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Ⅰ 調査の概要         

１ 調査の目的 

この調査は、時代と共に変化する市民意識の動向と現在の多様な市民ニーズを科学的、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          2,000 

（４）抽 出 方 法          住民基本台帳からの二段無作為抽出法 

（５）実 査 方 法          調査票を郵送し、調査員が訪問回収を行う郵送法併用の留置法 
           （調査票は封筒に封入したものを回収） 

（６）実 査 期 間          平成 29 年６月 29 日～７月 11 日 

（７）回 収 数 （ 率 ）          1,765 票（88.3％） 

（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 西日本新聞社 お客さまセンター 調査・マーケティンググループ 

（９）調査結果の分析者  武藤桐子（香蘭女子短期大学 非常勤講師） 

３ 調査項目 

今回の意識調査は、主に、１．行政施策 ２．安全安心のまちづくり（セーフコミュニティ）

３．障害者福祉 ４．中心市街地活性化 という４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．安全安心のまちづくり（セーフコミュニティ）   久留米市が取り組んでいる「けがや事

故の予防」に重点を置き、地域社会で進める安全安心のまちづくり「セーフコミュニティ」の

取り組みの現状と市民の意識を調査した。調査は、①「セーフコミュニティの取り組み」②「地

域での見守り活動」③「交通安全（自転車）」④「防犯・防災」⑤「子どもの安全」⑥「ＤＶ（ド

メスティック・バイオレンス）防止」⑦「こころの健康」についての意識やニーズ・意向など

について尋ねた。 

 ３．障害者福祉   障害者福祉に関する市民の意識、関連する法律の認知や理解度、さらには

障害者福祉活動への参加意向などについて調査し、次期障害者計画策定の基礎資料として活用

する。 

 ４．中心市街地活性化   中心市街地への来街について、来街の頻度、目的、移動手段、中心

市街地への来街や定住意向を高めるための取り組みなどについて調査し、次期中心市街地活性

化基本計画策定の基礎資料として活用する。 
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行政施策 （問１～11）

