはまる
人はいない

無回答 9 88.9 55.6 55.6 22.2 - - 11.1 - - 

日頃から親しくしている 585      90.3     70.3     58.8     6.7       5.1       8.9       4.3       0.9       1.4       

用事があれば、話をする 1,026    91.8     62.8     32.9     3.3       2.7       8.1       2.8       0.6       0.8       

挨拶する程度 1,058    90.5     58.9     9.8       1.6       2.6       5.1       2.4       0.9       0.9       

ほとんど面識がない 219      88.1     56.6     2.7       1.4       2.7       3.2       1.4       4.1       0.5       

関わりたくないと
思っている

無回答 5          80.0     60.0     40.0     -          -          20.0     -          -          -          

6.7 6.7 - - 96.7 50.0 3.3 3.3 10.0 

19.8 6.2 2.6 1.6 

90.8 66.7 26.2 2.0 2.1 4.9 2.4 1.1 0.4 

88.6 53.2 27.9 6.5 11.0 

1.8 4.0 3.1 0.9 0.4 
同
居
家
族
別

近
所
と
の
付
き

合
い
の
程
度

357 

225 

308 

1,759 

30 

92.4 67.2 25.2 2.2 3.1 3.9 

回
答
者
数

助けを求めることができる人

全  体

2.8 1.4 1.1 

93.8 70.2 35.6 2.7 
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（４）地域や近所にいる人の相談にのれるか 

 

問 21 あなたは、地域や近所に困っている人がいた場合、相談にのることができますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

地域や近所にいる困っている人の「相談にのることができる」は 23.8％、「日頃から親しくして

いる人であれば相談にのることができる」は 63.2％、「相談にのることはできない」は 12.1％となっ

ている。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査と比べても大差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」は「相談にのることができる」が 26.4％で「女性」（21.9％）より 4.5ポイント高

い。「女性」は「日頃から親しくしている人であれば相談にのることができる」が 66.7％で「男性」

（58.8％）より 7.9ポイント高くなっている。 

【性別・年齢別】「相談にのることができる」は男性の「30歳代」（30.5％）、「40歳代」（29.9％）、

「75歳以上」（31.7％）で３割前後と他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「相談にのることができる」は「東部Ｂ（田主丸）」（28.5％）と「南西部」（27.3％）

で３割弱と他のブロックに比べて高い。 

【近所付き合いの程度別】近所付き合いの程度が高い人ほど「相談にのることができる」の割合が

高く、程度が低い人ほど「相談にのることはできない」の割合が高くなっている。「日頃から親しく

している人であれば相談にのることができる」は、近所付き合いが「用事があれば、話をする」人

で 68.1％、「挨拶する程度」の人でも 64.5％と他に比べて高くなっている。 

 

 

 

23.8

23.7

63.2

62.9

12.1

11.9

0.9

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

相談にのることが

できる

日頃から親しくしている

人であれば相談に

のることができる

相談にのることは

できない
無回答
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（％）

相
談
に
の
る
こ
と
が

で
き
る

日
頃
か
ら
親
し
く
し
て

い
る
人
で
あ
れ
ば
相
談

に
の
る
こ
と
が
で
き
る

相
談
に
の
る
こ
と
は

で
き
な
い

無
回
答

3,532   841      2,233   427      31       
100.0   23.8     63.2     12.1     0.9      

男性 1,533   26.4     58.8     13.8     1.0      

女性 1,981   21.9     66.7     10.7     0.8      

無回答 18       11.1     61.1     27.8     -         

男性：18～29歳 146      24.0     56.8     17.8     1.4      

男性：30歳代 177      30.5     55.9     13.0     0.6      

男性：40歳代 288      29.9     58.0     11.8     0.3      

男性：50歳代 280      25.0     61.4     13.2     0.4      

男性：60～64歳 168      22.0     63.1     13.7     1.2      

男性：65～69歳 182      22.5     62.6     13.7     1.1      

男性：70～74歳 227      27.3     56.8     13.2     2.6      

男性：75歳以上 63       31.7     47.6     19.0     1.6      

女性：18～29歳 238      28.6     64.3     7.1      -         

女性：30歳代 264      20.8     70.1     8.0      1.1      

女性：40歳代 352      25.3     64.2     9.9      0.6      

女性：50歳代 353      21.8     66.3     11.3     0.6      

女性：60～64歳 204      16.2     69.1     13.7     1.0      

女性：65～69歳 217      20.3     70.0     9.2      0.5      

女性：70～74歳 259      20.1     65.3     13.5     1.2      

女性：75歳以上 94       17.0     64.9     16.0     2.1      

無回答 20       10.0     60.0     30.0     -         

東部A 219      24.7     63.9     11.4     -         

東部B（田主丸） 179      28.5     62.6     7.8      1.1      

北部A 316      21.5     63.9     14.2     0.3      

北部B（北野） 175      21.1     68.0     10.3     0.6      

中央東部 550      25.8     62.0     11.6     0.5      

南東部 347      23.9     61.7     12.1     2.3      

中央部 519      22.2     64.0     13.5     0.4      

中央南部 541      20.3     66.0     12.4     1.3      

南西部 344      27.3     59.6     12.2     0.9      

西部A（城島） 118      25.4     60.2     13.6     0.8      

西部B（三潴） 210      25.7     63.8     9.0      1.4      

わからない・無回答 14       21.4     42.9     35.7     -         

日頃から親しくしている 629      37.5     58.3     3.7      0.5      

用事があれば、話をする 1,155   24.2     68.1     7.3      0.4      

挨拶する程度 1,332   19.9     64.5     15.4     0.2      

ほとんど面識がない 327      15.6     58.4     25.7     0.3      

関わりたくないと思っている 64       14.1     39.1     46.9     -         

無回答 25       4.0      16.0     4.0      76.0     

近
所
と
の
付
き
合

い
の
程
度

回
答
者
数

地域や近所にいる人の
相談にのれるか

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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５ こころの健康について 

（１）不安や悩み、ストレスの有無 

 

問 22 あなたは、ここ 1か月くらいの間に、不安や悩み、ストレスをかかえたことがあります

か。（あてはまる番号１つだけ） 

 

ここ１か月くらいの間に、不安や悩み、ストレスをかかえたことが「大いにある」が 23.3％、「多

少ある」が 42.6％とこれらをあわせた『ある』は 65.9％となっている。「まったくない」は 5.7％、

「あまりない」は 27.6％でこれらをあわせた『ない』は 33.3％である。 

 

【経年比較】 

令和３年度調査では『ある』が 6.1ポイント減少していたが、令和４年度調査では 9.8ポイント

増と増加に転じて、最も高い割合となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「女性」の『ある』が 68.2％と「男性」（63.0％）より 5.2ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で『ある』の割合が高い傾向がみられ、特に女性の「30歳

代」で 80.6％と最も高い。また、内訳をみると「大いにある」は男性の『18～30歳代』、女性の『18

～40歳代』で３割を超えて高くなっている。 

【ブロック別】「北部Ｂ（北野）」で『ある』が 70.2％と最も高く、その他「中央部」（68.4％）、「中

央南部」（67.9％）、「中央東部」（67.7％）、「東部Ａ」（67.6％）、「南東部」（67.2％）でも７割弱と

高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」「小学生がいる」「中学生がいる」世帯では『ある』が７割

台半ばと他の同居家族に比べて割合が高い。 

【家族構成別】「親・子（２世代）」（70.0％）と「単身」（68.4％）で『ある』が約７割と高い。「夫

婦のみ」は『ない』が 42.9％と最も高い。 

【職業別】「給与所得者」で『ある』が 72.8％と最も高く、「学生」でも 69.7％と２番目に高い。 

 

 

『ある』 『ない』

23.3

16.8

19.9

42.6

39.3

42.3

27.6

31.9

29.6

5.7

10.3

7.0

0.8

1.7

1.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

平成29年度調査

（ｎ=1,765）

65.9

56.1

62.2

33.3

42.2

36.6

大いにある 多少ある あまりない まったくない 無回答
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（％） （％）

大
い
に
あ
る

多
少
あ
る

あ
ま
り
な
い

ま

っ
た
く
な
い

無
回
答

『
あ
る

』

『
な
い

』

大
い
に
あ
る

多
少
あ
る

あ
ま
り
な
い

ま

っ
た
く
な
い

無
回
答

『
あ
る

』

『
な
い

』

3,532 824 1,503 976 201 28 2,327 1,177 3,532 824 1,503 976 201 28 2,327 1,177 
100.0 23.3 42.6 27.6 5.7 0.8 65.9 33.3 100.0 23.3 42.6 27.6 5.7 0.8 65.9 33.3 

男性 1,533 21.8 41.2 29.4 6.5 1.0 63.0 35.9 就学前の

女性 1,981 24.6 43.6 26.2 5.0 0.6 68.2 31.2 子どもがいる

無回答 18 16.7 44.4 33.3 5.6 - 61.1 38.9 小学生がいる 444 28.8 44.4 20.7 5.2 0.9 73.2 25.9 

男性：18～29歳 146 31.5 39.0 19.2 8.9 1.4 70.5 28.1 中学生がいる 286 28.7 45.5 21.0 4.5 0.3 74.2 25.5 

男性：30歳代 177 33.9 42.4 19.2 4.0 0.6 76.3 23.2 上記以外の１８歳

男性：40歳代 288 27.4 45.8 21.5 4.2 1.0 73.2 25.7 未満の子どもがいる

男性：50歳代 280 25.7 41.8 26.4 5.7 0.4 67.5 32.1 65歳以上の人がいる 1,455 17.8 42.1 33.2 6.0 1.0 59.9 39.2 

男性：60～64歳 168 15.5 45.2 32.7 5.4 1.2 60.7 38.1 障害者手帳を持って

男性：65～69歳 182 10.4 42.9 39.6 6.6 0.5 53.3 46.2 いる人がいる

男性：70～74歳 227 10.6 33.9 42.3 11.0 2.2 44.5 53.3 上記にあてはまる

男性：75歳以上 63 11.1 30.2 47.6 9.5 1.6 41.3 57.1 人はいない

女性：18～29歳 238 34.0 44.5 17.2 4.2 - 78.5 21.4 無回答 12 16.7 25.0 25.0 16.7 16.7 41.7 41.7 

女性：30歳代 264 33.3 47.3 14.8 3.8 0.8 80.6 18.6 単身 459 24.8 43.6 26.8 4.6 0.2 68.4 31.4 

女性：40歳代 352 34.7 45.2 17.3 2.3 0.6 79.9 19.6 夫婦のみ 826 16.5 39.7 35.8 7.1 0.8 56.2 42.9 

女性：50歳代 353 24.1 45.0 26.3 4.0 0.6 69.1 30.3 親・子（２世代） 1,799 26.3 43.7 24.3 4.8 0.8 70.0 29.1 

女性：60～64歳 204 19.1 44.6 27.0 8.3 1.0 63.7 35.3 親・子・孫（３世代） 329 22.5 42.9 26.4 7.3 0.9 65.4 33.7 

女性：65～69歳 217 10.6 41.9 39.2 8.3 - 52.5 47.5 その他 107 23.4 38.3 29.0 7.5 1.9 61.7 36.5 

女性：70～74歳 259 13.1 37.8 40.9 6.9 1.2 50.9 47.8 無回答 12 8.3 50.0 16.7 25.0 - 58.3 41.7 

女性：75歳以上 94 16.0 36.2 41.5 5.3 1.1 52.2 46.8 農林漁業 72 15.3 47.2 29.2 6.9 1.4 62.5 36.1 

無回答 20 20.0 45.0 30.0 5.0 - 65.0 35.0 自営業 304 22.4 39.1 28.9 8.9 0.7 61.5 37.8 

東部A 219 22.4 45.2 28.3 4.1 - 67.6 32.4 給与所得者 1,420 28.3 44.5 22.3 4.4 0.4 72.8 26.7 

東部B（田主丸） 179 19.6 39.1 33.0 7.3 1.1 58.7 40.3 パート・アルバイト 574 22.0 45.6 26.7 5.1 0.7 67.6 31.8 

北部A 316 25.9 40.5 27.2 6.0 0.3 66.4 33.2 学生 122 24.6 45.1 20.5 9.0 0.8 69.7 29.5 

北部B（北野） 175 21.1 49.1 25.1 4.6 - 70.2 29.7 家事に専念 399 18.5 41.6 32.8 6.0 1.0 60.1 38.8 

中央東部 550 25.5 42.2 24.7 7.1 0.5 67.7 31.8 無職 570 18.1 35.3 38.4 6.5 1.8 53.4 44.9 

南東部 347 22.2 45.0 26.2 3.7 2.9 67.2 29.9 その他 59 16.9 49.2 28.8 5.1 - 66.1 33.9 

中央部 519 27.2 41.2 25.8 5.4 0.4 68.4 31.2 無回答 12 - 41.7 41.7 16.7 - 41.7 58.4 

中央南部 541 21.1 46.8 25.9 5.4 0.9 67.9 31.3 

南西部 344 25.3 37.2 29.9 7.0 0.6 62.5 36.9 

西部A（城島） 118 19.5 44.1 28.8 6.8 0.8 63.6 35.6 

西部B（三潴） 210 17.6 37.1 40.5 3.8 1.0 54.7 44.3 

わからない・無回答 14 14.3 50.0 14.3 21.4 - 64.3 35.7 

不安や悩み、ストレスの有無

回
答
者
数

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

家
族
構
成
別

職
業
別

回
答
者
数

不安や悩み、ストレスの有無

全  体

同
居
家
族
別

411 

268 

392 

2,166 

27.5 47.2 19.7 5.1 0.5 

41.4 25.0 5.6 1.1 

26.8 41.6 24.7 5.6 1.3 

26.9 

26.1 44.2 23.9 5.3 0.6 70.3 29.2 

74.7 24.8 

68.3 30.6 

68.4 30.3 
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（２）不安や悩み、ストレスの原因 

 

問 22 付問１【問 22で１．「大いにある」または２．「多少ある」と回答した人に】 

それはどのようなことが原因ですか。（あてはまる番号いくつでも） 

 

不安や悩み、ストレスの原因は「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」が 49.9％

と最も高く、次いで「健康に関すること（身体・こころの病気など）」（44.3％）、「家庭に関するこ

と（家族関係、子育て、家族の介護など）」（42.6％）が４割台、「経済的な問題に関すること（金銭

関係など）」（34.3％）が３割台であげられている。 

 

【経年比較】 

令和３年度調査では「健康に関すること（身体・こころの病気など）」が 52.5％で最も高かった

が、令和４年度調査では 8.2 ポイント減で２位となり、「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の

人間関係など）」が 6.6ポイント増で最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）

健康に関すること（身体・こころの病気など）

家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護など）

経済的な問題に関すること（金銭関係など）

恋愛、結婚に関すること

学校に関すること（学校での人間関係、進路など）

その他

無回答

49.9

44.3

42.6

34.3

7.0

5.4

4.3

1.8

43.3

52.5

44.3

34.6

5.3

4.9

5.9

2.0

47.4

40.6

43.6

35.7

6.3

4.7

3.2

0.2

0 30 60 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 2,327）

令和３年度調査（ｎ=1,230）

平成29年度調査（ｎ=1,098）
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【性別】「男性」は「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」（「男性」57.2％、「女

性」45.0％）、「経済的な問題に関すること（金銭関係など）」（同 37.0％、32.2％）などが「女性」

より約 5.0～12.0ポイント高く、「女性」は「家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護な

ど）」（同 34.8％、48.1％）が「男性」より 13.3ポイント高くなっている。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」

「学校に関すること（学校での人間関係、進路など）」「恋愛、結婚に関すること」などが、反対に

年齢が高い層では「健康に関すること（身体・こころの病気など）」の割合が高い傾向がみられる。 

 「経済的な問題に関すること（金銭関係など）」は男性の『30歳代～64歳』と女性の『40～50歳

代』で約４割、「家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護など）」は女性の「60～64 歳」

と『30～40歳代』で５割を超えて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（％）

家
庭
に
関
す
る
こ
と

（
家
族

関
係

、
子
育
て

、
家
族
の
介

護
な
ど

）

健
康
に
関
す
る
こ
と

（
身

体
・
こ
こ
ろ
の
病
気
な
ど

）

経
済
的
な
問
題
に
関
す
る
こ

と

（
金
銭
関
係
な
ど

）

仕
事
に
関
す
る
こ
と

（
仕
事

の
悩
み

、
職
場
の
人
間
関
係

な
ど

）

恋
愛

、
結
婚
に
関
す
る
こ
と

学
校
に
関
す
る
こ
と

（
学
校

で
の
人
間
関
係

、
進
路
な

ど

）

そ
の
他

無
回
答

2,327  991     1,032  797     1,162  164     126     100     42      
100.0  42.6    44.3    34.3    49.9    7.0     5.4     4.3     1.8     

男性 966     34.8    43.4    37.0    57.2    7.7     4.6     4.0     1.4     

女性 1,350  48.1    45.0    32.2    45.0    6.6     6.0     4.4     2.0     

無回答 11      45.5    45.5    45.5    18.2    9.1     9.1     9.1     9.1     

男性：18～29歳 103     15.5    20.4    37.9    67.0    16.5    22.3    4.9     1.0     

男性：30歳代 135     43.0    31.1    39.3    68.1    12.6    5.2     5.9     2.2     

男性：40歳代 211     37.4    37.0    41.7    73.5    12.3    5.2     2.8     0.9     

男性：50歳代 189     36.0    43.4    39.7    68.3    4.2     1.1     3.2     0.5     

男性：60～64歳 102     42.2    51.0    41.2    53.9    2.9     -        2.0     2.9     

男性：65～69歳 97      30.9    60.8    25.8    29.9    1.0     1.0     7.2     1.0     

男性：70～74歳 101     35.6    70.3    26.7    14.9    2.0     -        3.0     2.0     

男性：75歳以上 26      23.1    50.0    26.9    26.9    -        -        7.7     3.8     

女性：18～29歳 187     30.5    23.5    32.1    63.1    24.1    24.6    3.2     -        

女性：30歳代 213     53.1    33.8    33.8    55.4    11.7    4.7     5.6     1.4     

女性：40歳代 281     55.5    44.5    40.6    55.5    3.6     7.8     4.6     1.1     

女性：50歳代 244     48.4    48.4    38.5    53.7    2.9     0.8     4.9     0.8     

女性：60～64歳 130     57.7    51.5    28.5    40.0    0.8     -        3.1     4.6     

女性：65～69歳 114     43.9    58.8    21.9    16.7    -        -        4.4     3.5     

女性：70～74歳 132     43.9    60.6    18.2    8.3     0.8     0.8     3.8     5.3     

女性：75歳以上 49      46.9    71.4    18.4    4.1     -        -        6.1     4.1     

無回答 13      38.5    46.2    46.2    30.8    7.7     7.7     7.7     7.7     

回
答
者
数

不安や悩み、ストレスの原因

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別
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【ブロック別】「北部Ａ」で「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」（58.6％）、

「西部Ａ（城島）」で「健康に関すること（身体・こころの病気など）」（54.7％）、「北部Ｂ（北野）」

で「家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護など）」（53.7％）の割合が５割台で高くなっ

ている。また「南西部」と「西部Ａ（城島）」「北部Ｂ（北野）」「北部Ａ」で「経済的な問題に関す

ること（金銭関係など）」が約４割と他のブロックに比べて高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」世帯では「家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の