久留米市の住みやすさ（問１）

住みやすい・住みにくいと思う理由（問１付問１・２）

久留米市への愛着（問２）

久留米市の状況（問３）

普段の生活の中での環境に配慮した取り組みの状況（問４）

生涯学習・文化芸術・運動やスポーツ活動を行っているか（問５Ａ・Ｂ・Ｃ）

健康づくりのための運動の頻度（問６）

市民活動の参加意向・参加状況（問７・８）

人権問題の解決に向けて、人権に対する感覚を高めたいか（問９）

人権に対する感覚を高めるために取り組みたいこと（問９付問）

施策の満足度（問10）

力を入れてほしい施策（問11）

安全安心のまちづくり（セーフコミュニティ） （問12～35）

安全安心のまちづくりに取り組んでいることの認知（問12）

安全安心のまちづくりは市と地域が協力してすすめることが必要か（問13）

◆地域での見守り活動

「くるめ見守りネットワーク」の認知（問14）

高齢者などの見守りは市と地域が協力して行うことが必要か（問15）

◆交通安全（自転車）

自転車の左側通行について（問16・問17）

自転車の利用時の道路の安全性について（問18・付問）

自転車を安全に利用するために必要な取り組み（問19）

◆防犯・防災

けがや事故、犯罪、災害への不安感（問20Ａ・Ｂ）

ふだんの生活で不安に感じること（問21Ａ・Ｂ）

家庭での水や食料の備蓄・災害対策（問22・問23）

避難所の認知状況（問24Ａ・Ｂ）

地域の安全安心のまちづくり活動・自主防災組織の活動の状況（問25Ａ・Ｂ）

防犯・防災のために必要な地域や個人での取り組み（問26）

◆子どもの安全

児童虐待にあたることの認知（問27）

児童虐待に気づいたときの対処（通報の有無、通報先、通報しない理由）（問28・付問）

小・中学校で子どもの安全のために力を入れてほしい取り組み（問29）

◆ＤＶ防止

ＤＶの認知（言葉や内容・ＤＶにあたる行為）（問30・問31）

ＤＶを見聞きしたときの対処（問32・付問）

◆こころの健康

不安や悩み、ストレスの有無とその原因（問33・付問）

不安や悩み、ストレスを相談することにためらいを感じるか（問34）

不安や悩み、ストレスの相談相手（問35）

障害者福祉 （問36～39）

障害がある人に対する考えや行動（問36）

障害者差別解消法・障害者虐待防止法の認知（問37・問38）

障害がある人への理解を深めるために参加したいもの（問39）

中心市街地活性化 （問40～43）

中心市街地への来街頻度・目的・交通手段（問40・付問）

中心市街地の満足度（問41）

中心市街地へ行く機会を増やすための取り組み（問42）

中心市街地に住みたくなるための取り組み（問43）

自由意見（久留米市の今後のあり方について）

平成29年度久留米市民意識調査

◆設問概要図 
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ブロック 校区 配布数
有効

回収数
有効

回収率
ブロック 配布数

有効
回収数

有効
回収率

山川 40          36          90.0% 東 部 260 230 88.5%

山本 20          16          80.0% 北 部 310 278 89.7%

草野 20          19          95.0% 中 央 東 部 250 219 87.6%

善導寺 50          45          90.0% 南 東 部 200 182 91.0%

大橋 10          9            90.0% 中 央 部 270 224 83.0%

船越 10          9            90.0% 中 央 南 部 350 306 87.4%

水分 10          9            90.0% 南 西 部 170 155 91.2%

柴刈 10          9            90.0% 西 部 190 171 90.0%

川会 10          8            80.0% 合　計 2,000 1,765 88.3%

竹野 20          18          90.0%

水縄 20          17          85.0%

田主丸 40          35          87.5%

小森野 30          27          90.0% 東 部 Ａ 140 125 89.3%

合川 100        89          89.0% 東部Ｂ（田主丸） 120 105 87.5%

宮ノ陣 60          55          91.7% 北 部 Ａ 190 171 90.0%

北野 60          53          88.3% 北部Ｂ（北野） 120 107 89.2%

弓削 20          18          90.0% 中 央 東 部 250 219 87.6%

大城 30          26          86.7% 南 東 部 200 182 91.0%

金島 10          10          100.0% 中 央 部 270 224 83.0%

西国分 110        99          90.0% 中 央 南 部 350 306 87.4%

東国分 80          68          85.0% 南 西 部 170 155 91.2%

御井 60          52          86.7% 西部Ａ（城島） 80 69 86.3%

上津 110        101        91.8% 西部Ｂ（三潴） 110 102 92.7%

高良内 70          64          91.4% 合　計 2,000 1,765 88.3%

青峰 20          17          85.0%

荘島 30          22          73.3%

日吉 40          34          85.0%

篠山 50          39          78.0%

京町 40          33          82.5%

南薫 70          64          91.4%

長門石 40          32          80.0%

鳥飼 70          61          87.1%

金丸 90          76          84.4%

南 110        100        90.9%

津福 80          69          86.3%

荒木 80          72          90.0%

大善寺 50          47          94.0%

安武 40          36          90.0%

城島 30          26          86.7%

下田 10          9            90.0%

青木・浮島 20          18          90.0%

江上 20          16          80.0%

犬塚 40          37          92.5%

三潴 40          36          90.0%

西牟田 30          29          96.7%

2,000 1,765     88.3%全市

南西部

西部Ａ

西部Ｂ

北部Ａ

北部Ｂ

中央東部

南東部

中央部

中央南部

ブロック 配布数
有効

回収数

有効

回収率

東部Ａ

東部Ｂ

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。なお、

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通りである。 
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１
８
・
１
９

歳

２
０
歳
代

1,765 45.6 54.1 0.3 2.5 10.9 13.4 16.2 17.1 18.2 21.0 14.0 65.2 5.3 4.0 23.9 1.2 0.3

東部Ａ 125 44.0 56.0 - 1.6 12.0 13.6 13.6 12.0 18.4 24.0 18.4 88.0 - 1.6 8.8 0.8 0.8

東部Ｂ(田主丸) 105 48.6 51.4 - 4.8 9.5 14.3 13.3 17.1 20.0 23.8 11.4 93.3 - 2.9 2.9 1.0 -

北部Ａ 171 46.8 53.2 - 1.2 11.1 12.3 17.0 17.0 19.3 23.4 11.1 45.6 3.5 5.8 42.7 2.3 -

北部Ｂ(北野) 107 44.9 55.1 - 3.7 8.4 12.1 15.9 23.4 15.9 22.4 10.3 84.1 - 3.7 11.2 - 0.9

中央東部 219 46.6 53.4 - 4.1 13.2 17.4 16.0 20.1 18.7 17.8 10.0 52.5 8.7 5.9 31.5 1.4 -

南東部 182 45.6 53.3 1.1 3.3 7.7 11.0 19.8 18.1 15.4 19.2 16.5 69.2 - 6.6 24.2 - -

中央部 224 42.0 57.1 0.9 2.2 12.5 14.7 12.9 14.7 18.8 24.1 14.7 42.4 20.5 3.6 29.9 2.7 0.9

中央南部 306 41.2 58.5 0.3 2.0 11.4 13.4 21.2 14.1 19.9 17.6 13.7 52.6 6.2 2.6 35.9 2.0 0.7

南西部 155 51.6 48.4 - 1.9 8.4 10.3 12.9 20.6 16.8 25.2 14.2 80.6 2.6 5.2 11.0 0.6 -