介護など）」が 61.6％と最も高く、「65歳以上の人がいる」「障害者手帳を持っている人がいる」世

帯では「健康に関すること（身体・こころの病気など）」が５割強と高くなっている。また、「上記

にあてはまる人がいない」世帯では「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」が

57.4％、就学前から中学生を除く「18 歳未満の子どもがいる」「小学生がいる」世帯では「経済的

な問題に関すること（金銭関係など）」が約４割と高くなっている。 
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そ
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無
回
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2,327  991     1,032  797     1,162  164     126     100     42      
100.0  42.6    44.3    34.3    49.9    7.0     5.4     4.3     1.8     

東部A 148     41.9    42.6    25.7    50.0    8.8     8.1     7.4     2.7     

東部B（田主丸） 105     42.9    42.9    30.5    41.0    1.0     2.9     5.7     2.9     

北部A 210     44.3    41.0    38.1    58.6    10.0    5.2     3.3     1.4     

北部B（北野） 123     53.7    47.2    39.8    40.7    5.7     4.1     6.5     0.8     

中央東部 372     41.9    47.8    28.8    46.0    7.8     5.1     5.1     1.6     

南東部 233     38.6    47.2    37.8    51.9    8.2     6.4     5.6     0.9     

中央部 355     40.0    39.4    35.5    53.8    9.9     5.9     4.2     1.1     

中央南部 367     40.3    45.5    32.7    50.7    4.6     4.9     1.9     2.2     

南西部 215     46.0    42.8    42.8    46.5    6.0     4.7     3.3     4.2     

西部A（城島） 75      45.3    54.7    40.0    48.0    5.3     9.3     2.7     1.3     

西部B（三潴） 115     44.3    40.9    27.0    53.9    2.6     3.5     4.3     0.9     

わからない・無回答 9        55.6    55.6    44.4    55.6    22.2    11.1    -        -        

就学前の子どもがいる 307     61.6    32.6    35.5    53.4    2.0     6.8     4.9     1.0     

小学生がいる 325     52.3    40.0    39.4    54.5    1.8     12.6    5.8     0.9     

中学生がいる 212     49.5    34.0    36.8    53.3    5.7     13.2    4.2     0.5     

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 183     52.5    39.9    42.1    54.1    4.9     12.6    3.8     1.1     

65歳以上の人がいる 871     45.4    53.8    33.0    38.1    6.0     2.4     3.6     1.8     

障害者手帳を持っている人がいる 268     47.4    53.0    32.8    44.0    9.0     5.2     3.7     2.6     

上記にあてはまる人はいない 1,522  40.3    38.2    36.2    57.4    8.1     7.7     4.6     1.2     

無回答 5        40.0    20.0    40.0    80.0    20.0    20.0    -        -        

同
居
家
族
別

回
答
者
数

不安や悩み、ストレスの原因

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別
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【家族構成別】「単身」「親・子（２世代）」「その他」では「仕事に関すること（仕事の悩み、職場

の人間関係など）」が５割台半ば、「夫婦のみ」と「その他」で「健康に関すること（身体・こころ

の病気など）」が５割強、「親・子・孫（３世代）」では「家庭に関すること（家族関係、子育て、家

族の介護など）」が 51.6％と高くなっている。 

【職業別】「給与所得者」で「仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など）」（71.0％）が

７割強、「無職」で「健康に関すること（身体・こころの病気など）」（68.8％）、「家事に専念」で「家

庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護など）」（63.3％）が６割台半ばであげられている。

また、「パート・アルバイト」では「経済的な問題に関すること（金銭関係など）」が 45.1％と他の

職業に比べて割合が高くなっている。 
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2,327  991     1,032  797     1,162  164     126     100     42      
100.0  42.6    44.3    34.3    49.9    7.0     5.4     4.3     1.8     

単身 314     19.1    47.5    37.3    55.4    16.9    2.9     3.8     1.9     

夫婦のみ 464     38.8    53.2    24.6    37.3    0.6     0.2     4.5     4.1     

親・子（２世代） 1,261  48.6    40.1    35.5    53.7    6.4     7.9     4.7     1.0     

親・子・孫（３世代） 215     51.6    42.8    40.0    45.6    7.9     7.4     1.9     1.9     

その他 66      33.3    53.0    42.4    56.1    13.6    -        6.1     -        

無回答 7        71.4    42.9    57.1    42.9    14.3    14.3    -        -        

農林漁業 45      55.6    53.3    33.3    37.8    2.2     4.4     2.2     4.4     

自営業 187     33.7    46.0    39.0    55.6    5.9     3.2     4.3     4.3     

給与所得者 1,034  37.9    35.9    32.8    71.0    10.0    2.8     3.3     0.7     

パート・アルバイト 388     53.9    44.1    45.1    53.1    3.6     3.4     4.9     1.5     

学生 85      21.2    17.6    29.4    20.0    21.2    77.6    4.7     -        

家事に専念 240     63.3    57.1    22.9    8.8     -        1.7     4.2     2.5     

無職 304     39.1    68.8    33.9    14.8    4.3     0.7     6.3     3.9     

その他 39      25.6    41.0    25.6    38.5    7.7     7.7     12.8    2.6     

無回答 5        60.0    60.0    40.0    60.0    20.0    20.0    -        -        

不安や悩み、ストレスの原因

全  体

家
族
構
成
別

職
業
別

回
答
者
数
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（３）不安や悩み、ストレスを相談することへのためらい 

 

問 23 あなたが、不安や悩み、ストレスを抱えた場合、誰かに相談したり助けを求めたりする

ことに、ためらいを感じますか。（あてはまる番号１つだけ） 

 

不安や悩み、ストレスを抱えた場合、誰かに相談したり助けを求めたりすることにためらいを「ど

ちらかといえば感じない」が 37.3％と最も高く、「感じない」は 17.4％で、これらをあわせた『感

じない』は 54.7％である。「感じる」（12.9％）と「どちらかといえば感じる」（23.1％）をあわせ

た『感じる』は 36.0％である。 

 

【経年比較】 

令和３年度調査までは「どちらかといえば感じる」の割合が３割台半ばで最も高く、『感じる』は

５割前後となっていたが、令和４年度調査では「どちらかといえば感じない」が最も高くなり、『感

じない』は 13.0ポイント前後増加し、令和４年度調査では５割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】「男性」は『感じる』が 38.7％で「女性」（33.9％）より 4.8ポイント高くなっている。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で『感じる』の割合が高い傾向がみられる。 

【ブロック別】「北部Ｂ（北野）」では『感じる』が 40.0％と高くなっている。「東部Ｂ（田主丸）」

「西部Ｂ（三潴）」「西部Ａ（城島）」では『感じない』が６割前後と高い。 

【同居家族別】「就学前の子どもがいる」「65 歳以上の人がいる」「中学生がいる」世帯では『感じ

ない』が５割台半ばと高く、「小学生がいる」「上記以外の 18歳未満の子どもがいる」「障害者手帳

を持っている人がいる」世帯では『感じる』が４割弱で比較的高くなっている。 

 

『感じる』 『感じない』

12.9

15.7

16.0

23.1

35.8

33.9

37.3

21.5

20.5

17.4

20.3

19.6

7.4

5.7

7.6

1.9

1.0

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

平成29年度調査

（ｎ=1,765）

36.0

51.5

49.9

54.7

41.8

40.1

感じる どちらかといえば

感じる

どちらかといえば

感じない
感じない わからない 無回答
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な
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い

無
回
答

『
感
じ
る

』

『
感
じ
な
い

』
3,532  456     817     1,316  615     262     66      1,273  1,931  
100.0  12.9    23.1    37.3    17.4    7.4     1.9     36.0    54.7    

男性 1,533  15.5    23.2    34.2    16.2    8.9     2.0     38.7    50.4    

女性 1,981  10.9    23.0    39.6    18.5    6.3     1.8     33.9    58.1    

無回答 18      11.1    38.9    38.9    5.6     5.6     -        50.0    44.5    

男性：18～29歳 146     20.5    21.9    21.9    24.7    8.2     2.7     42.4    46.6    

男性：30歳代 177     19.2    24.3    33.9    16.4    5.6     0.6     43.5    50.3    

男性：40歳代 288     15.3    30.2    31.9    9.7     11.5    1.4     45.5    41.6    

男性：50歳代 280     20.0    22.1    33.2    16.4    7.1     1.1     42.1    49.6    

男性：60～64歳 168     10.1    26.8    37.5    13.7    9.5     2.4     36.9    51.2    

男性：65～69歳 182     11.5    26.9    34.6    16.5    8.2     2.2     38.4    51.1    

男性：70～74歳 227     11.5    13.7    40.5    20.7    9.3     4.4     25.2    61.2    

男性：75歳以上 63      14.3    7.9     46.0    14.3    15.9    1.6     22.2    60.3    

女性：18～29歳 238     12.2    26.5    30.7    26.9    3.8     -        38.7    57.6    

女性：30歳代 264     13.6    23.9    33.3    21.2    7.2     0.8     37.5    54.5    

女性：40歳代 352     13.1    26.4    34.1    20.7    4.5     1.1     39.5    54.8    

女性：50歳代 353     11.3    22.9    42.8    14.4    5.9     2.5     34.2    57.2    

女性：60～64歳 204     11.3    21.6    47.1    15.7    3.4     1.0     32.9    62.8    

女性：65～69歳 217     7.8     17.5    45.2    18.9    7.8     2.8     25.3    64.1    

女性：70～74歳 259     6.6     22.8    44.0    14.3    8.9     3.5     29.4    58.3    

女性：75歳以上 94      8.5     14.9    47.9    12.8    12.8    3.2     23.4    60.7    

無回答 20      15.0    40.0    35.0    5.0     5.0     -        55.0    40.0    

東部A 219     14.2    23.7    35.2    16.4    9.1     1.4     37.9    51.6    

東部B（田主丸） 179     10.6    18.4    41.9    20.7    6.7     1.7     29.0    62.6    

北部A 316     15.5    19.6    35.4    19.6    8.5     1.3     35.1    55.0    

北部B（北野） 175     13.7    26.3    34.9    15.4    8.6     1.1     40.0    50.3    

中央東部 550     14.9    22.9    34.9    19.1    6.9     1.3     37.8    54.0    

南東部 347     13.5    24.5    34.9    18.2    4.6     4.3     38.0    53.1    

中央部 519     11.8    26.2    37.6    17.0    6.2     1.3     38.0    54.6    

中央南部 541     10.9    25.9    39.2    14.0    8.3     1.7     36.8    53.2    

南西部 344     14.8    19.2    37.5    18.6    8.1     1.7     34.0    56.1    

西部A（城島） 118     13.6    16.1    41.5    16.9    8.5     3.4     29.7    58.4    

西部B（三潴） 210     7.1     23.8    41.4    17.6    7.1     2.9     30.9    59.0    

わからない・無回答 14      14.3    14.3    42.9    -        28.6    -        28.6    42.9    

就学前の子どもがいる 411     14.4    22.1    35.0    20.4    7.1     1.0     36.5    55.4    

小学生がいる 444     11.9    27.5    36.3    16.2    6.5     1.6     39.4    52.5    

中学生がいる 286     12.2    25.5    37.4    17.5    6.3     1.0     37.7    54.9    

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268     15.7    22.8    35.1    14.9    9.3     2.2     38.5    50.0    

65歳以上の人がいる 1,455  11.8    21.5    39.5    15.7    8.5     2.9     33.3    55.2    

障害者手帳を持っている人がいる 392     15.8    22.2    32.9    17.3    8.9     2.8     38.0    50.2    

上記にあてはまる人はいない 2,166  13.6    24.2    35.3    18.6    7.0     1.3     37.8    53.9    

無回答 12      -        16.7    33.3    16.7    16.7    16.7    16.7    50.0    

同
居
家
族
別

回
答
者
数

不安や悩み、ストレスを相談することへのためらい

全  体

性
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性
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×
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【家族構成別】「親・子（２世代）」と「その他」では『感じる』が４割弱、「夫婦のみ」で『感じな

い』が約６割と他の家族構成に比べて割合が高い。 

【職業別】「給与所得者」と「学生」で『感じる』が４割弱、「農林漁業」と「その他」「自営業」で

は『感じない』が６割前後と高くなっている。 
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無
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『
感
じ
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『
感
じ
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』
3,532  456     817     1,316  615     262     66      1,273  1,931  
100.0  12.9    23.1    37.3    17.4    7.4     1.9     36.0    54.7    

単身 459     14.2    22.7    38.6    17.6    6.3     0.7     36.9    56.2    

夫婦のみ 826     9.8     20.5    40.1    19.2    8.1     2.3     30.3    59.3    

親・子（２世代） 1,799  14.3    25.2    36.1    15.9    6.7     1.8     39.5    52.0    

親・子・孫（３世代） 329     10.6    18.5    35.3    22.2    10.9    2.4     29.1    57.5    

その他 107     14.0    24.3    37.4    13.1    7.5     3.7     38.3    50.5    

無回答 12      16.7    25.0    25.0    16.7    16.7    -        41.7    41.7    

農林漁業 72      12.5    18.1    38.9    23.6    4.2     2.8     30.6    62.5    

自営業 304     12.5    18.1    41.4    17.8    8.9     1.3     30.6    59.2    

給与所得者 1,420  13.7    25.6    34.6    18.1    6.9     1.1     39.3    52.7    

パート・アルバイト 574     11.8    24.7    38.5    15.9    6.6     2.4     36.5    54.4    

学生 122     20.5    18.0    27.9    26.2    5.7     1.6     38.5    54.1    

家事に専念 399     10.8    23.1    40.6    17.3    6.0     2.3     33.9    57.9    

無職 570     12.5    20.4    38.6    15.1    10.2    3.3     32.9    53.7    

その他 59      11.9    18.6    45.8    13.6    10.2    -        30.5    59.4    

無回答 12      8.3     16.7    58.3    8.3     8.3     -        25.0    66.6    

不安や悩み、ストレスを相談することへのためらい

全  体

家
族
構
成
別

職
業
別

回
答
者
数
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（４）ためらいを感じる原因 

 

問 23 付問１【問 23で１．「感じる」または２．「どちらかといえば感じる」と回答した人に】 

それはどのようなことが原因ですか。（あてはまる番号いくつでも） 

 

不安や悩み、ストレスを相談したりすることにためらいを感じる原因は「精神的な悩みを話すこ

とに抵抗があるから」が 46.5％と最も高い。次いで「根本的な問題の解決にはならないから」

（32.1％）、「家族や友達など身近な人には、相談したくない（できない）悩みだから」（31.0％）な

どが３割台であげられている。「どれを利用したらよいか分からないから」は 12.8％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神的な悩みを話すことに抵抗があるから

根本的な問題の解決にはならないから

家族や友達など身近な人には、相談したくない（できない）
悩みだから

自分の悩みを解決できるところはないと思っているから

病院や支援機関等（行政の相談窓口、保健所など）の専門家に
相談したいと思っているが、相談するハードルが高く感じるから

どれを利用したらよいか分からないから

過去に、身近な人に相談したが、解決しなかった
（嫌な思いをした）から

受診などお金が掛かることは避けたいから

時間の都合がつかないから

過去に、病院や支援機関等に相談したが、解決しなかった
（嫌な思いをした）から

その他

無回答

46.5

32.1

31.0

20.7

13.4

12.8

10.8

7.7

7.1

6.4

3.7

1.4

0 30 60 （％）

令和４年度調査（ｎ=1,273）

【回答はいくつでも】
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【性別】「男性」は「家族や友達など身近な人には、相談したくない（できない）悩みだから」「自

分の悩みを解決できるところはないと思っているから」「精神的な悩みを話すことに抵抗があるか

ら」の割合が「女性」よりも高い。「女性」は「過去に身近な人に相談したが解決しなかった（嫌な

思いをした）から」「過去に病院や支援機関等に相談したが解決しなかった（嫌な思いをした）か

ら」「根本的な問題の解決にはならないから」「どれを利用したらよいかわからないから」の割合が

男性よりも高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢の低い層で「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」「根本的な

問題の解決にはならないから」などの割合が高い傾向がみられる。「どれを利用したらよいかわか

らないから」は男女とも年齢の高い層で割合が高い傾向がみられる。 
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1,273  395     592     170       138     82      264     409     98      90      163     47      18      
100.0  31.0    46.5    13.4      10.8    6.4     20.7    32.1    7.7     7.1     12.8    3.7     1.4     

男性 593     33.4    47.0    13.2      9.1     5.6     22.3    30.2    7.3     7.3     11.1    4.2     0.8     

女性 671     28.9    45.9    13.6      12.4    7.3     19.7    34.1    8.0     6.9     14.3    3.3     1.9     

無回答 9        33.3    55.6    11.1      11.1    -        -        11.1    11.1    11.1    11.1    -        -        

男性：18～29歳 62      32.3    56.5    8.1        14.5    3.2     24.2    29.0    8.1     9.7     4.8     4.8     3.2     

男性：30歳代 77      33.8    51.9    9.1        13.0    2.6     20.8    37.7    9.1     11.7    6.5     6.5     -        

男性：40歳代 131     35.9    49.6    13.0      8.4     5.3     20.6    30.5    8.4     9.2     12.2    5.3     -        

男性：50歳代 118     32.2    43.2    13.6      5.9     6.8     22.9    31.4    5.1     4.2     10.2    4.2     -        

男性：60～64歳 62      35.5    43.5    17.7      8.1     3.2     17.7    37.1    8.1     9.7     12.9    1.6     1.6     

男性：65～69歳 70      28.6    45.7    14.3      8.6     10.0    25.7    21.4    8.6     2.9     17.1    5.7     -        

男性：70～74歳 57      33.3    40.4    14.0      7.0     8.8     26.3    26.3    3.5     5.3     14.0    -        1.8     

男性：75歳以上 14      42.9    42.9    21.4      14.3    -        21.4    14.3    7.1     -        14.3    -        -        

女性：18～29歳 92      31.5    53.3    13.0      22.8    6.5     25.0    38.0    13.0    9.8     10.9    5.4     -        

女性：30歳代 99      33.3    55.6    16.2      11.1    4.0     17.2    36.4    9.1     12.1    17.2    5.1     -        

女性：40歳代 139     31.7    43.2    12.2      12.2    5.8     21.6    35.3    7.2     7.2     10.8    5.0     0.7     

女性：50歳代 121     26.4    42.1    14.9      12.4    9.1     19.0    34.7    9.9     6.6     15.7    1.7     1.7     

女性：60～64歳 67      31.3    38.8    11.9      7.5     10.4    22.4    32.8    4.5     3.0     13.4    4.5     3.0     

女性：65～69歳 55      29.1    52.7    16.4      10.9    12.7    20.0    34.5    5.5     3.6     16.4    -        1.8     

女性：70～74歳 76      17.1    42.1    10.5      7.9     7.9     13.2    27.6    5.3     3.9     15.8    -        5.3     

女性：75歳以上 22      27.3    27.3    13.6      9.1     -        13.6    22.7    4.5     -        22.7    -        13.6    

無回答 11      27.3    45.5    18.2      9.1     -        -        9.1     9.1     9.1     9.1     -        9.1     

東部A 83      22.9    49.4    14.5      13.3    13.3    22.9    34.9    7.2     8.4     15.7    1.2     2.4     

東部B（田主丸） 52      36.5    42.3    13.5      9.6     1.9     19.2    19.2    1.9     7.7     9.6     5.8     -        