西部Ａ(城島) 69 53.6 46.4 - 1.4 17.4 18.8 8.7 15.9 17.4 23.2 15.9 92.8 - 2.9 4.3 - -

西部Ｂ(三潴) 102 48.0 52.0 - 2.0 7.8 9.8 17.6 18.6 17.6 14.7 21.6 86.3 - 1.0 12.7 - -

住まいの形態（％）年齢別（％）

標
本
数
（

票
）

全  体

性別（％）

１
８
～

２
９
歳

３
０

歳
代

４
０

歳
代

５
０

歳
代

６
０

歳
代

７
０

歳
以
上

持
ち

家
（

一
戸
建

て
）

持
ち

家
（

集
合
住

宅
・

分
譲

マ
ン
シ
ョ

ン
）

借
家

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

男
　

性

女
　

性

回
答

し
な
い

ブ
ロ
ッ

ク
別

◆ブロック地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 標本の構成 

◆基本属性 
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N=1,765
回収数
（票）

比率
（％）

N=1,765
回収数
（票）

比率
（％）

 男性 805     45.6     農林漁業 43       2.4      

 女性 955     54.1     自営業 173     9.8      

 回答しない 5          0.3       給与所得者（常勤） 674     38.2    

 18・19歳 45       2.5       パート・アルバイト（学生は除く） 295     16.7    

 20歳代 192     10.9     学生 61       3.5      

 30歳代 286     16.2     家事に専念 198     11.2    

 40歳代 302     17.1     無職 300     17.0    

 50歳代 322     18.2     その他 10       0.6      

 60歳代 371     21.0     無回答 11       0.6      

 70歳以上 247     14.0     持ち家（一戸建て） 1,150  65.2    

 単　身 167     9.5       持ち家（集合住宅・分譲マンション） 94       5.3      

 夫婦のみ 354     20.1     借家住宅（一戸建て） 71       4.0      

 親・子（２世代） 958     54.3     賃貸住宅（アパート、マンション） 422     23.9    

 親・子・孫（３世代） 248     14.1     勤務先給与住宅（公務員住宅・社宅・寮など） 22       1.2      

 その他 33       1.9       間借り、その他 6          0.3      

 無回答 5          0.3       ５年未満 136     7.7      

 就学前の子ども 245     13.9     ５～10年未満 125     7.1      

 小学生 246     13.9     10～20年未満 228     12.9    

 中学生 146     8.3       20～30年未満 310     17.6    

 それ以外の18歳未満の子ども 167     9.5       30～40年未満 314     17.8    

 65歳以上の方 819     46.4     40年以上 635     36.0    

 障害者手帳を持っている方 222     12.6     無回答 17       1.0      

 上記にあてはまる人はいない 482     27.3    

 無回答 7          0.4      

居
住
年
数

職
業

家
族
構
成

同
居
家
族

住
居
形
態

性
別

年
齢

いま住んで

いるところに

このまま住み

続けたい

61.9%久留米市内の

別のところに

住みたい

10.3%

久留米市外に

住みたい
5.2%

わからない

21.3%

無回答

1.3%

（N=1,765）

加入している

79.8%

加入していない

10.9%

わからない

8.3%

無回答

1.0%

（N=1,765）

毎号必ず読む

34.1%

ときどき読む

34.1%

あまり読まない

15.6%

まったく

読まない
15.2%

無回答

1.1%

（N=1,765）

自動車

徒歩

自転車

バス

鉄道

バイク（原動機付自転車を含む）

その他

82.7

26.7

22.4

14.8

14.7

4.0

0.7

0 45 90(%)

（ｎ=1,765）
【複数回答】

◆標本の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆久留米市への定住意向  ◆自治会（町内会）の加入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「広報くるめ」の閲読状況  ◆日常よく利用する移動手段 
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い
ま
住

ん
で
い
る

と
こ
ろ

に
こ
の
ま

ま
住
み

続
け
た
い

久
留
米

市
内
の
別

の
と
こ

ろ
に
住
み

た
い

久
留
米

市
外
に
住

み
た
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

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

100.0 61.9 10.3 5.2 21.3 1.3 79.8 10.9 8.3 1.0 34.1 34.1 15.6 15.2 1.1 

(1,765) 1,092)( 182)( 92)( 376)( 23)( 1,409)( 193)( 146)( 17)( 601)( 601)( 276)( 268)( 19)( 

男性：18～29歳 94 37.2 14.9 7.4 38.3 2.1 61.7 8.5 27.7 2.1 2.1 25.5 20.2 51.1 1.1 

男性：30歳代 127 48.8 15.0 8.7 26.0 1.6 69.3 16.5 12.6 1.6 17.3 35.4 15.0 30.7 1.6 

男性：40歳代 151 70.9 9.3 4.0 14.6 1.3 74.2 11.9 13.2 0.7 24.5 38.4 22.5 13.9 0.7 

男性：50歳代 144 66.7 7.6 6.9 18.1 0.7 79.2 16.0 4.2 0.7 27.8 37.5 14.6 18.8 1.4 

男性：60歳代 171 73.1 5.8 5.3 14.6 1.2 89.5 6.4 2.9 1.2 43.9 28.7 18.7 7.0 1.8 

男性：70歳以上 118 83.1 5.1 2.5 7.6 1.7 89.8 5.1 3.4 1.7 54.2 27.1 12.7 3.4 2.5 

女性：18～29歳 140 30.7 17.1 10.7 41.4 - 60.7 17.1 22.1 - 7.9 27.9 22.9 41.4 - 

女性：30歳代 159 53.5 15.7 6.9 22.6 1.3 73.6 12.6 12.6 1.3 32.1 37.7 18.2 10.7 1.3 

女性：40歳代 151 57.0 8.6 5.3 29.1 - 84.1 10.6 5.3 - 29.8 48.3 13.2 8.6 - 

女性：50歳代 176 58.5 14.2 1.1 25.6 0.6 81.3 14.8 3.4 0.6 34.7 41.5 15.3 8.0 0.6 

女性：60歳代 200 70.0 9.0 3.5 13.5 4.0 90.5 7.0 1.0 1.5 53.0 30.5 10.0 5.0 1.5 

女性：70歳以上 129 86.8 2.3 1.6 8.5 0.8 94.6 3.9 0.8 0.8 67.4 24.8 5.4 1.6 0.8 

回答しない 5 - - 20.0 80.0 - 60.0 20.0 20.0 - - 20.0 20.0 60.0 - 

久留米市への定住意向（％） 広報くるめの閲読状況（％）

性
別

×
年
齢
別

全  体

（カッコ内は標本数）

自治会の加入状況（％）

標
本
数
（

票
）

徒
歩

自
転
車

バ
イ
ク

（

原
動

機
付
自

転
車
を

含
む
）

バ
ス

鉄
道

自
動
車

そ
の
他

無
回
答

100.0 26.7 22.4 4.0 14.8 14.7 82.7 0.7 0.8 

(1,765) 471)( 395)( 71)( 262)( 259)( 1,460)( 12)( 14)( 

男性：18～29歳 94 17.0 34.0 10.6 9.6 22.3 73.4 - - 

男性：30歳代 127 12.6 14.2 4.7 8.7 9.4 89.0 - 1.6 

男性：40歳代 151 20.5 19.2 7.3 5.3 17.2 92.1 - - 

男性：50歳代 144 22.2 18.1 7.6 12.5 19.4 86.8 0.7 - 

男性：60歳代 171 19.9 17.0 7.0 8.2 5.3 91.2 1.8 1.2 

男性：70歳以上 118 24.6 32.2 3.4 15.3 6.8 75.4 0.8 1.7 

女性：18～29歳 140 42.1 32.1 1.4 32.1 31.4 63.6 0.7 - 

女性：30歳代 159 25.8 16.4 0.6 11.9 13.2 92.5 0.6 1.3 

女性：40歳代 151 22.5 15.9 1.3 15.2 15.2 89.4 - - 

女性：50歳代 176 25.6 26.7 0.6 16.5 13.1 84.7 0.6 0.6 

女性：60歳代 200 39.5 24.5 3.5 16.5 12.5 80.5 1.0 1.5 

女性：70歳以上 129 41.9 24.0 2.3 27.1 14.7 65.1 1.6 1.6 

回答しない 5 20.0 20.0 20.0 - - 80.0 - - 

日常生活での移動手段（％）

性
別

×
年
齢
別

全  体

（カッコ内は標本数）

標
本
数
（

票
）

理　　由 件数 （件） 比率 （％）

不在 91 38.7

拒否 59 25.1

転居・転出 31 13.2

内容不備 25 10.6

対象外 14 6.0

病気、入院・入所 9 3.8

住所不明 6 2.6

計 235 100.0

◆定住意向、自治会の加入状況、「広報くるめ」の閲読状況、日常の移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 調査票回収不能理由 
 

回収不能の総数およびその理由は、以下に示されるとおりである。 

◆回収不能理由 

 

 

 

 

 

 

 



 Ⅰ 調査の概要 
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10％ 20％ 30％ 40％ 50％

（又は90％） （又は80％） （又は70％） （又は60％）

3,000         ±1.1 ±1.4 ±1.6 ±1.8 ±1.8

2,000         ±1.3 ±1.8 ±2.0 ±2.2 ±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

　　　　　　各回答の

　　　　　　　　　比率

 回答数(ｎ) P

７ 調査結果利用上の注意 
 

◇比率は百分率（％）で、小数点以下第二位を四捨五入した。このため、合計の比率が 0.1～0.3％

程度増減することがある。また、２つ以上の回答（複数回答）を求めたものについては、比率

の合計は 100％を超える。 

◇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、選択肢ごとに小数点以下第二位を四捨五入したものを合

計して表示した。 

◇数表、図表に示すＮは、比率計算上の基数（標本数）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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 なお、本調査のように二段無作為抽出法による場合は、標本誤差が若干増減することもある。 

 また、誤差には回答者の誤解等による計算不能な非標本誤差もある。 

 〈表の見方〉 

  回答者数が 2,000 人で、ある設問の選択肢の比率が 60％であった場合、その回答比率の誤差の範囲

は、±2.2ポイント以内（57.8％～62.2％）であると見ることができる。 

 

◇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。ただし、平

成 16 年度調査までの調査地域は合併以前の久留米市域のみとなっている。また、平成 28 年度

までの調査対象は 20 歳以上となっている。 

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 平成 27・28年度 久留米市民意識調査 

○安全安心のまちづくり 平成 23・26年度 久留米市民意識調査 

○中心市街地活性化 平成 26 年度 久留米市民意識調査 

 

 

 





 Ⅱ－１ 行政施策 
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愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
愛
着
が
あ
る

ど
ち
ら
で
も
な
い

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
』

100.0 42.0 35.9 15.0 2.9 3.2 1.1 77.9 6.1 

1,765)( 741)( 633)( 264)( 51)( 56)( 20)( 1,374)( 107)( 

男性 805 42.7 34.3 15.2 3.4 3.9 0.6 77.0 7.3 

女性 955 41.4 37.4 14.7 2.5 2.5 1.6 78.8 5.0 

回答しない 5 40.0 - 40.0 - 20.0 - 40.0 20.0 

男性：18～29歳 94 41.5 31.9 19.1 1.1 6.4 - 73.4 7.5 

男性：30歳代 127 39.4 31.5 17.3 3.9 7.9 - 70.9 11.8 

男性：40歳代 151 40.4 39.7 15.2 2.0 2.0 0.7 80.1 4.0 

男性：50歳代 144 38.9 40.3 15.3 2.8 2.8 - 79.2 5.6 

男性：60歳代 171 43.9 31.6 15.8 4.7 4.1 - 75.5 8.8 

男性：70歳以上 118 53.4 28.8 8.5 5.1 0.8 3.4 82.2 5.9 

女性：18～29歳 140 31.4 40.0 20.0 5.7 2.9 - 71.4 8.6 

女性：30歳代 159 39.6 38.4 14.5 2.5 3.8 1.3 78.0 6.3 

女性：40歳代 151 37.7 42.4 11.9 5.3 2.0 0.7 80.1 7.3 

女性：50歳代 176 39.8 39.8 17.0 0.6 2.3 0.6 79.6 2.9 

女性：60歳代 200 41.5 38.5 14.0 1.0 3.0 2.0 80.0 4.0 

女性：70歳以上 129 60.5 22.5 10.1 0.8 0.8 5.4 83.0 1.6 

性別：回答しない 5 40.0 - 40.0 - 20.0 - 40.0 20.0 

世帯の中に就学前の子どもがいる 245 40.0 35.5 16.3 3.3 4.1 0.8 75.5 7.4 

世帯の中に小学生がいる 246 40.2 35.8 16.7 2.4 3.7 1.2 76.0 6.1 

世帯の中に中学生がいる 146 40.4 39.0 13.7 2.7 2.7 1.4 79.4 5.4 

世帯の中に上記以外の18歳未満の

子どもがいる
167 42.5 38.9 13.8 0.6 3.6 0.6 81.4 4.2 

世帯の中に65歳以上の人がいる 819 48.6 32.5 12.7 2.4 2.0 1.8 81.1 4.4 

世帯の中に障害者手帳を持っている

人がいる（本人を含む）
222 48.6 33.8 10.8 2.3 2.3 2.3 82.4 4.6 

以上にあてはまる人はいない 482 36.7 38.0 17.8 3.5 3.7 0.2 74.7 7.2 

無回答 7 14.3 28.6 14.3 14.3 28.6 - 42.9 42.9 

性
別
×
年
齢
別

同
居
家
族
別

久留米市への愛着　（％）
　
標
本
数
（

票
）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

第１章 行政施策 

１－１ 久留米市への愛着 

 問２ あなたは、久留米市に愛着がありますか。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●77.9％の人が久留米市に愛着を持っている。 