北部A 111     40.5    46.8    13.5      16.2    3.6     18.0    32.4    8.1     8.1     9.9     7.2     0.9     

北部B（北野） 70      35.7    45.7    7.1        8.6     4.3     28.6    30.0    5.7     4.3     11.4    7.1     1.4     

中央東部 208     29.3    46.2    16.8      12.5    7.2     18.3    32.7    6.7     4.8     14.4    2.4     0.5     

南東部 132     29.5    47.7    17.4      13.6    6.8     21.2    32.6    8.3     7.6     12.1    3.8     0.8     

中央部 197     27.9    48.2    11.2      9.1     7.1     18.8    31.0    8.1     7.6     12.7    4.6     1.5     

中央南部 199     29.6    44.7    12.6      8.5     6.5     21.6    38.7    7.0     4.5     12.6    4.0     2.0     

南西部 117     35.9    43.6    11.1      8.5     4.3     20.5    28.2    6.0     7.7     12.0    1.7     0.9     

西部A（城島） 35      34.3    60.0    14.3      8.6     5.7     37.1    34.3    20.0    22.9    17.1    2.9     2.9     

西部B（三潴） 65      26.2    44.6    12.3      7.7     7.7     16.9    27.7    12.3    7.7     13.8    -        3.1     

わからない・無回答 4        50.0    25.0    -           25.0    -        25.0    25.0    25.0    25.0    25.0    -        25.0    

回
答
者
数

ためらいを感じる原因

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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【同居家族別】就学前の子どもを除く『小学生から 18 歳未満の子どもがいる』世帯と「障害者手

帳を持っている人がいる」世帯では「家族や友達など身近な人には、相談したくない（できない）

悩みだから」の割合が３割台半ばで高い。「就学前の子どもがいる」世帯では「精神的な悩みを話す

ことに抵抗があるから」が 49.3％と最も高い。 

【家族構成別】「単身」と「親・子（２世代）」で「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」が

約５割と高い。 

【職業別】「学生」で「精神的な悩みを話すことに抵抗があるから」が 61.7％と最も高い。 
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1,273  395     592     170       138     82      264     409     98      90      163     47      18      
100.0  31.0    46.5    13.4      10.8    6.4     20.7    32.1    7.7     7.1     12.8    3.7     1.4     

就学前の子どもがいる 150     28.7    49.3    10.0      15.3    5.3     14.0    34.7    8.0     8.7     9.3     2.7     -        

小学生がいる 175     34.3    47.4    9.1        12.6    6.3     16.0    38.9    8.6     9.1     6.9     2.3     -        

中学生がいる 108     35.2    47.2    9.3        12.0    4.6     16.7    34.3    6.5     5.6     11.1    3.7     0.9     

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 103     34.0    42.7    9.7        11.7    4.9     19.4    34.0    3.9     7.8     7.8     3.9     4.9     

65歳以上の人がいる 485     29.7    45.2    13.6      11.1    5.8     24.3    30.5    6.8     5.4     16.3    3.3     2.3     

障害者手帳を持っている人がいる 149     36.2    38.3    18.1      14.8    10.7    22.1    34.9    8.1     6.7     13.4    4.7     4.0     

上記にあてはまる人はいない 819     31.9    47.0    12.2      10.4    5.5     19.5    32.7    7.3     8.2     10.5    3.4     0.9     

無回答 2        50.0    -        -           -        -        -        -        50.0    50.0    50.0    -        -        

単身 169     27.8    50.3    15.4      13.0    8.9     18.9    30.2    10.1    6.5     12.4    3.0     1.8     

夫婦のみ 250     32.4    41.6    14.8      4.8     8.4     20.8    30.8    4.0     5.6     14.0    2.8     0.8     

親・子（２世代） 712     31.5    49.4    12.6      12.4    5.6     21.3    34.0    8.6     7.9     12.4    3.4     1.3     

親・子・孫（３世代） 96      34.4    38.5    12.5      11.5    6.3     19.8    22.9    6.3     5.2     14.6    4.2     3.1     

その他 41      22.0    34.1    9.8        12.2    -        22.0    39.0    7.3     7.3     9.8     14.6    2.4     

無回答 5        20.0    -        20.0      -        -        -        20.0    20.0    20.0    20.0    20.0    -        

農林漁業 22      36.4    40.9    9.1        4.5     4.5     18.2    22.7    4.5     4.5     -        9.1     4.5     

自営業 93      25.8    48.4    10.8      6.5     7.5     19.4    34.4    2.2     9.7     10.8    1.1     2.2     

給与所得者 558     30.3    45.7    11.6      10.0    4.8     21.3    33.2    5.6     9.0     10.9    4.5     0.9     

パート・アルバイト 210     33.3    46.2    16.7      12.9    9.0     21.4    34.3    13.3    7.6     10.5    2.9     0.5     

学生 47      34.0    61.7    14.9      10.6    4.3     21.3    29.8    8.5     4.3     10.6    8.5     -        

家事に専念 135     29.6    48.9    10.4      11.1    9.6     11.9    30.4    5.9     4.4     17.8    1.5     0.7     

無職 187     32.1    43.3    17.1      13.4    5.3     23.0    29.4    10.2    1.6     19.3    2.7     4.3     

その他 18      33.3    55.6    22.2      16.7    16.7    50.0    27.8    22.2    11.1    22.2    11.1    -        

無回答 3        66.7    -        33.3      -        -        -        -        33.3    33.3    33.3    -        -        

ためらいを感じる原因

全  体
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居
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族
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成
別
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答
者
数
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（５）不安や悩み、ストレスの相談先 

 
問 24 あなたが、不安や悩み、ストレスを抱えた場合、誰に（どこに）相談しますか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

 

不安や悩み、ストレスを抱えた場合の相談先は「同居の家族や親族」が 66.5％と最も高く、次い

で「友人・知人」が 56.1％、「別居の家族や親族」が 40.3％と身近な人への相談が多い。 

 

【経年比較】 

「相談しない」は年々減少し、「同居の家族や親族」「友人・知人」「別居の家族や親族」「職場の

上司・同僚」などの割合が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居の家族や親族

友人・知人

別居の家族や親族

職場の上司・同僚

かかりつけ医の医療機関
（精神科や心療内科を除く）

精神科や心療内科などの医療機関

市役所・保健所などの公的機関

地域包括支援センター・障害者基幹相談
支援センター

学校の先生

ＳＮＳ相談（LINEほか）

民生委員・児童委員

職場の健康管理センター

学校のカウンセラー

薬局

民間ボランティアの電話相談

相談する相手はいない

相談しない

その他

無回答

*平成29年度調査ではなかった選択肢
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1.3

＊
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0.6

0.6
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2.1

9.3

0.7

1.0

0 35 70 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

令和３年度調査（ｎ=2,194）

平成29年度調査（ｎ=1,765）

「医療機関」として

令和３年度 13.7％

平成29年度 9.1％
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【性別】「女性」は「友人・知人」（「男性」46.8％、「女性」63.2％）や「別居の家族や親族」（同

30.9％、47.7％）などが「男性」よりも約 16.0ポイント高い。「男性」は「相談しない」が「女性」

よりやや高い。 

【性別・年齢別】男女とも『18～29歳』は「友人・知人」、『30歳以上』は「同居の家族や親族」の

割合が高くなっている。また、男女とも年齢の高い層で「かかりつけ医の医療機関（精神科や心療

内科を除く）」の割合が高くなっている。 

【ブロック別】「西部 B（三潴）」や「西部 A（城島）」「東部 B（田主丸）」で「同居の家族や親族」

が７割台半ばと高く、「東部Ａ」と「北部Ａ」で「友人・知人」が約６割と高くなっている。 
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3,532 2,350 1,424 1,980 49      20      565    28      324    181    
100.0 66.5   40.3   56.1   1.4     0.6     16.0   0.8     9.2     5.1     

男性 1,533 66.4   30.9   46.8   1.0     0.5     17.0   1.1     10.4   5.4     

女性 1,981 66.8   47.7   63.2   1.7     0.7     15.2   0.6     8.2     4.8     

無回答 18      44.4   33.3   61.1   -       -       11.1   -       16.7   11.1   

男性：18～29歳 146    60.3   26.0   67.8   8.9     2.1     17.8   -       5.5     7.5     

男性：30歳代 177    66.7   28.2   55.9   -       1.7     31.6   1.7     1.1     2.8     

男性：40歳代 288    63.9   28.5   49.0   1.0     0.3     27.4   1.4     4.9     5.9     

男性：50歳代 280    65.0   26.4   44.3   -       -       21.8   2.9     9.3     4.6     

男性：60～64歳 168    67.3   29.2   50.6   -       -       14.9   1.2     14.3   8.3     

男性：65～69歳 182    73.1   35.2   40.1   -       -       6.0     -       14.8   4.4     

男性：70～74歳 227    72.2   40.5   33.0   -       -       0.9     -       20.3   4.8     

男性：75歳以上 63      57.1   38.1   30.2   -       -       1.6     -       19.0   4.8     

女性：18～29歳 238    56.3   31.9   80.7   5.0     1.7     20.2   -       1.7     4.6     

女性：30歳代 264    70.5   50.4   66.3   3.0     1.5     23.9   0.8     4.5     6.4     

女性：40歳代 352    69.9   47.2   69.3   2.6     0.9     24.4   0.6     4.5     7.4     

女性：50歳代 353    68.8   46.2   59.8   0.8     0.3     20.1   1.1     6.8     2.8     

女性：60～64歳 204    65.2   50.5   62.3   0.5     -       10.3   1.5     5.9     4.4     

女性：65～69歳 217    71.9   57.6   57.6   -       -       4.6     -       14.3   3.2     

女性：70～74歳 259    65.3   52.5   53.3   -       0.4     0.8     -       16.6   3.9     

女性：75歳以上 94      60.6   45.7   42.6   -       -       1.1     -       21.3   6.4     

無回答 20      40.0   30.0   65.0   -       -       10.0   -       15.0   15.0   

東部A 219    71.7   35.2   61.6   2.7     -       14.6   0.9     8.2     5.5     

東部B（田主丸） 179    76.0   40.2   56.4   1.1     0.6     14.5   0.6     7.8     4.5     

北部A 316    60.8   40.2   59.2   0.6     0.3     16.5   0.9     9.2     7.0     

北部B（北野） 175    72.0   42.3   57.7   0.6     -       16.0   1.7     9.7     2.9     

中央東部 550    64.4   37.3   57.5   1.5     0.9     17.5   0.9     6.5     4.9     

南東部 347    64.6   44.1   54.8   1.7     0.3     16.1   0.6     13.3   8.1     

中央部 519    60.7   41.6   57.8   1.0     0.8     18.7   1.2     10.8   5.4     

中央南部 541    65.2   39.7   53.0   1.3     0.7     17.4   0.6     9.2     4.3     

南西部 344    68.3   42.4   54.7   1.5     -       11.9   0.3     7.8     4.4     

西部A（城島） 118    76.3   39.8   47.5   3.4     0.8     12.7   0.8     11.9   3.4     

西部B（三潴） 210    77.1   41.0   53.8   1.4     1.4     12.4   0.5     7.6     4.3     

わからない・無回答 14      42.9   42.9   42.9   -       -       14.3   -       7.1     -       

不安や悩み、ストレスの相談先

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

全  体
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3,532 20      63      17      44      36      130    82      220    23      32      
100.0 0.6     1.8     0.5     1.2     1.0     3.7     2.3     6.2     0.7     0.9     

男性 1,533 0.7     1.8     0.4     0.8     1.0     4.4     3.0     8.5     0.6     1.1     

女性 1,981 0.5     1.7     0.6     1.6     1.1     3.1     1.8     4.4     0.7     0.8     

無回答 18      -       5.6     -       -       -       5.6     5.6     11.1   -       -       

男性：18～29歳 146    0.7     1.4     -       3.4     -       0.7     2.1     8.2     0.7     1.4     

男性：30歳代 177    0.6     -       0.6     1.1     -       2.3     3.4     11.9   -       0.6     

男性：40歳代 288    0.7     0.3     0.3     1.0     1.0     3.5     4.2     8.0     1.4     0.7     

男性：50歳代 280    0.7     1.1     -       0.7     1.1     4.3     4.6     8.9     0.7     0.7     

男性：60～64歳 168    0.6     0.6     -       -       1.2     4.8     0.6     7.7     0.6     1.8     

男性：65～69歳 182    1.1     2.2     1.1     -       -       6.0     2.2     8.2     0.5     -       

男性：70～74歳 227    0.4     5.7     0.9     0.4     2.2     6.2     2.2     6.6     -       3.1     

男性：75歳以上 63      -       6.3     -       -       3.2     11.1   3.2     9.5     -       -       

女性：18～29歳 238    -       0.4     -       4.2     -       0.8     1.3     2.9     0.8     -       

女性：30歳代 264    0.4     1.1     0.4     2.7     0.8     1.9     1.5     3.8     1.5     0.8     

女性：40歳代 352    0.3     0.9     1.1     1.4     0.3     1.7     2.3     3.7     0.3     1.1     

女性：50歳代 353    -       1.4     0.3     1.1     0.6     3.7     2.0     7.1     0.6     0.6     

女性：60～64歳 204    -       1.5     -       1.5     1.5     3.4     2.5     4.4     0.5     1.0     

女性：65～69歳 217    1.4     1.8     0.9     -       1.8     4.6     0.5     4.1     -       -       

女性：70～74歳 259    1.2     2.3     0.8     -       1.5     4.6     1.9     5.0     0.8     1.2     

女性：75歳以上 94      2.1     9.6     1.1     2.1     5.3     7.4     2.1     2.1     2.1     2.1     

無回答 20      -       5.0     -       -       -       5.0     5.0     10.0   -       -       

東部A 219    0.5     2.3     0.9     1.8     -       2.3     0.5     5.5     0.5     0.5     

東部B（田主丸） 179    -       1.1     -       0.6     -       1.7     -       5.0     0.6     1.7     

北部A 316    0.6     2.2     0.6     0.6     1.3     6.3     4.1     7.3     0.9     0.3     

北部B（北野） 175    0.6     1.1     -       1.7     1.1     4.0     3.4     5.7     0.6     0.6     

中央東部 550    0.2     0.9     -       0.9     0.7     3.1     2.9     6.4     0.4     0.5     

南東部 347    0.3     2.9     1.2     2.3     0.9     5.2     1.7     5.8     0.6     2.9     

中央部 519    1.5     1.7     0.8     1.5     1.0     3.9     3.5     7.1     1.3     0.2     

中央南部 541    0.6     2.6     0.4     0.9     1.1     3.1     1.8     7.2     0.9     0.9     

南西部 344    0.6     2.0     0.6     1.2     2.3     4.1     2.0     4.1     0.3     0.9     

西部A（城島） 118    0.8     -       -       2.5     0.8     5.1     -       4.2     -       2.5     

西部B（三潴） 210    -       1.0     0.5     0.5     1.4     1.4     2.4     5.7     -       0.5     

わからない・無回答 14      -       -       -       -       -       -       -       28.6   -       -       

不安や悩み、ストレスの相談先

回
答
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数

全  体

性
別
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別
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【同居家族別】『就学前から 18歳未満の子どもがいる』世帯では「同居の家族や親族」や「友人・

知人」の割合が高く、また、『就学前から中学生がいる』世帯では「職場の上司・同僚」も２割台と

他の同居家族に比べて割合が高い。 

【家族構成別】「単身」では「友人・知人」（65.1％）や「別居の家族や親族」（51.6％）の割合が他

の家族構成に比べて割合が高い。「夫婦のみ」や「親・子・孫（３世代）」では「同居の家族や親族」

が約８割と高い。 

【職業別】「農林漁業」と「家事に専念」では「同居の家族や親族」、「学生」では「友人・知人」、

「パート・アルバイト」では「別居の家族や親族」、「給与所得者」では「職場の上司・同僚」の割

合が他の職業に比べて高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

同
居
の
家
族
や
親
族

別
居
の
家
族
や
親
族

友
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3,532 2,350 1,424 1,980 49      20      565    28      324    181    
100.0 66.5   40.3   56.1   1.4     0.6     16.0   0.8     9.2     5.1     

就学前の子どもがいる 411    77.9   45.3   62.0   2.9     1.5     23.8   0.2     4.4     4.4     

小学生がいる 444    79.3   42.1   59.7   3.6     1.4     25.7   0.5     5.2     4.1     

中学生がいる 286    75.5   38.1   61.9   5.2     2.4     22.7   0.7     4.9     3.8     

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268    72.4   35.1   62.7   4.9     1.1     17.9   1.5     7.8     3.7     

65歳以上の人がいる 1,455 68.5   41.0   51.4   1.0     0.3     9.7     0.5     12.5   4.5     

障害者手帳を持っている人がいる 392    65.6   35.2   44.4   1.8     0.5     13.0   2.3     18.4   14.5   

上記にあてはまる人はいない 2,166 66.2   38.1   59.6   2.0     0.8     19.7   0.9     6.3     4.2     

無回答 12      41.7   50.0   25.0   -       -       16.7   -       8.3     -       

単身 459    11.1   51.6   65.1   0.7     -       18.3   0.7     10.9   6.1     

夫婦のみ 826    79.5   47.1   47.3   -       -       9.0     0.8     13.0   6.2     

親・子（２世代） 1,799 72.8   36.3   58.0   1.9     0.9     18.7   0.7     6.8     4.8     

親・子・孫（３世代） 329    79.3   32.2   59.3   3.6     0.9     16.1   0.9     10.3   2.4     

その他 107    60.7   32.7   43.0   -       -       13.1   1.9     9.3     7.5     

無回答 12      58.3   33.3   50.0   -       -       25.0   -       -       -       

農林漁業 72      75.0   44.4   58.3   1.4     -       -       -       16.7   4.2     

自営業 304    68.1   33.2   55.9   0.3     -       5.6     0.3     9.5     4.6     

給与所得者 1,420 64.4   37.4   60.1   0.7     0.4     30.4   1.7     5.9     4.4     

パート・アルバイト 574    68.8   48.6   58.2   1.6     0.3     17.4   0.3     6.4     5.1     

学生 122    61.5   18.9   80.3   19.7   7.4     1.6     -       3.3     3.3     

家事に専念 399    77.4   51.6   55.9   0.5     0.5     0.3     -       15.0   6.3     

無職 570    61.8   40.2   38.1   -       0.2     0.7     -       15.8   7.5     

その他 59      64.4   32.2   62.7   3.4     -       11.9   1.7     13.6   1.7     

無回答 12      50.0   33.3   50.0   -       -       16.7   -       -       -       

回
答
者
数

全  体

同
居
家
族
別

職
業
別

家
族
構
成
別

不安や悩み、ストレスの相談先
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3,532 20      63      17      44      36      130    82      220    23      32      
100.0 0.6     1.8     0.5     1.2     1.0     3.7     2.3     6.2     0.7     0.9     

就学前の子どもがいる 411    0.5     0.5     0.5     2.2     0.2     1.9     2.2     4.6     1.2     0.5     

小学生がいる 444    0.2     -       0.7     1.1     0.2     1.4     1.1     4.1     0.9     1.1     

中学生がいる 286    0.3     0.3     0.7     0.7     0.3     2.8     1.7     7.7     0.7     -       

上記以外の１８歳未満の子どもがいる 268    -       0.7     -       0.4     0.7     1.9     2.6     5.6     0.7     1.1     

65歳以上の人がいる 1,455 0.6     2.7     0.5     1.0     1.5     4.7     2.6     6.3     0.3     1.0     