 

◆属性別特徴 

【性別・年齢別】男性 40 歳代と 70 歳以上、女性 40 歳代と 60 歳代以上は『愛着がある』は８割を超

えている。 

 

 

 

 

  

平成29年
（N=1,765）

77.9 6.1

平成28年
（N=1,764）

77.4 5.6

平成27年
（N=1,736）

77.0 5.0

愛着が
ある

愛着が
ない

42.0

38.9

40.3

35.9

38.5

36.7

15.0

15.7

17.1

2.9

3.5

2.6

3.2

2.1

2.4

1.1

1.2

1.0

0% 25% 50% 75% 100%

愛着が

ある

どちらかといえば

愛着がある

どちらでも

ない

どちらかといえば

愛着がない

愛着が

ない

無回答
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全体（Ｎ=1,765） 77.9 6.1

５年未満
ｎ=136

47.8 19.2

５～10年未満

ｎ=125
69.6 12.8

10～20年未満

ｎ=228
71.9 8.8

20～30年未満

ｎ=310
77.7 4.2

30～40年未満

ｎ=314
83.2 2.9

40年以上

ｎ=635
85.3 3.4

愛着が
ある

愛着が
ない

42.0

14.7

23.2

29.8

37.4

47.5

55.7

35.9

33.1

46.4

42.1

40.3

35.7

29.6

15.0

32.4

17.6

18.9

18.1

12.7

9.1

2.9

7.4

6.4

4.4

1.9

1.3

2.0

3.2

11.8

6.4

4.4

2.3

1.6

1.4

1.1

0.7

-

0.4

-

1.3

2.0

0% 25% 50% 75% 100%

愛着が

ある

どちらかといえば

愛着がある

どちらでも

ない

どちらかといえば

愛着がない

愛着が

ない

無回答

居
住
年
数
別

東
部
Ａ

東
部
Ｂ

(

田
主
丸

)

北
部
Ａ

北
部
Ｂ

(

北
野

)

中
央
東
部

南
東
部

中
央
部

中
央
南
部

南
西
部

西
部
Ａ

(

城
島

)

西
部
Ｂ

(

三
潴

)

ｎ=125 ｎ=105 ｎ=171 ｎ=107 ｎ=219 ｎ=182 ｎ=224 ｎ=306 ｎ=155 ｎ=69 ｎ=102

85.6 61.9 77.8 77.6 81.3 75.8 79.0 82.1 81.9 62.3 70.6

4.8 10.5 4.6 7.4 5.9 3.3 6.7 6.6 4.5 11.6 4.9

愛着がある

愛着がない

47.2

23.8

42.1
34.6

46.1 44.5 46.9 45.8 44.5

21.7
36.3

38.4

38.1

35.7
43.0

35.2
31.3 32.1 36.3 37.4

40.6

34.3

8.8

24.8

16.4 14.0 12.3 18.7 12.5 11.1 11.6

26.1
24.5

3.2

1.9
2.3 0.9 2.7 1.1 4.0 3.3 2.6 8.7 2.9

1.6

8.6

2.3 6.5 3.2 2.2 2.7 3.3 1.9 2.9 2.0
0.8 2.9 1.2 0.9 0.5 2.2 1.8 0.3 1.9 - -

0%

25%

50%

75%

100% 無回答

愛着がない

どちらかといえば

愛着がない

どちらでもない

どちらかといえば

愛着がある

愛着がある

■居住年数別にみた久留米市への愛着 

◇居住年数 30 年以上では『愛着がある』が８割を超え高く、５年未満では 47.8％と居住年数による差が

大きい。また、５年未満では「どちらでもない」が 32.4％と高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ブロック別にみた久留米市への愛着 

◇東部Ａ、中央東部、中央南部、南西部では『愛着がある』は８割を超え高いが、東部Ｂ、西部Ａでは

６割台と低く、東部Ｂ、西部Ａ、西部Ｂでは「どちらでもない」が２割台と他の地区よりやや高い。 
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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
で
も