障害者手帳を持っている人がいる 392    0.8     6.1     0.8     2.3     1.8     6.4     1.8     5.6     1.0     1.5     

上記にあてはまる人はいない 2,166 0.6     0.6     0.3     1.6     0.5     2.4     2.3     6.8     0.8     0.6     

無回答 12      -       -       -       -       16.7   8.3     -       8.3     -       16.7   

単身 459    0.7     2.2     0.9     0.2     2.2     5.7     4.4     8.5     1.5     0.9     

夫婦のみ 826    1.0     2.9     0.8     1.3     1.2     4.1     1.9     4.2     0.1     0.6     

親・子（２世代） 1,799 0.3     1.3     0.3     1.4     0.7     3.1     1.9     6.8     0.6     0.9     

親・子・孫（３世代） 329    0.6     0.6     -       1.5     0.6     1.8     2.4     4.6     0.9     1.2     

その他 107    0.9     3.7     -       0.9     0.9     8.4     3.7     7.5     1.9     2.8     

無回答 12      -       -       -       -       -       -       -       8.3     -       -       

農林漁業 72      -       -       -       -       -       5.6     -       4.2     -       2.8     

自営業 304    1.0     1.0     -       1.3     0.7     2.0     3.3     7.9     0.7     0.7     

給与所得者 1,420 0.4     0.9     0.3     1.0     0.4     3.2     2.4     6.2     0.8     0.6     

パート・アルバイト 574    0.2     1.4     0.5     2.3     0.9     2.1     1.6     5.4     0.2     1.0     

学生 122    0.8     -       -       5.7     -       -       1.6     4.1     -       0.8     

家事に専念 399    1.3     3.0     1.0     1.3     1.0     4.3     1.8     4.8     1.0     0.8     

無職 570    0.5     4.6     0.9     0.2     3.0     7.4     3.0     7.5     0.7     1.6     

その他 59      -       1.7     1.7     -       3.4     3.4     5.1     10.2   -       -       

無回答 12      8.3     -       -       -       -       8.3     -       8.3     -       8.3     

同
居
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別
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成
別
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業
別

不安や悩み、ストレスの相談先
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６ 環境について 

（１）住んでいる周りの環境の満足度 

 

問 25 あなたは、お住まいになっている周りの環境に、現在どのくらい満足していますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

住んでいる周りの環境に「おおむね満足」が 57.6％で最も高く、「満足」が 12.2％でこれらをあ

わせた『満足』は 69.8％となっている。「不満」は 3.7％、「やや不満」は 9.0％でこれらをあわせ

た『不満』は 12.7％である。 

 

【経年比較】 

 平成 30年度調査に比べて『満足』の割合が 15.9ポイント増加しており、内訳をみると積極的な

「満足」の割合は同程度であるが、令和４年度調査では「おおむね満足」が 15.2 ポイント増えて

いる。 
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【性別】男女とも『満足』が約７割、『不満』が１割強とあまり大差はみられない。 

【性別・年齢別】男性の「40歳代」「50歳代」、女性の『18～29歳』「50歳代」「60～64歳」で『不

満』が１割台半ばと他の年代に比べて高い。 

【ブロック別】「中央部」（76.1％）と「中央東部」（75.1％）、「中央南部」（74.7％）で『満足』が

７割台半ばと他のブロックに比べて高く、反対に「西部Ａ（城島）」（50.9％）と「北部Ｂ（北野）」

（57.7％）は５割台と低くなっている。 
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3,532 430    2,033 590    319    129    31     2,463 448    
100.0 12.2   57.6   16.7   9.0    3.7    0.9    69.8   12.7   

男性 1,533 12.5   56.8   16.7   8.9    4.2    0.8    69.3   13.1   

女性 1,981 11.9   58.2   16.7   9.1    3.3    0.9    70.1   12.4   

無回答 18     16.7   55.6   16.7   11.1   -       -       72.3   11.1   

男性：18～29歳 146    21.9   48.6   15.8   9.6    2.7    1.4    70.5   12.3   

男性：30歳代 177    9.0    64.4   14.1   9.0    2.3    1.1    73.4   11.3   

男性：40歳代 288    9.4    58.3   17.0   9.4    5.6    0.3    67.7   15.0   

男性：50歳代 280    13.6   50.7   19.6   10.0   5.4    0.7    64.3   15.4   

男性：60～64歳 168    13.1   57.7   16.1   9.5    1.8    1.8    70.8   11.3   

男性：65～69歳 182    11.0   55.5   19.8   7.7    6.0    -       66.5   13.7   

男性：70～74歳 227    11.0   61.7   14.5   8.4    3.1    1.3    72.7   11.5   

男性：75歳以上 63     19.0   57.1   12.7   4.8    6.3    -       76.1   11.1   

女性：18～29歳 238    13.4   55.9   16.0   10.1   4.6    -       69.3   14.7   

女性：30歳代 264    9.8    60.2   20.1   6.8    2.3    0.8    70.0   9.1     

女性：40歳代 352    9.4    59.4   17.6   8.2    4.3    1.1    68.8   12.5   

女性：50歳代 353    12.5   56.7   14.7   11.6   3.4    1.1    69.2   15.0   

女性：60～64歳 204    9.8    59.8   14.7   10.8   3.9    1.0    69.6   14.7   

女性：65～69歳 217    12.4   61.3   16.1   6.5    3.7    -       73.7   10.2   

女性：70～74歳 259    15.4   56.0   15.4   10.0   1.2    1.9    71.4   11.2   

女性：75歳以上 94     13.8   54.3   22.3   6.4    2.1    1.1    68.1   8.5     

無回答 20     15.0   60.0   15.0   10.0   -       -       75.0   10.0   

東部A 219    11.4   49.3   25.6   11.0   2.7    -       60.7   13.7   

東部B（田主丸） 179    12.3   51.4   23.5   8.4    2.8    1.7    63.7   11.2   

北部A 316    9.2    62.3   13.3   10.4   4.4    0.3    71.5   14.8   

北部B（北野） 175    9.1    48.6   26.3   9.7    5.1    1.1    57.7   14.8   

中央東部 550    15.1   60.0   13.5   6.9    3.8    0.7    75.1   10.7   

南東部 347    11.2   57.9   13.5   11.2   4.0    2.0    69.1   15.2   

中央部 519    14.6   61.5   13.1   7.5    3.1    0.2    76.1   10.6   

中央南部 541    12.2   62.5   16.8   4.4    2.8    1.3    74.7   7.2     

南西部 344    13.4   51.7   18.0   13.1   3.2    0.6    65.1   16.3   

西部A（城島） 118    5.1    45.8   22.0   18.6   6.8    1.7    50.9   25.4   

西部B（三潴） 210    10.0   60.0   14.3   10.5   4.3    1.0    70.0   14.8   

わからない・無回答 14     7.1    35.7   42.9   7.1    7.1    -       42.8   14.2   

ブ
ロ

ッ
ク
別

性
別
×
年
齢
別

住んでいる周りの環境の満足度

性
別

回
答
者
数

全  体
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（２）住んでいる周りの環境の具体的な事柄の満足度 

 

問 26 あなたはお住まいになっている周りの環境に、次の（ア）～（コ）それぞれの事柄に現

在どのくらい満足していますか。（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 

住んでいる周りの環境について、「満足」と「やや満足」をあわせた『満足』が高いのは「（ア）

公園や街路樹などの緑の豊かさ」（75.4％）、「（イ）里山や農地、森林などの緑の豊かさ」（74.9％）、

「（オ）市街地と自然のバランス」（74.3％）、「（ケ）ごみ処理（資源回収や分別収集など）の状況」

（76.4％）で７割台半ばとなっている。反対に「不満」と「やや不満」をあわせた『不満』が高い

のは「（キ）大気や騒音、振動などの状況」（39.6％）や「（ク）鉄道やバスなど、公共交通の使いや

すさ」（39.4％）で４割近くとなっている。 

 

全　体（ｎ=3,532）

（ア）公園や街路樹などの緑の豊かさ

（イ）里山や農地、森林などの緑の豊かさ

（ウ）川や池などの水質や水辺の状況

（エ）昆虫や魚、鳥などの自然の生き物
　　　（生物多様性）の状況

（オ）市街地と自然のバランス

（カ）街並みなどの景観

（キ）大気や騒音、振動などの状況

（ク）鉄道やバスなど、公共交通の
　　　使いやすさ

（ケ）ごみ処理（資源回収や分別
　　　収集など）の状況

（コ）環境教育、環境に関する情報の
　　　得やすさ

21.7

20.4

12.3

14.0

16.6

13.0

13.0

18.3

25.7

10.1

53.7

54.5

46.5

50.2

57.7

53.7

44.5

40.0

50.7

49.7

16.6

15.5

27.6

22.7

17.8

24.0

29.4

24.6

14.7

26.4

5.1

3.9

8.6

6.1

4.0

6.0

10.2

14.8

6.4

5.9

2.8

5.7

5.0

6.9

3.9

3.3

2.9

2.2

2.5

8.0

0% 25% 50% 75% 100%
『満足』 『不満』

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

75.4

74.9

58.8

64.2

74.3

66.7

57.5

58.3

76.4

59.8

21.7

19.4

36.2

28.8

21.8

30.0

39.6

39.4

21.1

32.3
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【経年比較】 

 平成 30年度調査に比べ「（ア）公園や街路樹などの緑の豊かさ」「（イ）里山や農地、森林などの

緑の豊かさ」「（ウ）川や池などの水質や水辺の状況」「（エ）昆虫や魚、鳥などの自然の生き物（生

物多様性）の状況」など自然環境に関する事柄の『満足』の割合が低くなっている。 

反対に「（キ）大気や騒音、振動などの状況」「（ケ）ごみ処理（資源回収や分別収集など）の状況」

などは『満足』の割合がやや高くなっている。その他の事柄はあまり変わらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（カ）街並みなどの景観

（キ）大気や騒音、
　　　振動などの状況

（ク）鉄道やバスなど、
　　　公共交通の
　　　使いやすさ

（オ）市街地と自然の
　　　バランス

（ア）公園や街路樹などの
　　　緑の豊かさ

（イ）里山や農地、森林
　　　などの緑の豊かさ

（ウ）川や池などの
　　　水質や水辺の状況

（エ）昆虫や魚、鳥などの
　　　自然の生き物（生物
　　　多様性）の状況

21.7

22.4

53.7

57.6

16.6

14.4

5.1

3.0

2.8

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

20.4

22.4

54.5

58.6

15.5

12.6

3.9

2.5

5.7

3.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

12.3

13.7

46.5

51.4

27.6

25.8

8.6

5.8

5.0

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

14.0

12.2

50.2

54.3

22.7

24.3

6.1

4.6

6.9

4.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

16.6

15.1

57.7

58.8

17.8

18.9

4.0

3.4

3.9

3.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

13.0

10.4

53.7

55.0

24.0

25.2

6.0

5.5

3.3

4.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

『満足』 『不満』

75.4

80.0

21.7

17.4

74.9

81.0

19.4

15.1

58.8

65.1

36.2

31.6

64.2

66.5

28.8

28.9

74.3

73.9

21.8

22.3

66.7

65.4

30.0

30.7

13.0

9.1

44.5

45.3

29.4

31.8

10.2

10.7

2.9

3.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

18.3

15.7

40.0

41.9

24.6

27.5

14.8

12.9

2.2

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

57.5

54.4

39.6

42.5

58.3

57.6

39.4

40.4

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答
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（ケ）ごみ処理
　　（資源回収や
　　　分別収集など）の
　　　状況

（コ）環境教育、環境に
　　　関する情報の
　　　得やすさ

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

25.7

20.5

50.7

52.7

14.7

19.2

6.4

5.6

2.5

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

10.1

8.4

49.7

52.3

26.4

29.9

5.9

5.2

8.0

4.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

平成30年度調査

（ｎ=1,758）

『満足』 『不満』

76.4

73.2

21.1

24.8

59.8

60.7

32.3

35.1
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【ブロック別】『満足』の割合が高いのは「東部Ａ」では「（オ）市街地と自然のバランス」（77.7％）、

「東部Ｂ（田主丸）」では「（イ）里山や農地、森林などの緑の豊かさ」（92.2％）や「（エ）昆虫や

魚、鳥などの自然の生き物（生物多様性）の状況」（78.2％）、「（ウ）川や池などの水質や水辺の状

況」（65.9％）など自然環境に関する事柄が高い。「北部Ａ」では「（ア）公園や街路樹などの緑の豊

かさ」（81.3％）、「北部Ｂ（北野）」では「（カ）街並みなどの景観」（70.8％）と「（キ）大気や騒音、

振動などの状況」（70.3％）、「中央東部」では「（ク）鉄道やバスなど、公共交通の使いやすさ」（71.1％）

が高くなっている。 

 『不満』の割合が高いのは「西部Ａ（城島）」で「（ク）鉄道やバスなど、公共交通の使いやすさ」

（80.5％）、「（ウ）川や池などの水質や水辺の状況」（60.1％）、「（カ）街並みなどの景観」（43.2％）、

「（コ）環境教育、環境に関する情報の得やすさ」（42.3％）、「中央部」では「（キ）大気や騒音、振

動などの状況」（46.0％）が高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 765    1,898 588    181    100    2,663 769    720    1,926 548    138    200    2,646 686    
100.0 21.7   53.7   16.6   5.1    2.8    75.4   21.7   20.4   54.5   15.5   3.9    5.7    74.9   19.4   

東部A 219    27.4   49.8   17.8   3.2    1.8    77.2   21.0   34.7   53.0   7.8    1.8    2.7    87.7   9.6     

東部B（田主丸） 179    24.0   55.9   14.5   3.9    1.7    79.9   18.4   36.9   55.3   5.0    1.1    1.7    92.2   6.1     

北部A 316    29.1   52.2   11.7   5.1    1.9    81.3   16.8   23.7   55.1   10.4   5.1    5.7    78.8   15.5   

北部B（北野） 175    19.4   52.6   20.0   5.1    2.9    72.0   25.1   22.9   60.6   10.9   1.7    4.0    83.5   12.6   

中央東部 550    20.7   55.3   17.1   3.8    3.1    76.0   20.9   16.0   55.3   18.2   3.5    7.1    71.3   21.7   

南東部 347    21.3   59.9   10.4   4.6    3.7    81.2   15.0   24.5   57.6   11.2   2.0    4.6    82.1   13.2   

中央部 519    26.2   51.4   15.4   4.2    2.7    77.6   19.6   20.2   49.7   18.1   4.0    7.9    69.9   22.1   

中央南部 541    18.9   54.7   17.6   5.7    3.1    73.6   23.3   13.3   51.6   21.8   6.5    6.8    64.9   28.3   

南西部 344    14.5   54.4   20.6   7.8    2.6    68.9   28.4   17.2   59.3   16.3   3.2    4.1    76.5   19.5   

西部A（城島） 118    15.3   42.4   24.6   11.9   5.9    57.7   36.5   16.9   47.5   18.6   9.3    7.6    64.4   27.9   

西部B（三潴） 210    19.0   54.3   19.5   5.2    1.9    73.3   24.7   15.7   58.1   19.0   3.3    3.8    73.8   22.3   

わからない・無回答 14     14.3   42.9   35.7   -       7.1    57.2   35.7   7.1    57.1   7.1    14.3   14.3   64.2   21.4   

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 435    1,643 974    302    178    2,078 1,276 496    1,773 802    217    244    2,269 1,019 
100.0 12.3   46.5   27.6   8.6    5.0    58.8   36.2   14.0   50.2   22.7   6.1    6.9    64.2   28.8   

東部A 219    16.4   48.4   24.2   7.8    3.2    64.8   32.0   20.5   52.1   16.4   6.8    4.1    72.6   23.2   

東部B（田主丸） 179    15.1   50.8   27.4   4.5    2.2    65.9   31.9   22.9   55.3   16.2   3.4    2.2    78.2   19.6   

北部A 316    14.2   46.2   26.9   9.5    3.2    60.4   36.4   15.2   48.7   23.4   7.0    5.7    63.9   30.4   

北部B（北野） 175    10.9   48.0   29.1   8.6    3.4    58.9   37.7   15.4   52.0   21.7   5.1    5.7    67.4   26.8   

中央東部 550    11.5   49.8   26.7   6.0    6.0    61.3   32.7   11.6   52.9   22.0   5.1    8.4    64.5   27.1   

南東部 347    15.3   48.7   25.6   4.3    6.1    64.0   29.9   16.7   48.7   21.6   6.1    6.9    65.4   27.7   

中央部 519    15.0   44.3   26.0   8.7    6.0    59.3   34.7   15.2   46.2   23.7   5.6    9.2    61.4   29.3   

中央南部 541    10.7   46.6   26.6   10.0   6.1    57.3   36.6   11.1   49.2   25.9   6.8    7.0    60.3   32.7   

南西部 344    10.2   48.5   27.3   9.6    4.4    58.7   36.9   10.2   53.5   22.7   6.4    7.3    63.7   29.1   

西部A（城島） 118    5.1    28.8   41.5   18.6   5.9    33.9   60.1   11.0   50.0   25.4   6.8    6.8    61.0   32.2   

西部B（三潴） 210    6.2    41.0   35.2   12.9   4.8    47.2   48.1   11.4   48.1   25.2   9.5    5.7    59.5   34.7   

わからない・無回答 14     14.3   28.6   28.6   21.4   7.1    42.9   50.0   14.3   35.7   35.7   -       14.3   50.0   35.7   

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別

（ウ）川や池などの水質や水辺の状況
（エ）昆虫や魚、鳥などの自然の生き物（生物多様性）の

状況

ブ
ロ

ッ
ク
別

（ア）公園や街路樹などの緑の豊かさ （イ）里山や農地、森林などの緑の豊かさ
回
答
者
数

全  体

回
答
者
数
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（％）

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 585    2,038 630    143    136    2,623 773    458    1,897 849    212    116    2,355 1,061 
100.0 16.6   57.7   17.8   4.0    3.9    74.3   21.8   13.0   53.7   24.0   6.0    3.3    66.7   30.0   

東部A 219    18.3   59.4   15.1   5.0    2.3    77.7   20.1   12.3   55.7   25.1   4.6    2.3    68.0   29.7   

東部B（田主丸） 179    14.5   58.7   19.0   4.5    3.4    73.2   23.5   14.0   51.4   21.2   8.9    4.5    65.4   30.1   

北部A 316    20.6   55.7   16.8   3.8    3.2    76.3   20.6   15.8   53.8   24.4   4.1    1.9    69.6   28.5   

北部B（北野） 175    12.0   63.4   17.7   3.4    3.4    75.4   21.1   11.4   59.4   22.3   3.4    3.4    70.8   25.7   

中央東部 550    17.6   59.3   16.5   2.5    4.0    76.9   19.0   13.6   52.5   24.5   6.7    2.5    66.1   31.2   

南東部 347    18.7   56.2   17.9   3.2    4.0    74.9   21.1   14.4   54.5   21.0   5.5    4.6    68.9   26.5   

中央部 519    21.0   55.7   17.0   3.5    2.9    76.7   20.5   16.4   52.8   21.6   6.7    2.5    69.2   28.3   

中央南部 541    15.5   58.2   17.4   4.4    4.4    73.7   21.8   11.5   55.6   24.2   5.0    3.7    67.1   29.2   

南西部 344    12.8   61.3   17.4   3.8    4.7    74.1   21.2   10.8   53.5   26.5   6.4    2.9    64.3   32.9   

西部A（城島） 118    6.8    48.3   26.3   11.9   6.8    55.1   38.2   7.6    39.8   32.2   11.0   9.3    47.4   43.2   

西部B（三潴） 210    11.9   55.7   23.3   5.7    3.3    67.6   29.0   8.1    56.2   26.7   6.2    2.9    64.3   32.9   

わからない・無回答 14     7.1    42.9   28.6   -       21.4   50.0   28.6   7.1    50.0   28.6   7.1    7.1    57.1   35.7   

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 459    1,572 1,037 362    102    2,031 1,399 648    1,414 869    524    77     2,062 1,393 
100.0 13.0   44.5   29.4   10.2   2.9    57.5   39.6   18.3   40.0   24.6   14.8   2.2    58.3   39.4   

東部A 219    16.9   43.4   27.9   9.6    2.3    60.3   37.5   8.2    40.6   33.3   17.4   0.5    48.8   50.7   

東部B（田主丸） 179    14.5   53.6   21.2   7.8    2.8    68.1   29.0   8.9    28.5   36.3   24.0   2.2    37.4   60.3   

北部A 316    13.6   42.1   29.1   13.3   1.9    55.7   42.4   19.6   38.0   23.7   17.7   0.9    57.6   41.4   

北部B（北野） 175    19.4   50.9   18.9   8.0    2.9    70.3   26.9   9.7    32.6   30.3   25.1   2.3    42.3   55.4   

中央東部 550    10.9   42.4   32.2   11.8   2.7    53.3   44.0   22.7   48.4   19.1   8.0    1.8    71.1   27.1   

南東部 347    15.3   46.1   28.8   6.1    3.7    61.4   34.9   13.0   47.0   24.8   11.8   3.5    60.0   36.6   

中央部 519    13.1   38.2   34.1   11.9   2.7    51.3   46.0   31.2   38.0   19.1   10.0   1.7    69.2   29.1   

中央南部 541    10.7   44.7   30.9   10.0   3.7    55.4   40.9   21.3   43.1   22.9   10.9   1.8    64.4   33.8   

南西部 344    9.6    49.1   28.8   9.6    2.9    58.7   38.4   17.4   38.1   27.0   14.8   2.6    55.5   41.8   

西部A（城島） 118    14.4   44.9   25.4   11.9   3.4    59.3   37.3   3.4    10.2   29.7   50.8   5.9    13.6   80.5   

西部B（三潴） 210    13.8   48.1   27.6   8.6    1.9    61.9   36.2   11.4   42.9   26.7   16.7   2.4    54.3   43.4   

わからない・無回答 14     7.1    21.4   35.7   28.6   7.1    28.5   64.3   -       35.7   35.7   7.1    21.4   35.7   42.8   

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

満
足

や
や
満
足

や
や
不
満

不
満

無
回
答

『
満
足

』

『
不
満

』

3,532 908    1,790 518    226    90     2,698 744    357    1,755 931    208    281    2,112 1,139 
100.0 25.7   50.7   14.7   6.4    2.5    76.4   21.1   10.1   49.7   26.4   5.9    8.0    59.8   32.3   

東部A 219    24.7   46.6   15.5   10.5   2.7    71.3   26.0   13.7   45.2   29.2   7.3    4.6    58.9   36.5   

東部B（田主丸） 179    23.5   55.9   14.5   3.9    2.2    79.4   18.4   10.1   52.5   26.3   6.1    5.0    62.6   32.4   

北部A 316    28.2   47.8   16.1   6.0    1.9    76.0   22.1   13.6   47.5   23.7   6.3    8.9    61.1   30.0   

北部B（北野） 175    24.0   51.4   13.1   9.1    2.3    75.4   22.2   9.7    49.1   26.9   5.7    8.6    58.8   32.6   

中央東部 550    26.2   52.2   14.7   5.5    1.5    78.4   20.2   9.5    49.1   25.5   6.2    9.8    58.6   31.7   

南東部 347    21.3   54.2   14.7   6.1    3.7    75.5   20.8   6.6    53.3   27.4   5.5    7.2    59.9   32.9   

中央部 519    30.3   47.4   12.7   6.9    2.7    77.7   19.6   12.1   48.9   26.0   4.2    8.7    61.0   30.2   

中央南部 541    27.9   49.4   15.5   5.2    2.0    77.3   20.7   10.5   49.4   25.7   6.5    7.9    59.9   32.2   

南西部 344    27.3   51.7   11.6   5.8    3.5    79.0   17.4   9.6    54.1   24.1   5.2    7.0    63.7   29.3   

西部A（城島） 118    15.3   57.6   16.9   7.6    2.5    72.9   24.5   2.5    44.9   34.7   7.6    10.2   47.4   42.3   

西部B（三潴） 210    20.5   51.0   18.6   6.7    3.3    71.5   25.3   8.1    50.5   30.0   5.2    6.2    58.6   35.2   

わからない・無回答 14     -       42.9   21.4   21.4   14.3   42.9   42.8   7.1    35.7   14.3   21.4   21.4   42.8   35.7   

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数

（ケ）ごみ処理（資源回収や分別収集など）の状況

（オ）市街地と自然のバランス （カ）街並みなどの景観

（コ）環境教育、環境に関する情報の得やすさ

全  体

回
答
者
数

（キ）大気や騒音、振動などの状況 （ク）鉄道やバスなど、公共交通の使いやすさ

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別

回
答
者
数
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（３）環境に配慮した取り組みの状況 

 

問 27 あなたは、ふだんの生活の中で、環境に配慮した取り組みをしていますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

 

環境に配慮した取り組みについて、「生活に不便のない範囲で取り組んでいる」が 70.1％と最も

高く、次いで「少し不便を感じることがあっても積極的に取り組んでいる」が 13.7％でこれらをあ

わせた『取り組んでいる』は 83.8％である。「必要性は感じるが、取り組んでいない」は 12.9％、

「取り組む必要性を感じていない」は 2.5％でこれらをあわせた『取り組んでいない』は 15.4％で

ある。 

 

【経年比較】 

 令和元年度調査から比べると『取り組んでいる』の割合はやや増えているが、令和３年度調査

と同様の結果となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『取り組ん

でいる』
『取り組ん

でいない』

13.7

13.4

13.5

70.1

72.0

66.8

12.9

12.7

16.7

2.5

1.7

2.3

0.8

0.1

0.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和４年度調査

（ｎ=3,532）

令和３年度調査

（ｎ=2,194）

令和元年度調査

（ｎ=2,847）

83.8

85.4

80.3

15.4

14.4

19.0

少し不便を感じることが

あっても積極的に

取り組んでいる

生活に不便のない

範囲で取り組んでいる

必要性は感じるが、

取り組んでいない
取り組む必要性を

感じていない
無回答
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【性別】「女性」の『取り組んでいる』は 86.6％と「男性」（80.4％）よりも 6.2ポイント高い。 

【性別・年齢別】女性はいずれの年代も８割以上が『取り組んでいる』となっているが、男性は『18

～29歳』で 69.9％、「40歳代」で 77.8％と８割を下回っている。 

【ブロック別】いずれのブロックでも『取り組んでいる』の割合が８割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

少
し
不
便
を
感
じ
る
こ
と

が
あ

っ
て
も
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
る

生
活
に
不
便
の
な
い
範
囲

で
取
り
組
ん
で
い
る

必
要
性
は
感
じ
る
が

、

取
り
組
ん
で
い
な
い

取
り
組
む
必
要
性
を
感
じ

て
い
な
い

無
回
答

『
取
り
組
ん
で
い
る

』

『
取
り
組
ん
で
い
な
い

』

3,532   485      2,477   455      88       27       2,962   543      
100.0   13.7     70.1     12.9     2.5      0.8      83.8     15.4     

男性 1,533   13.2     67.2     15.3     3.3      1.0      80.4     18.6     

女性 1,981   14.2     72.4     10.9     1.9      0.6      86.6     12.8     

無回答 18       11.1     66.7     22.2     -         -         77.8     22.2     

男性：18～29歳 146      11.0     58.9     23.3     5.5      1.4      69.9     28.8     

男性：30歳代 177      16.4     65.5     11.9     4.5      1.7      81.9     16.4     

男性：40歳代 288      12.2     65.6     17.4     3.8      1.0      77.8     21.2     

男性：50歳代 280      9.6      72.9     15.4     1.8      0.4      82.5     17.2     

男性：60～64歳 168      12.5     70.2     13.1     2.4      1.8      82.7     15.5     

男性：65～69歳 182      11.5     72.5     14.3     1.1      0.5      84.0     15.4     

男性：70～74歳 227      18.5     62.6     14.5     3.1      1.3      81.1     17.6     

男性：75歳以上 63       17.5     66.7     7.9      7.9      -         84.2     15.8     

女性：18～29歳 238      10.1     71.8     16.4     1.7      -         81.9     18.1     

女性：30歳代 264      9.5      74.2     14.4     1.1      0.8      83.7     15.5     

女性：40歳代 352      12.2     77.6     8.5      0.9      0.9      89.8     9.4       

女性：50歳代 353      14.2     72.0     11.3     2.0      0.6      86.2     13.3     

女性：60～64歳 204      21.1     66.7     8.8      2.9      0.5      87.8     11.7     

女性：65～69歳 217      20.3     69.1     9.2      0.9      0.5      89.4     10.1     

女性：70～74歳 259      15.8     71.0     9.7      3.5      -         86.8     13.2     

女性：75歳以上 94       11.7     75.5     6.4      4.3      2.1      87.2     10.7     

無回答 20       10.0     65.0     25.0     -         -         75.0     25.0     

東部A 219      12.8     70.3     13.7     2.7      0.5      83.1     16.4     

東部B（田主丸） 179      14.5     67.0     14.0     3.9      0.6      81.5     17.9     

北部A 316      14.6     67.7     13.9     3.5      0.3      82.3     17.4     

北部B（北野） 175      5.7      76.0     14.9     2.3      1.1      81.7     17.2     

中央東部 550      14.7     71.1     12.2     1.5      0.5      85.8     13.7     

南東部 347      15.6     70.3     10.4     2.0      1.7      85.9     12.4     

中央部 519      14.3     68.4     13.5     3.5      0.4      82.7     17.0     

中央南部 541      11.8     73.8     11.5     2.0      0.9      85.6     13.5     

南西部 344      16.3     67.4     14.0     1.7      0.6      83.7     15.7     

西部A（城島） 118      8.5      73.7     14.4     0.8      2.5      82.2     15.2     

西部B（三潴） 210      16.2     66.7     12.4     4.3      0.5      82.9     16.7     

わからない・無回答 14       14.3     57.1     28.6     -         -         71.4     28.6     

回
答
者
数

環境に配慮した取り組みの状況

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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（４）環境に関するイベントやボランティア活動に参加しやすくするために必要なこと 

 

問 28 あなたが環境に関するイベントやボランティア活動に参加しやすくするために、どのよ

うなことがあれば良いと思いますか。（あてはまる番号いくつでも） 

 

環境に関する活動に参加しやすくするために必要なことは「インターネット（ホームページなど）

やＳＮＳで情報が得られる」が 40.0％と最も高く、次いで「フリーペーパー・新聞などで情報が得

られる」が 35.4％となっている。 

 

【経年比較】 

平成 30 年度調査では第２位であった「インターネット（ホームページなど）やＳＮＳで情報が

得られる」が令和４年度調査では第１位になり、情報を得る媒体に変化がみられる。令和４年度調

査では割合が減少した項目が多く、特に「自分の行動が環境に貢献していることが数値などで実感

できる」は 7.7ポイント減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネット（ホームページなど）やＳＮＳで情報が得られる

フリーペーパー・新聞などで情報が得られる

景品などの特典がある

家族で参加できる

一緒に環境問題に取り組む仲間がいる

幼稚園、保育園、学校などを通じたチラシの配布などで
情報が得られる

自分の行動が環境に貢献していることが数値などで
実感できる

職場で参加できる

その他

特にない

無回答

＊平成30年調査ではなかった選択肢

40.0

35.4

20.6

20.4

18.9

13.1

11.9

10.7

1.4

20.0

1.1

30.1

35.8

21.6

19.5

20.2

16.8

19.6

＊

1.6

19.3

1.5

0 25 50 （％）

【回答はいくつでも】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

平成30年度調査（ｎ=1,758）
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【性別】「男性」は「家族で参加できる」「職場で参加できる」の割合が「女性」よりもやや高く、

「女性」は「フリーペーパー・新聞などで情報が得られる」の割合が「男性」よりも 5.9ポイント

高い。 

【性別・年齢別】「インターネット（ホームページなど）やＳＮＳで情報が得られる」や「景品など

の特典がある」などは男女とも年齢が低い層で割合が高く、また、「30歳代」と「40歳代」では「家

族で参加できる」や「幼稚園、保育園、学校などを通じたチラシの配布などで情報が得られる」な

どの割合が高い。「フリーペーパー・新聞などで情報が得られる」は年齢の高い層で割合が高い傾向

がみられる。 

【ブロック別】「インターネット（ホームページなど）やＳＮＳで情報が得られる」は「北部Ａ」

（47.8％）が最も高く、「東部Ａ」ではインターネットとともに「フリーペーパー・新聞などで情報

が得られる」（40.6％）も４割台となっている。「家族で参加できる」では「西部Ａ（城島）」（27.1％）

の割合が高い。 
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3,532     1,412     1,252     463        727      720      378      669        419        51       707      38       
100.0     40.0       35.4       13.1       20.6     20.4     10.7     18.9       11.9       1.4      20.0     1.1      

男性 1,533     40.3       32.2       12.0       20.2     22.7     12.0     18.5       12.5       1.6      20.3     1.2      

女性 1,981     40.0       38.1       14.0       20.9     18.7     9.7      19.3       11.4       1.4      19.6     1.0      

無回答 18         5.6        22.2       5.6        11.1     11.1     11.1     16.7       11.1       -         38.9     5.6      

男性：18～29歳 146        50.7       21.9       11.0       41.1     12.3     17.1     23.3       16.4       1.4      16.4     1.4      

男性：30歳代 177        47.5       23.2       24.9       34.5     33.3     19.8     24.3       14.1       1.7      11.3     1.1      

男性：40歳代 288        45.8       25.0       22.9       23.6     35.8     16.0     17.4       12.8       1.4      13.5     1.4      

男性：50歳代 280        47.1       36.1       5.4        21.8     24.6     14.3     19.3       11.4       2.1      14.6     0.4      

男性：60～64歳 168        41.1       39.3       5.4        14.3     14.9     7.7      14.9       14.3       1.8      21.4     1.8      

男性：65～69歳 182        33.5       42.9       7.1        9.9      18.1     7.7      21.4       13.2       1.1      21.4     0.5      

男性：70～74歳 227        26.0       38.8       7.9        7.0      15.0     4.4      12.8       9.3        1.8      33.0     2.2      

男性：75歳以上 63         9.5        25.4       3.2        3.2      11.1     1.6      15.9       7.9        -         58.7     -         

女性：18～29歳 238        62.6       18.9       16.8       43.7     13.0     13.4     22.7       13.4       0.8      9.2      -         

女性：30歳代 264        51.1       32.2       34.8       32.6     34.8     15.5     17.0       11.4       2.3      11.0     0.8      

女性：40歳代 352        46.6       33.2       22.4       27.0     29.3     12.8     20.2       11.1       1.1      15.6     0.9      

女性：50歳代 353        44.8       41.4       6.5        16.4     13.3     10.5     20.7       12.7       0.3      19.5     0.6      

女性：60～64歳 204        42.6       47.5       8.8        11.8     8.8      10.3     20.1       12.7       1.5      20.6     1.0      

女性：65～69歳 217        29.0       49.3       5.5        10.6     17.5     4.1      15.2       10.6       0.9      25.8     1.4      

女性：70～74歳 259        12.7       48.6       3.9        8.1      12.4     2.7      17.8       10.4       2.7      30.5     0.8      

女性：75歳以上 94         4.3        33.0       4.3        4.3      9.6      -         20.2       3.2        2.1      39.4     5.3      

無回答 20         10.0       20.0       10.0       10.0     10.0     10.0     15.0       10.0       -         35.0     5.0      

東部A 219        43.8       40.6       17.4       21.5     21.0     9.1      20.5       14.2       1.8      21.9     -         

東部B（田主丸） 179        33.5       34.6       19.0       20.1     21.2     10.1     15.6       5.6        0.6      25.7     1.1      

北部A 316        47.8       35.8       10.8       19.9     19.0     15.2     21.5       10.8       1.6      19.6     0.3      

北部B（北野） 175        35.4       34.9       15.4       21.1     17.7     9.7      17.1       10.3       1.1      21.7     1.7      

中央東部 550        44.9       37.6       13.1       19.1     18.9     9.5      18.5       11.3       1.8      18.0     0.9      

南東部 347        41.2       33.1       12.7       23.3     21.6     11.2     19.6       12.7       1.2      21.3     2.6      

中央部 519        41.8       34.3       10.6       19.5     18.7     9.2      17.9       16.6       1.2      19.5     0.6      

中央南部 541        37.5       39.2       12.8       21.8     21.1     13.1     17.6       10.5       1.1      17.4     0.9      

南西部 344        36.6       34.9       12.8       20.9     21.5     9.6      22.7       10.8       2.3      17.7     1.2      

西部A（城島） 118        26.3       29.7       11.0       22.0     27.1     9.3      22.0       14.4       0.8      21.2     2.5      

西部B（三潴） 210        34.3       27.1       15.2       18.1     22.9     9.0      15.2       10.5       1.9      26.7     1.4      

わからない・無回答 14         28.6       21.4       7.1        21.4     7.1      14.3     28.6       7.1        -         21.4     -         

回
答
者
数

環境に関するイベントやボランティア活動に参加しやすくするために必要なこと

全  体

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別
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（５）環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと 

 
問 29 あなたは、環境を守るために、久留米市はどのようなことに力を入れてほしいと思いま

すか。（あてはまる番号３つまで） 

 

環境を守るために力を入れてほしいことは、「公共交通機関（バス、鉄道など）の充実」が 28.4％

と最も高く、次いで「産業廃棄物や不法投棄などへの対策」が 23.1％、「大気・土壌汚染、水質汚

濁、騒音、悪臭など、身近な生活環境悪化への対策」（20.3％）、「学校における環境教育の推進」

（20.0％）、「公園や街路樹など市街地の緑化推進」（19.4％）、「ごみ減量への取り組み」（19.2％）

などが２割前後であげられている。 

 

【経年比較】 

「地球温暖化防止などに役立つ森林の整備や、水源の保護」や「公園や街路樹など市街地の緑化

推進」「省エネ性能が高い製品への買い換え促進」などが平成 30 年度調査よりもやや割合が高く

なっている。その他の項目については同程度か、減少しているものが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共交通機関（バス、鉄道など）の充実