な
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
』

100.0 47.0 36.3 9.9 4.8 1.2 0.8 83.3 6.0 

1,765)( 829)( 640)( 175)( 85)( 22)( 14)( 1,469)( 107)( 

男性 805 46.1 35.0 11.6 4.7 1.7 0.9 81.1 6.4 

女性 955 47.9 37.3 8.4 4.9 0.8 0.7 85.2 5.7 

回答しない 5 20.0 40.0 40.0 - - - 60.0 - 

18～29歳 237 43.9 34.6 14.8 6.3 - 0.4 78.5 6.3 

30歳代 286 45.5 36.4 9.8 5.2 1.4 1.7 81.9 6.6 

40歳代 302 44.7 38.7 9.9 4.0 1.7 1.0 83.4 5.7 

50歳代 322 48.4 37.3 9.6 3.4 1.2 - 85.7 4.6 

60歳代 371 46.4 37.5 8.6 5.1 1.9 0.5 83.9 7.0 

70歳以上 247 53.4 31.6 7.7 5.3 0.8 1.2 85.0 6.1 

東部Ａ 125 51.2 32.8 8.0 4.0 2.4 1.6 84.0 6.4 

東部Ｂ（田主丸） 105 29.5 41.9 15.2 10.5 2.9 - 71.4 13.4 

北部Ａ 171 43.3 38.6 11.7 5.8 0.6 - 81.9 6.4 

北部Ｂ（北野） 107 32.7 45.8 9.3 10.3 1.9 - 78.5 12.2 

中央東部 219 53.4 35.2 5.9 2.7 1.8 0.9 88.6 4.5 

南東部 182 49.5 34.6 9.3 4.4 1.1 1.1 84.1 5.5 

中央部 224 54.0 33.0 6.7 4.0 1.3 0.9 87.0 5.3 

中央南部 306 50.0 35.6 8.5 4.2 1.0 0.7 85.6 5.2 

南西部 155 51.6 32.9 9.7 3.9 0.6 1.3 84.5 4.5 

西部Ａ（城島） 69 23.2 43.5 24.6 7.2 - 1.4 66.7 7.2 

西部Ｂ（三潴） 102 47.1 35.3 15.7 1.0 - 1.0 82.4 1.0 

世帯の中に就学前の子どもがいる 245 46.9 39.2 7.8 3.7 1.2 1.2 86.1 4.9 

世帯の中に小学生がいる 246 45.5 41.5 8.1 2.8 0.8 1.2 87.0 3.6 

世帯の中に中学生がいる 146 48.6 40.4 6.2 2.7 1.4 0.7 89.0 4.1 

世帯の中に上記以外の18歳未満の

子どもがいる
167 51.5 36.5 7.2 4.2 - 0.6 88.0 4.2 

世帯の中に65歳以上の人がいる 819 49.8 34.8 8.3 5.3 1.3 0.5 84.6 6.6 

世帯の中に障害者手帳を持っている

人がいる（本人を含む）
222 52.3 31.5 9.0 3.6 1.8 1.8 83.8 5.4 

以上にあてはまる人はいない 482 42.3 36.9 13.1 5.6 1.5 0.6 79.2 7.1 

無回答 7 42.9 28.6 28.6 - - - 71.5 - 

久留米市の住みやすさ　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

同
居
家
族
別

１－２ 久留米市の住みやすさ 

（１）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。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●83.3％の人が久留米市は住みやすいと感じている。 

 

◆属性別特徴 

【性別】女性は『住みやすい』が 85.2％で男性より 4.1 ポイント高い。 

【年齢別】年齢が上がるほど「住みやすい」が高くなる傾向にあり、70 歳以上は 53.4％と最も高い。 

【ブロック別】中央東部では『住みやすい』が 88.6％と高く、西部Ａでは 66.7％と低い。 

【同居家族別】18 歳未満の子どもがいる世帯は『住みやすい』が９割近くで他の世帯より高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成29年
（N=1,765）

83.3 6.0

平成28年
（N=1,764）

83.3 5.1

平成27年
（N=1,736）

82.2 6.4

住み
やすい

住み
にくい

47.0

45.7

46.4

36.3

37.6

35.8

9.9

9.6

10.6

4.8

4.1

5.0

1.2

1.0

1.4

0.8

2.0

0.9

0% 25% 50% 75% 100%

住みやすい どちらかと

いえば
住みやすい

どちらでも

ない

どちらかと

いえば
住みにくい

住みにくい 無回答



 平成 29年度 久留米市民意識調査報告書 

－12－ 

全体（Ｎ=1,765） 83.3 6.0

５年未満
ｎ=136 74.3 10.3

５～10年未満

ｎ=125
82.4 6.4

10～20年未満

ｎ=228
82.0 7.5

20～30年未満

ｎ=310
80.9 7.4

30～40年未満

ｎ=314
86.0 4.7

40年以上

ｎ=635
85.8 4.5

住み
やすい

住み
にくい

47.0

35.3

35.2

43.4

44.8

49.4

53.4

36.3

39.0

47.2

38.6

36.1

36.6

32.4

9.9

14.7

10.4

10.1

11.3

8.0

8.8

4.8

6.6

5.6

5.7

5.8

4.1

3.9

1.2

3.7

0.8

1.8

1.6

0.6

0.6

0.8

0.7

0.8

0.4

0.3

1.3

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

住みやすい どちらかと

いえば
住みやすい

どちらでも

ない

どちらかと

いえば
住みにくい

住みにくい 無回答

居
住
年
数
別

居
住
年
数
別

20 30 40 50 60 70

歳

代

歳

代

歳

代

歳

代

歳

代

歳

以

上

男

性

女

性

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

41.6

49.3

42.9 44.5 44.2 44.5 45.3

52.9
50.0

29.4

52.2

33.9

51.6
47.7

52.1

43.6

53.7

24.3

38.8

46.1 47.9 43.9 45.5 44.7
48.4 46.4

53.4
51.2

29.5

43.3

32.7

53.4
49.5

54.0

50.0 51.6

23.2

47.1

0

20

40

60
(%) 平成29年

平成28年

性別 年齢別 ブロック別

1

8

歳
未

満
の

子
ど

も
は

い
な

い

世
帯

の
中

に
就

学
前

の
子

ど
も

が
い

る

世
帯

の
中

に
小

学
生

が
い

る

世
帯

の
中

に
中

学
生

が
い

る

世
帯

の
中

に
左

記
以

外
の

1

8

歳
未

満
の

子
ど

も
が

い
る

46.9 45.5
48.6 51.5

46.847.4
51.3

47.1 47.0 44.9

0

20

40

60
(%)

平成29年

平成28年

子どもの状況別

■居住年数別にみた久留米市の住みやすさ 

◇居住年数が長くなるほど「住みやすい」が高くなる傾向にあり、居住年数 40 年以上は 53.4％と最も高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 「住みやすい」の前回調査比較（性別、年齢別、ブロック別、子どもの状況別） 

◇性別では、男性は高く、女性は低くなっており、性別による差があまりみられなくなっている。 

◇年齢別では、50 歳代で 3.9 ポイント高くなっている。 

◇ブロック別では、西部Ｂで 8.3 ポイント高く、北部Ａで 8.9 ポイント低くなっている。 

◇子どもの状況別では、小学生がいる世帯で 5.8 ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ⅱ－１ 行政施策 

－13－ 

（２）住みやすい理由 

 問１付問１  問１で１または２に回答した人に  あなたが住みやすいと思う主な理由は何ですか。次の中

から３つまで（２つ以内でも構いません）選び、番号に○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●住みやすいと思う理由は「買い物や飲食など日常生活に便利」が 49.4％で１位。 

 

◆属性別特徴 

【性別】女性は「新鮮な農産物やおいしい食べ物が多い」が 29.4％で男性より 9.5 ポイント高く、男

性は「治安がよい」が 19.1％で女性より 4.2 ポイント高い。 

【年齢別】50 歳代以下は「買い物や飲食など日常生活に便利」が最も高く、60 歳代は「医療や福祉が

充実している」、70 歳以上は「緑や自然が多い」が最も高い。年齢が上がるほど「治安がよい」が

高くなる傾向にある。 

【ブロック別】東部Ａ、東部Ｂでは「緑や自然が多い」が７割前後と高い。北部Ａでは「買い物や飲

食など日常生活に便利」が６割を超え高く、中央東部、南東部、中央南部では「医療や福祉が充実

している」が約５割で他のブロックより高い。 

【同居家族別】就学前の子どもがいる世帯と小学生がいる世帯は「子育て環境がよい」、65 歳以上の人

がいる世帯は「緑や自然が多い」「新鮮な農産物やおいしい食べ物が多い」、障害者手帳所持者がい

る世帯は「医療や福祉が充実している」が他の世帯より高い。 

  

買い物や飲食など日常生活に便利

医療や福祉が充実している

緑や自然が多い

通勤・通学に便利

新鮮な農産物やおいしい食べ物が多い

治安がよい

住んでいる人が親切である

子育て環境がよい

地域の祭りやイベントが活発

文化・芸術に身近にふれる機会や場が多い

公園など外で活動する場が多い

教育環境がよい

地域の企業が元気で活気がある

雇用環境が整っている

その他

49.4

43.3

41.4

30.2

25.1

16.8

13.6

7.6

5.7

5.6

5.4

2.7

1.0

0.6

2.5

0 25 50 (%)

（ｎ=1,469）

【回答は３つまで】
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－14－ 

住みやすいと思う理由　（％）

緑
や
自
然
が
多
い

通
勤
・
通
学
に
便
利

公
園
な
ど
外
で
活
動
す
る

場
が
多
い

住
ん
で
い
る
人
が
親
切
で

あ
る

治
安
が
よ
い

文
化
・
芸
術
に
身
近
に
ふ

れ
る
機
会
や
場
が
多
い

子
育
て
環
境
が
よ
い

教
育
環
境
が
よ
い

医
療
や
福
祉
が
充
実
し
て

い
る

地
域
の
企
業
が
元
気
で
活

気
が
あ
る

雇
用
環
境
が
整
っ

て
い
る

新
鮮
な
農
産
物
や
お
い
し

い
食
べ
物
が
多
い

地
域
の
祭
り
や
イ
ベ
ン
ト

が
活
発

買
い
物
や
飲
食
な
ど
日
常

生
活
に
便
利

そ
の
他

無
回
答

100.0 41.4 30.2 5.4 13.6 16.8 5.6 7.6 2.7 43.3 1.0 0.6 25.1 5.7 49.4 2.5 0.3 
1,469)( 608)( 443)( 80)( 200)( 247)( 82)( 111)( 39)( 636)( 15)( 9)( 369)( 83)( 726)( 36)( 5)( 

男性 653 40.7 31.5 7.8 12.7 19.1 4.3 6.1 3.2 42.9 1.2 0.8 19.9 6.0 47.8 3.1 0.3 

女性 813 41.9 29.0 3.6 14.3 14.9 6.6 8.5 2.2 43.7 0.9 0.5 29.4 5.4 50.9 2.0 0.4 

回答しない 3 33.3 33.3 - 33.3 33.3 - 66.7 - 33.3 - - - - - - - 

18～29歳 186 33.3 40.3 9.7 15.6 8.6 4.8 4.8 0.5 33.3 1.6 0.5 17.2 11.8 54.3 2.2 - 
30歳代 234 32.1 30.3 8.1 9.0 8.5 4.3 18.4 1.7 41.0 2.1 0.9 23.1 6.8 55.1 3.4 - 
40歳代 252 32.1 37.3 4.8 12.3 15.1 6.7 11.9 5.6 41.7 1.2 0.8 17.5 6.0 49.2 4.4 0.4 
50歳代 276 44.2 39.9 2.2 13.0 15.2 4.3 7.2 4.0 42.8 0.7 1.1 26.4 4.0 48.2 2.2 - 
60歳代 311 48.6 20.3 4.8 12.2 21.5 5.8 2.9 2.3 50.5 0.6 0.3 32.2 3.9 48.2 1.0 1.0 
70歳以上 210 55.7 14.3 4.8 21.4 30.5 7.6 - 1.0 46.7 - - 31.4 3.3 42.4 1.9 0.5 
東部Ａ 105 66.7 12.4 1.0 16.2 20.0 2.9 5.7 1.0 41.9 1.0 - 38.1 4.8 34.3 3.8 1.0 
東部Ｂ（田主丸） 75 74.7 12.0 5.3 32.0 33.3 4.0 9.3 4.0 17.3 - - 36.0 2.7 29.3 4.0 - 
北部Ａ 140 36.4 29.3 6.4 10.7 13.6 5.7 10.0 0.7 46.4 1.4 - 22.9 10.0 60.7 0.7 - 
北部Ｂ（北野） 84 56.0 33.3 3.6 17.9 20.2 4.8 7.1 1.2 31.0 - - 31.0 8.3 36.9 2.4 - 
中央東部 194 34.0 36.1 7.7 5.7 10.3 6.2 8.8 6.7 49.0 0.5 0.5 19.6 2.6 57.7 4.1 - 
南東部 153 45.8 22.9 3.3 18.3 14.4 5.2 6.5 2.6 49.0 2.0 - 22.9 3.9 45.8 2.0 0.7 
中央部 195 35.4 37.9 6.7 9.2 13.8 8.7 6.7 4.1 47.7 - 1.0 21.5 6.7 56.4 0.5 1.5 
中央南部 262 26.0 35.1 5.0 10.7 13.7 6.1 8.8 2.7 50.0 2.3 1.5 26.3 3.1 59.2 3.1 - 
南西部 131 42.7 30.5 5.3 12.2 19.1 6.9 6.1 0.8 43.5 0.8 0.8 27.5 6.9 37.4 3.1 - 
西部Ａ（城島） 46 47.8 15.2 - 28.3 47.8 - 4.3 - 23.9 - - 19.6 13.0 26.1 - - 
西部Ｂ（三潴） 84 39.3 40.5 11.9 17.9 15.5 2.4 6.0 - 31.0 1.2 1.2 17.9 9.5 52.4 2.4 - 
世帯の中に就学前の子どもがいる 211 30.3 32.2 9.5 11.8 8.5 1.9 26.1 3.3 41.2 0.5 0.5 17.1 6.2 49.8 2.4 0.5 
世帯の中に小学生がいる 214 39.7 34.1 8.9 13.1 13.1 6.1 20.6 4.2 37.9 1.4 0.9 17.8 7.9 43.9 1.9 - 
世帯の中に中学生がいる 130 36.9 36.2 5.4 14.6 13.8 4.6 13.8 3.1 40.0 1.5 1.5 20.0 14.6 46.2 4.6 - 
世帯の中に上記以外の18歳未満