産業廃棄物や不法投棄などへの対策

大気・土壌汚染、水質汚濁、騒音、悪臭など、身近な生活
環境悪化への対策

学校における環境教育の推進

公園や街路樹など市街地の緑化推進

ごみ減量への取り組み

こまめな節電など、身近な省エネ行動の周知【徹底】

地球温暖化防止などに役立つ森林の整備や、水源の保護

省エネ性能が高い製品への買い換え促進
【取り組みの普及・啓発】

企業が行う事業活動の省エネ化や低公害化への支援

マイカー利用から、公共交通機関や自転車利用への
転換の促進

生物多様性などの自然環境の保全

環境ボランティアやＮＰＯなどへの支援の強化

環境に関する活動に一緒に取り組む仲間（サ―クル）
づくりの支援

「市民・事業者の環境配慮行動指針」の浸透

「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」などの国民運動の周知

その他

特にない

無回答

【　】内は平成30年度調査の選択肢
＊平成30年調査ではなかった選択肢

28.4

23.1

20.3

20.0

19.4

19.2

18.6

17.3

13.3

12.5

9.5

8.3

3.2

3.0

1.9

1.0

2.1

8.7

1.4

29.7

26.9

25.2

22.0

18.0

23.1

20.6

14.4

11.5

12.7

10.1

9.6

2.9

4.0

＊

＊

1.0

8.4

1.1

0 20 40 （％）

【回答は３つまで】

令和４年度調査（ｎ= 3,532）

平成30年度調査（ｎ=1,758）
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【性別】「男性」は「産業廃棄物や不法投棄などへの対策」や「省エネ性能が高い製品への買い換え

促進」「生物多様性などの自然環境の保全」、「女性」は「公共交通機関（バス、鉄道など）の充実」

や「地球温暖化防止などに役立つ森林の整備や、水源の保護」などの割合が比較的高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

こ
ま
め
な
節
電
な
ど

、
身
近

な
省
エ
ネ
行
動
の
周
知

省
エ
ネ
性
能
が
高
い
製
品
へ

の
買
い
換
え
促
進

学
校
に
お
け
る
環
境
教
育
の

推
進

企
業
が
行
う
事
業
活
動
の
省

エ
ネ
化
や
低
公
害
化
へ
の
支

援 公
共
交
通
機
関

（
バ
ス

、
鉄

道
な
ど

）
の
充
実

マ
イ
カ
ー

利
用
か
ら

、
公
共

交
通
機
関
や
自
転
車
利
用
へ

の
転
換
の
促
進

公
園
や
街
路
樹
な
ど
市
街
地

の
緑
化
推
進

生
物
多
様
性
な
ど
の
自
然
環

境
の
保
全

産
業
廃
棄
物
や
不
法
投
棄
な

ど
へ
の
対
策

ご
み
減
量
へ
の
取
り
組
み

3,532  657     470     708     443     1,004  334     686     294     816     678     
100.0  18.6    13.3    20.0    12.5    28.4    9.5     19.4    8.3     23.1    19.2    

男性 1,533  16.6    15.8    20.7    13.6    26.1    10.7    19.2    10.6    25.9    17.0    

女性 1,981  20.1    11.4    19.7    11.8    30.1    8.5     19.6    6.6     20.9    20.9    

無回答 18      22.2    11.1    5.6     5.6     38.9    5.6     11.1    5.6     22.2    22.2    

性
別

回
答
者
数

全  体

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと

（％）

地
球
温
暖
化
防
止
な
ど
に
役

立
つ
森
林
の
整
備
や

、
水
源

の
保
護

大
気
・
土
壌
汚
染

、
水
質
汚

濁

、
騒
音

、
悪
臭
な
ど

、
身

近
な
生
活
環
境
悪
化
へ
の
対

策 環
境
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど
へ
の
支
援
の
強
化

環
境
に
関
す
る
活
動
に
一
緒

に
取
り
組
む
仲
間

（
サ
―

ク

ル

）
づ
く
り
の
支
援

「
市
民
・
事
業
者
の
環
境
配

慮
行
動
指
針

」
の
浸
透

「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
 
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ

Ｅ

」
な
ど
の
国
民
運
動
の
周

知 そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

3,532  611     718        112     106     67      36      74      308     48      
100.0  17.3    20.3       3.2     3.0     1.9     1.0     2.1     8.7     1.4     

男性 1,533  14.7    19.6       3.7     3.8     2.2     0.7     1.9     8.2     1.8     

女性 1,981  19.4    20.9       2.8     2.3     1.7     1.3     2.2     9.1     1.1     

無回答 18      5.6     22.2       -        11.1    -        -        5.6     5.6     -        

性
別

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと

回
答
者
数

全  体



Ⅱ 調査結果の分析（６ 環境について） 

- 130 - 

【性別・年齢別】「公共交通機関（バス、鉄道など）の充実」は女性の『18～29歳』で 42.0％と最

も高く、幅広い年齢層で割合が高い。「産業廃棄物や不法投棄などへの対策」は男女とも年齢が高い

層で割合が高い傾向がみられる。「学校における環境教育の推進」は男性の「30歳代」、女性の「30

歳代」「40歳代」、「公園や街路樹など市街地の緑化推進」は女性の「30歳代」で２割台半ばとその

他の年代に比べて割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

こ
ま
め
な
節
電
な
ど

、
身
近

な
省
エ
ネ
行
動
の
周
知

省
エ
ネ
性
能
が
高
い
製
品
へ

の
買
い
換
え
促
進

学
校
に
お
け
る
環
境
教
育
の

推
進

企
業
が
行
う
事
業
活
動
の
省

エ
ネ
化
や
低
公
害
化
へ
の
支

援 公
共
交
通
機
関

（
バ
ス

、
鉄

道
な
ど

）
の
充
実

マ
イ
カ
ー

利
用
か
ら

、
公
共

交
通
機
関
や
自
転
車
利
用
へ

の
転
換
の
促
進

公
園
や
街
路
樹
な
ど
市
街
地

の
緑
化
推
進

生
物
多
様
性
な
ど
の
自
然
環

境
の
保
全

産
業
廃
棄
物
や
不
法
投
棄
な

ど
へ
の
対
策

ご
み
減
量
へ
の
取
り
組
み

3,532  657     470     708     443     1,004  334     686     294     816     678     
100.0  18.6    13.3    20.0    12.5    28.4    9.5     19.4    8.3     23.1    19.2    

男性：18～29歳 146     19.9    13.0    19.9    16.4    27.4    6.2     19.2    10.3    17.8    13.0    

男性：30歳代 177     13.6    19.2    27.7    17.5    25.4    10.7    22.6    8.5     18.1    9.6     

男性：40歳代 288     10.8    18.1    21.9    16.7    28.5    9.4     19.4    11.1    19.8    14.6    

男性：50歳代 280     20.4    19.6    17.9    17.1    27.1    10.0    17.1    11.1    23.9    15.0    

男性：60～64歳 168     14.9    16.1    20.8    12.5    25.6    10.1    20.2    14.9    35.1    16.7    

男性：65～69歳 182     22.0    11.5    22.5    7.7     25.3    12.6    17.0    11.0    35.7    27.5    

男性：70～74歳 227     18.1    12.8    18.5    8.4     22.5    12.8    22.0    7.0     33.0    22.5    

男性：75歳以上 63      12.7    6.3     12.7    4.8     27.0    19.0    12.7    14.3    22.2    17.5    

女性：18～29歳 238     20.2    9.7     15.1    13.0    42.0    8.4     15.1    5.9     12.6    16.4    

女性：30歳代 264     13.6    12.5    26.5    11.4    26.9    5.3     25.4    8.3     15.9    17.8    

女性：40歳代 352     19.6    14.5    27.6    9.4     30.1    7.1     19.9    7.1     17.3    17.6    

女性：50歳代 353     20.1    11.0    15.3    14.4    30.0    7.9     21.5    6.2     22.9    19.3    

女性：60～64歳 204     22.1    9.3     19.6    13.2    28.9    8.8     18.6    4.4     21.1    26.0    

女性：65～69歳 217     20.7    11.5    18.4    12.4    23.5    8.3     21.7    7.4     29.0    25.8    

女性：70～74歳 259     23.9    10.8    14.7    8.5     28.6    13.1    17.4    5.8     25.9    26.6    

女性：75歳以上 94      23.4    8.5     16.0    12.8    31.9    12.8    10.6    7.4     29.8    21.3    

無回答 20      20.0    15.0    5.0     10.0    35.0    5.0     10.0    5.0     30.0    20.0    

性
別
×
年
齢
別

回
答
者
数

全  体

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと
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地
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身
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活
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悪
化
へ
の
対

策 環
境
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど
へ
の
支
援
の
強
化

環
境
に
関
す
る
活
動
に
一
緒

に
取
り
組
む
仲
間

（
サ
―

ク

ル

）
づ
く
り
の
支
援

「
市
民
・
事
業
者
の
環
境
配

慮
行
動
指
針

」
の
浸
透

「
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
 
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｉ
Ｃ

Ｅ

」
な
ど
の
国
民
運
動
の
周

知 そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

3,532  611     718        112     106     67      36      74      308     48      
100.0  17.3    20.3       3.2     3.0     1.9     1.0     2.1     8.7     1.4     

男性：18～29歳 146     9.6     15.8       0.7     5.5     1.4     2.1     1.4     10.3    2.1     

男性：30歳代 177     14.7    16.9       4.0     5.6     1.7     0.6     2.3     6.2     2.8     

男性：40歳代 288     16.3    18.8       3.8     1.0     1.7     1.0     3.1     9.7     1.0     

男性：50歳代 280     14.6    16.8       4.6     3.2     2.5     0.4     2.1     8.9     1.1     

男性：60～64歳 168     16.1    19.0       4.2     1.8     1.8     1.2     0.6     7.7     1.8     

男性：65～69歳 182     17.0    25.8       3.3     6.0     2.7     -        1.6     3.8     1.1     

男性：70～74歳 227     14.1    22.9       4.4     4.8     2.6     -        1.8     7.9     2.6     

男性：75歳以上 63      12.7    22.2       1.6     3.2     4.8     -        -        14.3    3.2     

女性：18～29歳 238     11.8    16.4       2.5     2.5     0.4     0.4     2.1     9.7     0.4     

女性：30歳代 264     16.7    21.6       3.8     1.9     1.1     1.9     1.5     8.7     0.8     

女性：40歳代 352     14.8    23.0       2.8     1.1     0.6     2.6     3.7     9.9     0.9     

女性：50歳代 353     24.4    23.8       4.0     2.0     1.7     0.6     2.3     8.5     0.8     

女性：60～64歳 204     26.5    20.6       2.0     3.4     2.5     1.0     2.5     8.8     1.0     

女性：65～69歳 217     21.7    19.8       2.3     3.2     5.1     1.4     3.2     8.3     0.9     

女性：70～74歳 259     22.8    20.5       2.3     1.9     1.2     1.2     0.8     8.5     1.5     

女性：75歳以上 94      14.9    16.0       1.1     5.3     2.1     1.1     -        12.8    4.3     

無回答 20      5.0     25.0       -        15.0    -        -        5.0     5.0     -        

性
別
×
年
齢
別

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと

回
答
者
数

全  体
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【ブロック別】「西部Ａ（城島）」は「公共交通機関（バス、鉄道など）の充実」（37.3％）、「大気・

土壌汚染、水質汚濁、騒音、悪臭など、身近な生活環境悪化への対策」（28.8％）、「東部Ｂ（田主

丸）」は「産業廃棄物や不法投棄などへの対策」は（33.0％）、「ごみ減量への取り組み」（26.8％）

の割合が高くなっている。「公園や街路樹など市街地の緑化推進」は「中央東部」（25.6％）で高い。 
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利
用
か
ら

、
公
共

交
通
機
関
や
自
転
車
利
用
へ

の
転
換
の
促
進

公
園
や
街
路
樹
な
ど
市
街
地

の
緑
化
推
進

生
物
多
様
性
な
ど
の
自
然
環

境
の
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産
業
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投
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な

ど
へ
の
対
策

ご
み
減
量
へ
の
取
り
組
み

3,532  657     470     708     443     1,004  334     686     294     816     678     
100.0  18.6    13.3    20.0    12.5    28.4    9.5     19.4    8.3     23.1    19.2    

東部A 219     18.3    10.0    24.7    10.5    27.9    5.9     19.6    9.1     24.2    22.4    

東部B（田主丸） 179     17.9    6.7     22.3    12.8    27.4    6.1     11.7    8.9     33.0    26.8    

北部A 316     19.0    13.6    18.0    12.3    35.1    12.3    14.9    3.5     22.5    19.3    

北部B（北野） 175     24.0    14.9    20.6    13.1    33.1    6.9     13.7    8.6     24.0    18.9    

中央東部 550     19.8    14.9    21.3    14.5    24.5    9.1     25.6    11.1    20.7    18.0    

南東部 347     17.6    13.8    19.6    13.5    27.4    11.8    16.7    9.2     28.0    18.7    

中央部 519     16.4    14.1    19.5    12.5    25.2    11.8    22.9    9.8     20.6    19.8    

中央南部 541     19.4    13.9    23.7    13.9    28.1    11.3    21.1    9.1     18.9    17.2    

南西部 344     16.9    13.7    14.5    10.2    31.4    6.7     19.2    5.5     24.4    18.6    

西部A（城島） 118     16.9    11.9    16.1    8.5     37.3    7.6     15.3    5.1     27.1    20.3    

西部B（三潴） 210     20.5    12.9    17.6    11.0    27.1    6.7     14.8    6.2     24.3    18.6    

わからない・無回答 14      14.3    7.1     7.1     -        21.4    -        28.6    7.1     28.6    -        

回
答
者
数

全  体

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと
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3,532  611     718        112     106     67      36      74      308     48      
100.0  17.3    20.3       3.2     3.0     1.9     1.0     2.1     8.7     1.4     

東部A 219     24.2    22.4       3.2     5.0     2.3     1.4     1.4     9.6     0.9     

東部B（田主丸） 179     17.3    21.2       3.9     4.5     2.2     -        3.4     8.9     1.1     

北部A 316     14.9    23.1       2.8     3.2     1.6     1.9     4.4     9.5     0.3     

北部B（北野） 175     14.3    17.7       2.3     3.4     0.6     1.1     2.3     8.0     1.1     

中央東部 550     16.4    21.1       2.7     2.4     1.3     0.5     1.5     7.1     0.9     

南東部 347     19.0    17.0       2.6     3.5     1.7     0.6     2.6     6.1     3.2     

中央部 519     16.4    18.7       2.7     3.1     2.3     1.5     2.3     10.2    1.3     

中央南部 541     17.4    19.0       3.9     2.4     2.6     0.6     1.3     8.3     1.3     

南西部 344     18.3    22.1       4.1     2.3     2.0     2.0     1.5     9.0     1.2     

西部A（城島） 118     18.6    28.8       3.4     3.4     3.4     1.7     0.8     6.8     3.4     

西部B（三潴） 210     15.2    18.6       3.3     1.9     1.0     -        1.9     13.3    1.4     

わからない・無回答 14      21.4    21.4       7.1     7.1     -        -        7.1     14.3    -        

環境を守るために久留米市に力を入れてほしいこと

回
答
者
数

全  体

ブ
ロ

ッ
ク
別
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７ 市民意識調査について感じたこと 

 
問 30 あなたは、この市民意識調査を回答するときにどのように感じましたか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

 

市民意識調査について、「設問数が多く、回答に時間がかかった」が 46.6％と最も高い。次いで、

「設問文や回答選択肢の量が多く、読むのが大変だった」が 31.4％、「自分にとって興味がない調

査だった」が 16.1％となっている。「上記にあてはまるものはない」は 24.5％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問数が多く、回答に時間がかかった

設問文や回答選択肢の量が多く、読むのが大変だった

自分にとって興味がない調査だった

回答票に回答を写すのが面倒だった(郵送回答者のみ)

設問や回答選択肢にある用語の意味が分からず、
設問や回答選択肢の意図が不明確だった

スクロールするのが大変だった
（インターネット回答者のみ）

スマートフォンなどデバイス上の画面構成が見にくかった
（インターネット回答者のみ）

その他

上記にあてはまるものはない

無回答

※（　）内の数値は該当者の数値

46.6

31.4

16.1

10.4

10.3

2.1

1.2

8.4

24.5

1.5

0 30 60 （％）

全体（ｎ=3,532）

【回答はいくつでも】

（7.5）

（4.2）

（14.3）
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【性別】あまり大差はみられない。 

【性別・年齢別】「設問数が多く、回答に時間がかかった」「設問文や回答選択肢の量が多く、読む

のが大変だった」などは男女とも年齢が低い層で割合が高い傾向がみられ、また女性では「75歳以

上」でも割合が高くなっている。 
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3,532 1,647 1,108 363      568    297    866    52     
100.0 46.6   31.4   10.3     16.1   10.4 (14.3) 2.1   (7.5) 1.2   (4.2) 8.4    24.5   1.5    

男性 1,533 48.6   31.2   10.4     17.4   9.3   (13.7) 2.3   (7.1) 1.0   (3.2) 9.1    23.0   1.6    

女性 1,981 45.2   31.5   10.2     15.1   11.4 (14.9) 1.9   (8.0) 1.3   (5.3) 7.9    25.5   1.4    

無回答 18     33.3   22.2   11.1     11.1   -     (－) -     (－) -     (－) 5.6    38.9   5.6    

男性：18～29歳 146    53.4   37.7   7.5      19.9   8.2   (17.1) 4.1   (7.9) 2.7   (5.3) 4.8    20.5   1.4    

男性：30歳代 177    57.6   37.3   5.6      22.6   4.0   (8.1) 5.6   (11.0) 1.1   (2.2) 8.5    19.8   1.1    

男性：40歳代 288    55.2   34.7   9.4      12.8   6.9   (13.7) 2.1   (4.2) 1.7   (3.5) 9.7    19.4   1.4    

男性：50歳代 280    46.1   33.2   10.4     17.5   9.3   (14.9) 3.2   (8.5) 1.4   (3.8) 9.6    28.2   0.7    

男性：60～64歳 168    44.6   26.8   9.5      14.3   11.3 (15.2) 1.2   (4.7) 0.6   (2.3) 11.9   26.8   2.4    

男性：65～69歳 182    44.0   22.0   15.9     20.3   12.6 (14.3) 0.5   (4.8) -     (－) 10.4   22.5   1.6    

男性：70～74歳 227    40.5   27.3   13.2     17.2   11.0 (11.8) 0.4   (6.3) -     (－) 8.8    22.5   2.6    

男性：75歳以上 63     47.6   28.6   9.5      17.5   14.3 (14.5) -     (－) -     (－) 4.8    25.4   1.6    

女性：18～29歳 238    43.7   38.7   6.3      14.7   5.9   (12.6) 7.1   (13.4) 2.9   (5.5) 8.4    25.2   0.4    

女性：30歳代 264    47.0   34.1   9.1      11.0   9.8   (17.2) 3.8   (8.8) 3.0   (7.1) 6.8    25.0   1.1    

女性：40歳代 352    46.3   33.2   11.4     14.5   11.4 (17.2) 2.0   (5.9) 1.7   (5.0) 9.4    25.0   0.9    

女性：50歳代 353    44.5   25.8   9.1      16.4   9.3   (11.8) 0.6   (2.7) 0.6   (2.7) 8.5    28.9   0.3    

女性：60～64歳 204    38.7   29.9   12.7     17.2   11.8 (13.0) -     (－) -     (－) 8.3    26.0   2.5    

女性：65～69歳 217    44.2   27.6   11.1     18.0   11.5 (12.3) 0.5   (7.1) 0.5   (7.1) 6.9    26.7   2.8    

女性：70～74歳 259    47.5   29.7   11.6     15.4   17.0 (17.5) 0.4   (12.5) 0.4   (12.5) 6.9    22.8   1.9    

女性：75歳以上 94     53.2   39.4   11.7     13.8   20.2 (20.2) -     (－) -     (－) 6.4    21.3   3.2    

無回答 20     30.0   20.0   15.0     10.0   5.0   (50.0) -     (－) -     (－) 5.0    35.0   5.0    

東部A 219    46.6   34.2   13.7     19.6   12.3 (15.5) 2.3   (11.1) 1.8   (8.9) 8.2    26.0   0.9    

東部B（田主丸） 179    49.2   33.5   11.7     18.4   13.4 (15.0) 0.6   (5.3) -     (－) 9.5    20.1   2.8    

北部A 316    50.9   27.2   7.6      17.4   12.0 (17.0) 1.9   (6.5) 0.9   (3.2) 9.2    21.2   0.9    

北部B（北野） 175    49.7   40.6   16.6     17.7   10.3 (13.3) 2.3   (10.0) -     (－) 5.7    18.9   1.7    

中央東部 550    47.6   29.3   7.3      14.9   9.5   (14.9) 2.7   (7.4) 1.1   (3.0) 10.7   26.2   0.5    

南東部 347    47.8   32.6   8.1      13.3   8.6   (11.8) 0.9   (3.2) 1.2   (4.3) 7.8    25.4   2.6    

中央部 519    44.9   29.5   9.2      13.9   7.1   (10.9) 2.5   (7.2) 2.7   (7.7) 8.7    27.9   1.3    

中央南部 541    43.4   30.9   10.5     17.9   12.6 (16.7) 2.6   (10.5) 0.9   (3.8) 7.8    25.3   1.1    

南西部 344    45.6   32.0   12.2     14.2   10.8 (14.4) 2.3   (9.2) 0.3   (1.1) 7.8    25.0   1.7    

西部A（城島） 118    44.9   32.2   11.9     15.3   10.2 (13.2) 0.8   (3.7) 0.8   (3.7) 8.5    17.8   3.4    

西部B（三潴） 210    46.2   32.9   14.3     18.6   11.4 (14.6) 1.4   (6.5) 1.4   (6.5) 6.2    22.4   1.9    

わからない・無回答 14     42.9   35.7   -         21.4   -     (－) -     (－) -     (－) -       35.7   -       

※（　）内の数値は該当者の数値
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令和４年度 

久留米市民意識調査 
 

お願い 

 

◇この調査票は、封筒のあて名の方が調査の対象者です。その方が必ず最後まで通して回答

してください。 
 

◇この調査は、８月１９日（金）［郵送の場合：当日消印有効］までに回答してください。 
 

◇回答は、「郵送」または「インターネット」で行うことができます。 

 

【郵送で回答する場合】 
○郵送による回答をされる方は、同封の回答票（若草色の紙）に該当項目の番号を記入し、 

回答票のみを返信用の封筒で送付してください。 
 
○回答の記入は、鉛筆または黒・青のボールペンなどでお願いいたします。 

 
○各問で、「その他（具体的に：   ）」の番号を選択した方は、その内容を具体的に記入し

てください。 

 

【インターネットで回答する場合】 
○右に記載の QR コードまたは、下記 URL にアクセスし、回答を 

お願いいたします。 

https://wss3.5star.jp/survey/login/l7fu3a3k 
 
○インターネットでの回答の際は、重複回答を防ぐため、ランダムに 

生成された下記の「ＩＤ」と「パスワード」をログイン画面で入力して回答を開始してくだ

さい。（個人を特定するものではありません） 
 

  ＩＤ      
  パスワード   

 

◇この調査は、特定非営利活動法人福岡ジェンダー研究所に委託して実施しております。 
 

◇ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

≪問い合わせ先≫ 

   〒830-8520 久留米市城南町 15-3 

   久留米市 協働推進部 広聴・相談課 （TEL 0942-30-9015） 

                     （FAX 0942-30-9711） 

≪調査実施機関≫ 

   〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 3-9-3-403 

   特定非営利活動法人 福岡ジェンダー研究所 （TEL･FAX 092-401-5811） 

 

 令和４年７月 

久留米市 

 

I = 英字（大文字）のアイ 
O= 英字（大文字）のオー 
ｌ＝ 英字（小文字）のエル 
0= 数字のゼロ 
1= 数字のいち 

回答者数 3,532 件 
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※なお、調査により、回答した個人が特定されることはありません。 

記入漏れがあると、回答すべてが無効になる場合があります。 

 

Ｆ１ あなたの性別は。 

１．男性 43.4% ２．女性 56.1%  ３．（         ）0.0% 

    無回答 0.5% 

Ｆ２ あなたの満年齢は。 

１．18・19歳 1.3% ２．20歳代 9.5% ３．30歳代 12.5% 

４．40歳代 18.1% ５．50歳代 18.0% ６．60～64歳 10.5% 

７．65～69歳 11.4% ８．70～74歳 13.9% ９．75歳以上 4.6% 

    無回答 0.2% 

Ｆ３ あなたのお住まいの校区をお教えください。 

 １．西国分 8.6% ２．荘島 1.9%  ３．日吉 3.2% ４．篠山 2.5% ５．京町 1.6% 

 ６．南薫 3.6% ７．鳥飼 2.7%  ８．長門石 1.8% ９．小森野 1.5% 10．金丸 2.5% 

 11．東国分 4.0% 12．御井 2.9%  13．南 5.1% 14．合川 3.8% 15．山川 2.0% 

 16．上津 5.2% 17．高良内 3.6%  18．宮ノ陣 3.7%  19．山本 1.0% 20．草野 0.3% 

 21．安武 2.2% 22．荒木 5.0%  23．大善寺 2.6% 24．善導寺 2.2%  25．大橋 0.7% 

 26．青峰 1.0% 27．津福 5.0%  28．船越 0.3% 29．水縄 0.4% 30．田主丸 2.6% 

 31．水分 0.4% 32．竹野 0.5%  33．川会 0.4% 34．柴刈 0.5% 35．弓削 0.5% 

 36．北野 2.8% 37．大城 0.9%  38．金島 0.7% 39．城島 1.7% 40．下田 0.2% 

41．江上 0.8% 42．青木 0.5%  43．浮島 0.2% 44．西牟田 1.3% 45．犬塚 1.3% 

46．三潴 3.3% 47．わからない     0.1% 無回答 0.3% 

     

（お住まいの町名をご記入ください      町・丁目） 

 

Ｆ４ あなたの職業は。 

１．農林漁業 2.0%  ２．自営業 8.6% 

３．給与所得者（常勤） 40.2% ４．パート・アルバイト（学生は除く） 16.3% 

５．学生 3.5%  ６．家事に専念 11.3% 

７．無職 16.1%  ８．その他（具体的に：       ）1.7% 

   無回答 0.3% 

Ｆ５ あなたの家（現在同居している方のみ）の家族構成は。 

１．単身 13.0%  ２．夫婦のみ 23.4% 

３．親・子（２世代） 50.9%  ４．親・子・孫（３世代） 9.3% 

５．その他（具体的に：       ）3.0%   無回答 0.3% 

 

以下の質問は、調査結果を統計的に整理するために必要なものです。 

ご記入への協力をお願い致します。 
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Ｆ６ あなたが現在同居している家族について、次のうちあてはまるものすべて記入してください。 

１．世帯の中に就学前の子どもがいる 11.6% 

２．世帯の中に小学生がいる 12.6% 

３．世帯の中に中学生がいる 8.1% 

４．世帯の中に１～３以外の１８歳未満の子どもがいる 7.6% 

５．世帯の中に６５歳以上の人がいる 41.2% 

６．世帯の中に障害者手帳を持っている人がいる（本人を含みます） 11.1% 

７．世帯に上記１～６にあてはまる人はいない 61.3% 

   無回答 0.3% 
 

Ｆ７ あなたのお住まいの形態は。 

１．持ち家（一戸建て） 61.5% 

２．持ち家（集合住宅・分譲マンション） 10.0% 

３．賃貸住宅（一戸建て） 3.8% 

４．賃貸住宅（アパート・マンション） 22.0% 

５．勤務先給与住宅（公務員住宅・社宅・寮など） 1.6% 

６．間借り、その他（具体的に：                     ）0.9% 

   無回答 0.3% 
 

Ｆ８ あなたが久留米市にお住まいになって、何年くらいになりますか。合併前を含め、現在の久

留米市にこれまで住んでいた合計期間をお答えください。 

１．５年未満 8.8% ２．５～10年未満 7.0% ３．10～20年未満 12.3% 

４．20～30年未満 16.1% ５．30～40年未満 15.7% ６．40年以上 40.0% 

    無回答 0.2% 
 

Ｆ９ あなたの世帯は、自治会（町内会）に加入していますか。 

１．加入している 78.8% ２．加入していない 13.3% ３．わからない 7.6% 

    無回答 0.4% 
 

Ｆ10 あなたは、「広報久留米」を読んでいますか。 

１．毎号必ず読む 34.7%   ２．ときどき読む 35.4% 

３．あまり読まない 14.5%   ４．まったく読まない 15.2% 

    無回答 0.3% 
 

Ｆ11 日常生活でよく利用する移動手段は何ですか。あてはまるものすべて記入してください。 

１．徒歩 37.3%   ２．自転車 22.7% 

３．バイク（原動機付自転車を含む） 3.9%  ４．自動車 84.3% 

５．バス 14.8%   ６．鉄道 16.3% 

７．その他（具体的に：        ）0.9% 無回答 0.3% 
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問１ あなたは、久留米市は住みやすいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．住みやすい 47.6%  ２．どちらかといえば住みやすい 45.5% 

３．どちらかといえば住みにくい 4.5% ４．住みにくい 1.2% 

   無回答 1.2% 

問２ あなたは、久留米市のまちの環境にどの程度満足していますか。 

（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 １
．
満
足 

２
．
や
や
満
足 

３
．
や
や
不
満 

４
．
不
満 

５
．
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）自然環境の豊かさ 38.5% 48.4% 7.2% 1.6% 4.2% 0.1% 

（イ）通勤・通学の便利さ 26.4% 39.5% 19.1% 9.3% 5.0% 0.6% 

（ウ）公園など外で活動する場の多さ 18.2% 41.4% 20.7% 8.0% 11.4% 0.3% 

（エ）住んでいる人の親切さ 19.4% 53.0% 12.7% 3.3% 11.4% 0.3% 

（オ）治安のよさ 19.7% 50.0% 18.2% 6.1% 5.8% 0.2% 

（カ）文化・芸術に身近にふれる機会や場の多さ 11.4% 40.6% 22.3% 7.1% 18.3% 0.3% 

（キ）子育て環境のよさ 13.4% 40.1% 15.6% 4.8% 25.5% 0.7% 

（ク）教育環境のよさ 12.9% 39.2% 17.2% 5.2% 24.8% 0.7% 

（ケ）医療や福祉の充実 37.5% 43.8% 10.6% 2.6% 5.2% 0.3% 

（コ）就業機会の多さ 6.3% 29.3% 25.3% 10.1% 28.3% 0.7% 

（サ）新鮮な農産物やおいしい食べ物の豊富さ 34.7% 49.0% 8.9% 2.1% 5.0% 0.3% 

（シ）地域の祭りやイベントの活発さ 13.4% 44.2% 18.9% 4.8% 18.3% 0.3% 

（ス）買い物や飲食など日常生活の便利さ 29.6% 45.2% 15.6% 8.3% 1.2% 0.2% 

（セ）住宅事情のよさ 17.0% 45.2% 17.3% 5.7% 14.5% 0.3% 

 

問３ あなたは、久留米市に愛着がありますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．愛着がある 41.0%  ２．どちらかといえば愛着がある 46.3% 

３．どちらかといえば愛着がない 7.2% ４．愛着がない 2.3% 

   無回答 3.2% 

 

久留米市の住みやすさや愛着度についておたずねします 



 Ⅲ 使用した調査票と全体結果 

- 139 - 

問４ 久留米市の状況として、次の（ア）～（シ）の事柄について、あなたはどう思いますか。 

（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 １
．
そ
う
思
う 

２
．
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

３
．
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
わ
な
い 

４
．
そ
う
思
わ
な
い 

 
 

無
回
答 

（ア）季節感あふれるまち（例：花や緑が多い など） 31.3% 54.4% 11.4% 2.8% 0.2% 

（イ）都市環境が充実しているまち（例：公共交通機関の充実、道

路が整備されている など） 
14.5% 48.4% 27.5% 9.4% 0.2% 

（ウ）外で活動しやすいまち（例：公園や広場が多い、歩道や自

転車道が整備されている など） 
10.4% 45.3% 34.6% 9.3% 0.3% 

（エ）人権が尊重されているまち（例：人権教育の機会充実、女

性が活躍しやすい環境 など） 
8.2% 52.8% 30.2% 7.9% 0.9% 

（オ）安全で安心して暮らせるまち（例：防災対策が充実してい

る、治安がよい など） 
14.5% 57.4% 21.9% 5.9% 0.3% 

（カ）心豊かに暮らせるまち（例：文化・芸術が盛ん、スポーツを

楽しむ機会が多い など） 
13.5% 54.6% 25.8% 5.6% 0.5% 

（キ）子育てしやすいまち 14.6% 57.9% 19.5% 6.5% 1.6% 

（ク）地域で支えあいや助け合いが充実しているまち 9.9% 52.1% 30.3% 7.2% 0.5% 

（ケ）働きやすいまち（例：就職の機会が豊富、働きやすい環境 

など） 
8.1% 44.8% 36.2% 9.6% 1.3% 

（コ）国際性豊かなまち（例：外国人と接する機会が多い、 

海外との交流が活発 など） 
3.7% 22.0% 47.9% 25.5% 0.9% 

（サ）にぎわいのあるまち（例：中心市街地や観光地が多くの人で

にぎわっている など） 
5.3% 26.5% 45.1% 22.6% 0.5% 

（シ）県南の中核都市である（例：地域の発展をリードしている 

など） 
14.3% 40.8% 28.7% 15.4% 0.8% 

 

問５ あなたは、事情が許せば今後も久留米市に住み続けたいと思いますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．住み続けたい 48.5% 

２．どちらかといえば住み続けたい 33.5% 

３．どちらかといえば移りたい 8.4% 

４．移りたい 2.8% 

５．わからない 6.7% 

   無回答 0.2% 
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問６ あなたは、ふだんの生活の中で、生涯学習活動※を行っていますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．行っている 26.5%  ２．行っていない 72.9%        無回答 0.7% 

 

 

 

 

 

問７ ご家庭で使用する水の種類は何ですか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．水道水（上水道）のみ 80.6%  ２．地下水（井戸水）のみ 7.6% 

３．水道水（上水道）と地下水（井戸水）との併用 11.3% 

無回答 0.5% 

問８ あなたは、あなた自身の健康についてどう感じますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．健康である 22.4%  ２．どちらかといえば健康である 56.9% 

３．どちらかといえば健康でない 15.7% ４．健康でない 4.6% 

   無回答 0.4% 

問９ あなたは、どれくらいの頻度で、健康づくりのために体を動かしたり、運動をしたりしていますか。

（１日３０分以上）。（あてはまる番号１つだけ） 

１．週に２日以上 31.5% ２．週に１日程度 19.7% ３．月に１～３日程度 11.9% 

４．３か月に１～２日程度 4.5% ５．年に１～３日程度 3.0% ６．まったく行っていない 28.7% 

無回答 0.6% 

問 10 あなたは、「安全安心のまちづくり」を、市と地域の皆さんがともに協力しあって進めていくこと

が必要だと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．そう思う 47.0%  ２．どちらかといえばそう思う 46.5% 

３．どちらかといえばそう思わない 4.2% ４．そう思わない 1.6% 

無回答 0.7% 

問 11 あなたは、地域をよりよくするために、校区コミュニティ活動や自治会活動、ボランティア活動

などの市民活動※に参加したいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．そう思う 11.3%  ２．どちらかといえばそう思う 39.6% 

３．どちらかといえばそう思わない  30.8% ４．そう思わない 17.6% 

無回答 0.8% 

 

 

 

 

※「市民活動」とは… 

◎校区コミュニティ活動 

（小学校区単位の校区コミュニティ組織による活動や防犯協会などの各種住民団体による

活動） 

◎自治会活動（自治会、町内会、隣組、班などでの活動） 

◎ボランティア活動 

あなたのふだんの生活についておたずねします 

※「生涯学習活動」とは… 

人々がいつでもどこでも、自由に行う学習活動のことで、次のようなものがあります。 

◎軽い運動やスポーツ、文化活動、ボランティア活動 

◎校区コミュニティセンターでの講座など社会教育における学習活動  

◎趣味として行う学習活動 
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問 12 あなたは、オンライン開催※での参加も含めて、この１年間に、市民活動にどの程度参加しました

か。（あてはまる番号１つだけ） 

１．週に１回以上 0.9% 

２．月に２～３回程度 2.7% 

３．月に１回程度 4.0% 

４．年に数回程度 10.9% 

５．年に１回程度 4.4% 

６．まったく参加していない 76.6% 

無回答 0.6% 

 

 

 

付問１  問 12で１．から５．と回答した人に （回答者数 806 件） 

あなたは、この１年間にオンライン開催による市民活動に参加しましたか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．はい 12.0% 

２．いいえ 78.3% 

    無回答 9.7% 
 

問 13 近年、久留米市において差別事件や人権侵害事案が発生しています。 

あなたは、同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けて、自分自身の人権に対する感覚を高

めたいと思いますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．そう思う 18.3% 

２．どちらかといえばそう思う 36.9% 

３．どちらかといえばそう思わない 32.1% 

４．そう思わない 11.2% 

   無回答 1.4% 
 

付問１  問 13で１．または２．と回答した人に （回答者数 1,950 件） 

あなたは、人権に対する感覚を高めるために、どのようなことをしたいと思いますか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

１．市などが主催する同和問題、人権問題の講演会、学習会に参加する 18.5% 

２．地域で開催する講演会、学習会に参加する 16.7% 

３．ＰＴＡや学校の講座、研修に参加する 9.0% 

４．職場の講座や研修に参加する 18.9% 

５．市の広報紙やホームページで人権に関する記事を読む 55.8% 

６．書籍などで自主学習をする 22.2% 

７．家族や友人など身近な人と人権問題について話をする 29.8% 

８．その他（具体的に：                     ）2.2% 

無回答 2.5%            

※「オンライン開催」とは… 

インターネットを通じ、Ｗｅｂ会議ツールを用いて開催されるもの。 
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問 14 久留米市では、市民のニーズを的確に把握し、政策へと反映させるまちづくりを進めています。

そこで、次の（ア）～（コ）の取り組みについておたずねします。あなたは、これらの取り組みに

どの程度満足していますか。（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 １
．
満
足 

２
．
や
や
満
足 

３
．
や
や
不
満 

４
．
不
満 

５
．
わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

（ア）公園や広場の整備・充実 12.4% 47.1% 23.5% 8.0% 8.8% 0.3% 

（イ）国道・県道・バイパスなど広域幹線道路の整備 10.9% 44.5% 25.1% 12.3% 6.8% 0.3% 

（ウ）観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・ 

会議・大会の誘致などの観光コンベンションの振興 
5.5% 29.9% 26.7% 9.5% 28.1% 0.4% 

（エ）家のまわりの生活道路や側溝の整備 8.7% 34.6% 29.8% 22.2% 4.4% 0.3% 

（オ）水道水の安全性や水質 26.8% 46.5% 10.5% 3.4% 12.5% 0.3% 

（カ）下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実 23.9% 45.2% 12.3% 5.8% 12.4% 0.5% 

（キ）水害やがけ崩れ・山崩れの防止などの防災対策 

および総合防災訓練の充実 
6.5% 28.8% 25.6% 15.4% 23.2% 0.6% 

（ク）自治会などの校区コミュニティ活動や、ＮＰＯ・ 

ボランティア活動など市民自らが進めるまちづくり活

動の振興 

7.4% 35.8% 17.0% 4.5% 34.7% 0.6% 

（ケ）バス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の現状 14.7% 40.1% 22.6% 14.5% 7.6% 0.5% 

（コ）花や緑、水辺等の魅力の向上 13.4% 47.6% 19.4% 5.9% 13.1% 0.6% 
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問 15 あなたが、この１年間で行った運動・スポーツをあげてください。 

（あてはまる番号いくつでも。学校体育の授業や職業として行ったものは除きます。） 

１．ジョギング・ウォーキング・階段昇降（散歩などを含む） 59.5% 

２．体操（ラジオ体操・縄跳び・ヨガ・エアロビクスなどを含む） 29.2% 

３．トレーニング 15.5% 

４．ボウリング 5.6% 

５．ゴルフ 7.6% 

６．水泳・水中ウォーキング 5.9% 

７．屋内競技（バレー・バスケット・バドミントンなど） 5.7% 

８．卓球 3.3% 

９．ダンス（ジャズダンス・社交ダンス・ブレイキン・ヒップホップなどを含む）2.5% 

10．柔道・剣道・空手道・少林寺拳法 0.9% 

11．登山（キャンプ・ハイキングなどを含む） 8.2% 

12．自転車（サイクリング・BMXなどを含む） 12.6% 

13．ソフトボール 0.8% 

14．野球 2.0% 

15．テニス・ソフトテニス 2.6% 

16．ゲートボール・グラウンドゴルフ 1.3% 

17．スキー・スケート・スノーボード 1.4% 

18．屋外競技（サッカー・ラグビーなど） 1.5% 

19．水上スポーツ（サーフィン・カヌー・釣りなどを含む） 1.6% 

20．弓道・アーチェリー 0.2% 

21．スケートボード 0.4% 

22．スポーツクライミング（ボルダリングなど） 0.7% 

23．その他（具体的に：                         ）1.2% 

24．何も行っていない 22.7%          付問２へ 

無回答 0.5% 
 

付問 1  問 15で１．から 23．と回答した人に （回答者数 2,713 件） 

あなたはこの１年間、運動・スポーツをどこで行いましたか。（あてはまる番号３つまで） 

１．公共の体育・スポーツ施設 18.9% ２．筑後川河川敷（運動広場を含む） 13.6% 

３．小・中・高・大学などの学校体育施設 4.9% ４．民間商業インドア施設 11.2% 

５．民間商業アウトドア施設 9.2%           （ﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ・ｼﾞﾑ・ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場など） 

（ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ・ｺﾞﾙﾌ場など） ６．自宅または自宅敷地内 36.3% 

７．職場または職場敷地内 8.3% ８．校区コミュニティセンターや 

９．公園・空き地 19.8% 自治会集会所 4.2% 

10．公道（ｳｫｰｷﾝｸﾞ・ﾗﾝﾆﾝｸﾞ・      11．山岳・森林・海・湖・川・池などの 

自転車競技など） 40.5% 自然環境 12.8% 

12．その他（具体的に：       ）2.0%     無回答 3.2% 

運動・スポーツの習慣についておたずねします 
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付問 2  問 15で 24．と回答した人に（回答者数 800 件） 

運動・スポーツをしなかった・できなかった理由として、最も大きな理由は何ですか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

１．仕事や家事が忙しいから 48.8% ２．子どもに手がかかるから 8.5% 

３．病気やけがをしているから 15.9% ４．年をとったから 14.6% 

５．場所や施設がないから 8.0% ６．仲間がいないから 10.1% 

７．指導者がいないから 1.3% ８．お金に余裕がないから 17.3% 

９．運動・スポーツが嫌いだから 7.8% 10．面倒くさいから 21.8% 

11．運動・スポーツ以上に大切な 12．生活や仕事で体を動かしているから 23.0% 

ことがあるから 2.9% 13．コロナウィルス感染症対策による 

14．その他（具体的に：     ）5.6% スポーツの必要性に対する意識の変化 10.3% 

15．特に理由はない 9.5% 無回答 2.9% 
 

問 16 あなたが、今後やってみたい運動・スポーツをあげて下さい。 

（あてはまる番号いくつでも） 

１．ジョギング・ウォーキング・階段昇降（散歩などを含む） 46.5% 

２．体操（ラジオ体操・縄跳び・ヨガ・エアロビクスなどを含む） 30.4% 

３．トレーニング 18.9% 

４．ボウリング 8.4% 

５．ゴルフ 9.2% 

６．水泳・水中ウォーキング 20.0% 

７．屋内競技（バレー・バスケット・バドミントンなど） 8.6% 

８．卓球 5.7% 

９．ダンス（ジャズダンス・社交ダンス・ブレイキン・ヒップホップなどを含む） 7.2% 

10．柔道・剣道・空手道・少林寺拳法 3.0% 

11．登山（キャンプ・ハイキングなどを含む） 17.7% 

12．自転車（サイクリング・ＢＭＸなどを含む） 11.8% 

13．ソフトボール 1.9% 

14．野球 2.7% 

15．テニス・ソフトテニス 7.1% 

16．ゲートボール・グラウンドゴルフ 2.0% 

17．スキー・スケート・スノーボード 4.8% 

18．屋外競技（サッカー・ラグビーなど） 2.0% 

19．水上スポーツ（サーフィン・カヌー・釣りなどを含む）4.8 % 

20．弓道・アーチェリー 3.7% 

21．スケートボード 1.1% 

22．スポーツクライミング（ボルダリングなど） 5.0% 

23．その他（具体的に：                        ）1.0% 

24．今後行いたいものはない 13.8% 

無回答 1.8% 
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問 17 現在の久留米市の運動・スポーツ施設について、あなたは満足していますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．十分満足している 7.8% ２．ある程度満足している 30.6%  ３．どちらでもない 44.6% 

４．やや不満である 11.7% ５．不満である 3.9%    無回答 1.4% 

 

付問１  問 17で４.または５.と回答した人に （回答者数 551 件） 

その不満の理由を教えてください。（あてはまる番号３つまで） 

１．やりたい運動・スポーツができる施設がないから（具体的に：      ） 25.4% 

２．施設についての情報提供が少ないから 46.5% 

３．施設への案内表示が少なく、場所が分かりにくいから 13.6% 

４．施設利用者が多く、十分満足のいく利用ができない 17.6% 

５．施設まで遠く、交通の便が悪いから 27.6% 

６．利用時間帯が限られているから 21.6% 

７．駐車場が狭いから 6.2% 

８．施設が老朽化しているから 6.4% 

９．施設がバリアフリー対応でないから 1.1% 

10．冷暖房・温水シャワーなどの設備が不十分だから 4.7% 

11．夜間照明がなく、夜間利用ができないから（屋外施設） 2.9% 

12．利用申込の場所や方法がわかりにくいから 16.7% 

13．施設が小さく、大規模大会などが開催できないから 2.2% 

14．その他（具体的に：                         ）9.8% 

無回答 1.8% 
 

問 18 あなたが今よりもっとスポーツに親しむために、久留米市にどのようなことに力を入れてほしい

と思いますか。（あてはまる番号３つまで） 

１．子どもや高齢者など、すべての世代でのスポーツ機会の充実 34.9% 

２．初心者向けの運動・スポーツ教室の開催を増やす 32.0% 

３．一緒にスポーツをする仲間と出会える機会を増やす仕組みをつくる 23.1% 

４．障害者スポーツの振興（大会や体験会の充実） 3.0% 

５．久留米市のスポーツ関連施設の充実と活用 26.1% 

６．国際大会などで活躍できるトップアスリートの育成 3.6% 

７．トップアスリートと住民との交流機会の提供 5.7% 

８．国内外への情報発信（スポーツ施設やイベントなど）2.0% 

９．国際スポーツ大会やキャンプ地の誘致 5.0% 

10．スポーツツーリズム※の推進による観光客の誘致 2.8% 

11．競技力向上のための高度な技術を持った指導者の育成 2.7% 

12．運動・スポーツを指導してくれる人など支える側の人を増やす 12.5% 

13．ボランティアや地域の人が積極的に参画できる仕組みをつくる 10.7% 

14．その他（具体的に：                         ）2.7% 

15．わからない 20.8%       無回答 1.6% 

※スポーツツーリズムとは… 

スポーツイベントの参加者と 

周辺地域の観光とを融合させ、 

交流人口の拡大や地域経済への 

波及効果などを目指す取り組み。 
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問 19 あなたは、近所との付き合いがどの程度ありますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．日頃から親しくしている 17.8% 

２．用事があれば、話をする 32.7% 

３．挨拶する程度 37.7% 

４．ほとんど面識がない 9.3% 

５．関わりたくないと思っている 1.8% 

   無回答 0.7% 

 

問 20 あなたやご家族が生活していく中で、不安に思うことや心配事があったとき、助けを求めること

ができる人がいますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．助けを求めることができる人がいる  82.8% 

２．助けを求めることができる人はいない 10.1% 

３．助けを求めようと思わない 6.3% 

   無回答  0.8% 

付問１  問 20で１．と回答した人に （回答者数 2,923 件） 

それは、どのような人ですか。（あてはまる番号いくつでも） 

１．家族・親族 90.8% 

２．友人・知人 62.3% 

３．地域や隣近所の人 27.2% 

４．民生委員など（地域のボランティアなども含む） 3.2% 

５．相談支援機関の職員(地域包括支援センターや障害者基幹相談支援センターなど） 3.2% 

６．専門職（医師やケアマネジャーなど） 6.8% 

７．市役所の職員 2.9% 

８．その他（具体的に：                           ）1.0% 

無回答  0.9% 

 

問 21 あなたは、地域や近所に困っている人がいた場合、相談にのることができますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．相談にのることができる 23.8% 

２．日頃から親しくしている人であれば相談にのることができる 63.2% 

３．相談にのることはできない 12.1% 

   無回答 0.9% 

地域福祉についておたずねします 
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問 22 あなたは、ここ 1か月くらいの間に、不安や悩み、ストレスをかかえたことがありますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．大いにある 23.3% ２．多少ある 42.6% 

３．あまりない 27.6% ４．まったくない 5.7% 無回答 0.8% 
 

付問１  問 22で１．または２．と回答した人に （回答者数 2,327 件） 

それはどのようなことが原因ですか。（あてはまる番号いくつでも） 

１．家庭に関すること（家族関係、子育て、家族の介護など） 42.6% 

２．健康に関すること（身体・こころの病気など） 44.3% 

３．経済的な問題に関すること（金銭関係など） 34.3% 

４．仕事に関すること（仕事の悩み、職場の人間関係など） 49.9% 

５．恋愛、結婚に関すること 7.0% 

６．学校に関すること（学校での人間関係、進路など ）5.4% 

７．その他（具体的に：                    ）4.3% 

    無回答 1.8% 

問 23 あなたが、不安や悩み、ストレスを抱えた場合、誰かに相談したり助けを求めたりすることに、

ためらいを感じますか。（あてはまる番号１つだけ） 

１．感じる 12.9% 

２．どちらかといえば感じる 23.1% 

３．どちらかといえば感じない 37.3% 

４．感じない 17.4% 

５．わからない 7.4% 

無回答 1.9% 

 付問１ 問 23で１．または２．と回答した人に（回答者数 1,273 件） 

それはどのようなことが原因ですか（あてはまる番号いくつでも） 

１．家族や友達など身近な人には、相談したくない（できない）悩みだから 31.0% 

２．精神的な悩みを話すことに抵抗があるから 46.5% 

３．病院や支援機関等（行政の相談窓口、保健所など）の専門家に相談したいと思って 

いるが、相談するハードルが高く感じるから 13.4% 

４．過去に、身近な人に相談したが、解決しなかった（嫌な思いをした）から 10.8% 

５．過去に、病院や支援機関等に相談したが、解決しなかった（嫌な思いをした）から  

６．自分の悩みを解決できるところはないと思っているから 20.7% 

７．根本的な問題の解決にはならないから 32.1% 

８．受診などお金が掛かることは避けたいから 7.7% 

９．時間の都合がつかないから 7.1% 

10．どれを利用したらよいか分からないから 12.8% 

11．その他（具体的に：                     ）3.7%  無回答 1.4% 

こころの健康についておたずねします 

6.4% 
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問 24 あなたが、不安や悩み、ストレスを抱えた場合、誰に（どこに）相談しますか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

１．同居の家族や親族 66.5% ２．別居の家族や親族 40.3% 

３．友人・知人 56.1% ４．学校の先生 1.4% 

５．学校のカウンセラー 0.6% ６．職場の上司・同僚 16.0% 

７．職場の健康管理センター 0.8% ８．かかりつけ医の医療機関 9.2% 

９．精神科や心療内科などの医療機関 5.1%   （精神科や心療内科を除く） 

10．薬局 0.6% 11．地域包括支援センター・ 

12．民間ボランティアの電話相談 0.5%     障害者基幹相談支援センター 1.8% 

13．ＳＮＳ相談（LINEほか） 1.2% 14．民生委員・児童委員 1.0% 

15．市役所・保健所などの公的機関 16．相談する相手はいない 2.3% 

17．相談しない 6.2% 18．その他（具体的に：      ）0.7% 

 無回答 0.9% 
 

 

 

問 25 あなたは、お住まいになっている周りの環境に、現在どのくらい満足していますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．満足 12.2% 2．おおむね満足 57.6% ３．どちらでもない 16.7% 

４．やや不満 9.0% ５．不満 3.7%  無回答 0.9% 
 

問 26 あなたはお住まいになっている周りの環境に、次の（ア）～（コ）それぞれの事柄に現在どのく

らい満足していますか。（あてはまる番号それぞれ１つずつ） 

 １
．
満
足 

２
．
や
や
満
足 

３
．
や
や
不
満 

４
．
不
満 

無
回
答 

（ア）公園や街路樹などの緑の豊かさ 21.7% 53.7% 16.6% 5.1% 2.8% 

（イ）里山や農地、森林などの緑の豊かさ 20.4% 54.5% 15.5% 3.9% 5.7% 

（ウ）川や池などの水質や水辺の状況 12.3% 46.5% 27.6% 8.6% 5.0% 

（エ）昆虫や魚、鳥などの自然の生き物（生物多様性）の状況 14.0% 50.2% 22.7% 6.1% 6.9% 

（オ）市街地と自然のバランス 16.6% 57.7% 17.8% 4.0% 3.9% 

（カ）街並みなどの景観 13.0% 53.7% 24.0% 6.0% 3.3% 

（キ）大気や騒音、振動などの状況 13.0% 44.5% 29.4% 10.2% 2.9% 

（ク）鉄道やバスなど、公共交通の使いやすさ 18.3% 40.0% 24.6% 14.8% 2.2% 

（ケ）ごみ処理（資源回収や分別収集など）の状況 25.7% 50.7% 14.7% 6.4% 2.5% 

（コ）環境教育、環境に関する情報の得やすさ 10.1% 49.7% 26.4% 5.9% 8.0% 

環境についておたずねします 

3.7% 
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問 27 あなたは、ふだんの生活の中で、環境に配慮した取り組み※をしていますか。 

（あてはまる番号１つだけ） 

１．少し不便を感じることがあっても積極的に取り組んでいる 13.7% 

２．生活に不便のない範囲で取り組んでいる 70.1% 

３．必要性は感じるが、取り組んでいない 12.9% 

４．取り組む必要性を感じていない 2.5% 

無回答 0.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 28 あなたが環境に関するイベントやボランティア活動に参加しやすくするために、どのようなこと

があれば良いと思いますか。（あてはまる番号いくつでも） 

１．インターネット（ホームページなど）やＳＮＳで情報が得られる 40.0% 

２．フリーペーパー・新聞などで情報が得られる 35.4% 

３．幼稚園、保育園、学校などを通じたチラシの配布などで情報が得られる 13.1% 

４．景品などの特典がある 20.6% 

５．家族で参加できる 20.4% 

６．職場で参加できる 10.7% 

７．一緒に環境問題に取り組む仲間がいる 18.9% 

８．自分の行動が環境に貢献していることが数値などで実感できる 11.9% 

９．その他（具体的に：                      ）1.4% 

10．特にない 20.0% 

無回答 1.1% 

 

※「環境に配慮した取り組み」とは… 

環境への負荷を少なくする、環境を守るために行う行動のことで、次のようなものがあります。 

◎家庭や職場での節電や節水 

◎車の使用を控えた徒歩や自転車、公共交通機関の利用、エコドライブ 

◎省エネ家電などエネルギー消費の少ない商品の購入 

◎ごみの分別の徹底、マイバッグの利用などによるごみの減量 

◎緑のカーテン、草花や木を植える緑化活動 
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問 29 あなたは、環境を守るために、久留米市はどのようなことに力を入れてほしいと思いますか。（あ

てはまる番号３つまで） 

１．こまめな節電など、身近な省エネ行動の周知 18.6% 

２．省エネ性能が高い製品への買い換え促進 13.3% 

３．学校における環境教育の推進 20.0% 

４．企業が行う事業活動の省エネ化や低公害化への支援 12.5% 

５．公共交通機関（バス、鉄道など）の充実 28.4% 

６．マイカー利用から、公共交通機関や自転車利用への転換の促進 9.5% 

７．公園や街路樹など市街地の緑化推進 19.4% 

８．生物多様性などの自然環境の保全 8.3% 

９．産業廃棄物や不法投棄などへの対策 23.1% 

10．ごみ減量への取り組み 19.2% 

11．地球温暖化防止などに役立つ森林の整備や、水源の保護 17.3% 

12．大気・土壌汚染、水質汚濁、騒音、悪臭など、身近な生活環境悪化への対策 20.3% 

13．環境ボランティアやＮＰＯなどへの支援の強化 3.2% 

14．環境に関する活動に一緒に取り組む仲間（サ―クル）づくりの支援 3.0% 

15．「市民・事業者の環境配慮行動指針」の浸透 1.9% 

16．「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」などの国民運動の周知 1.0% 

17．その他（具体的に：                       ）2.1% 

18．特にない 8.7% 

無回答 1.4% 

 

 

 

問 30 あなたは、この市民意識調査を回答するときにどのように感じましたか。 

（あてはまる番号いくつでも） 

１．設問数が多く、回答に時間がかかった 46.6% 

２．設問文や回答選択肢の量が多く、読むのが大変だった 31.4% 

３．設問や回答選択肢にある用語の意味が分からず、設問や回答選択肢の意図が不明確だった  

４．自分にとって興味がない調査だった 16.1% 

５．回答票に回答を写すのが面倒だった(郵送回答者のみ) 10.4% 

６．スクロールするのが大変だった（インターネット回答者のみ） 2.1% 

７．スマートフォンなどデバイス上の画面構成が見にくかった（インターネット回答者のみ）  

８．その他（具体的に：                           ）8.4% 

９．上記にあてはまるものはない 24.5% 

無回答 1.5% 

 

ご多忙のところ調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。 

いま一度、回答用紙に記入もれや記入間違いがないか十分にお確かめのうえ、 

回答用紙のみを同封している「返信用封筒」に入れて、お送りください。

最後に、市民意識調査のことについておたずねします 

10.3% 

1.2% 
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