の子どもがいる
147 39.5 34.7 4.1 19.0 14.3 3.4 8.8 5.4 46.3 1.4 - 28.6 8.2 46.3 3.4 0.7 

世帯の中に65歳以上の人がいる 693 48.6 23.7 4.6 16.0 23.4 6.3 3.9 1.9 44.0 0.6 0.6 31.3 4.3 45.6 1.3 0.4 
世帯の中に障害者手帳を持って

いる人がいる（本人を含む）
186 45.7 23.1 6.5 15.6 21.0 2.7 4.3 2.2 52.7 1.1 0.5 28.5 4.8 46.8 1.1 1.1 

以上にあてはまる人はいない 382 38.5 37.4 5.8 11.3 11.0 6.5 2.6 1.8 40.6 1.8 0.8 20.9 6.0 56.5 3.1 - 
無回答 5 40.0 20.0 - 20.0 20.0 - - - 20.0 - - 40.0 20.0 40.0 20.0 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

年
齢
別

同
居
家
族
別

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ⅱ－１ 行政施策 
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住みにくいと思う理由　（％）

緑
や

自
然

が
少
な

い

通
勤

・
通

学
に
不

便

公
園

な
ど

外
で
活

動

す
る

場
が

少
な
い

住
ん

で
い

る
人
が

親

切
で

は
な

い

治
安

が
よ

く
な
い

文
化

・
芸

術
に
身

近

に
ふ

れ
る

機
会
や

場

が
少

な
い

子
育

て
環

境
が
よ

く

な
い

教
育

環
境

が
よ
く

な

い 医
療

や
福

祉
が
不

十

分
で

あ
る

地
域

の
企

業
が
元

気

が
な

く
活

気
が
な

い

雇
用

環
境

が
整
っ

て

い
な

い

新
鮮

な
農

産
物
や

お

い
し

い
食

べ
物
が

少

な
い

地
域

の
祭

り
や
イ

ベ

ン
ト

が
活

発
で
は

な

い 買
い

物
や

飲
食
な

ど

日
常

生
活

に
不
便

そ
の

他

無
回

答

100.0 3.7 34.6 12.1 15.9 22.4 14.0 8.4 7.5 11.2 26.2 16.8 3.7 8.4 34.6 21.5 - 

107)( 4)( 37)( 13)( 17)( 24)( 15)( 9)( 8)( 12)( 28)( 18)( 4)( 9)( 37)( 23)( - 

男性 52 5.8 30.8 9.6 17.3 21.2 11.5 7.7 5.8 7.7 28.8 19.2 3.8 9.6 25.0 30.8 - 

女性 55 1.8 38.2 14.5 14.5 23.6 16.4 9.1 9.1 14.5 23.6 14.5 3.6 7.3 43.6 12.7 - 

回答しない - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18～29歳 15 6.7 33.3 13.3 13.3 46.7 - 26.7 20.0 13.3 13.3 13.3 - 13.3 33.3 6.7 - 

30歳代 19 - 57.9 10.5 5.3 26.3 5.3 15.8 - 5.3 21.1 26.3 - 15.8 47.4 15.8 - 

40歳代 17 - 52.9 11.8 29.4 17.6 17.6 - 11.8 17.6 11.8 11.8 - - 41.2 29.4 - 

50歳代 15 - 33.3 6.7 13.3 26.7 20.0 - 6.7 13.3 46.7 20.0 - 13.3 26.7 13.3 - 

60歳代 26 3.8 23.1 11.5 15.4 15.4 19.2 7.7 7.7 11.5 34.6 15.4 11.5 3.8 23.1 26.9 - 

70歳以上 15 13.3 6.7 20.0 20.0 6.7 20.0 - - 6.7 26.7 13.3 6.7 6.7 40.0 33.3 - 

　
標

本
数
（

票
）

全  体
（カッコ内は標本数）

性

別

年

齢
別

（３）住みにくい理由 

 問１付問２  問１で４または５に回答した人に  あなたが住みにくいと思う主な理由は何ですか。次の中

から３つまで（２つ以内でも構いません）選び、番号に○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●住みにくいと思う理由は「通勤・通学に不便」「買い物や飲食など日常生活に不便」が 34.6％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】男性は「地域の企業に元気がなく活気がない」「雇用環境が整っていない」などが女性より高

く、女性は「通勤・通学に不便」「買い物や飲食など日常生活に不便」などが男性より高い。 

 

 

 

 

通勤・通学に不便

買い物や飲食など日常生活に不便

地域の企業に元気がなく活気がない

治安がよくない

雇用環境が整っていない

住んでいる人が親切ではない

文化・芸術に身近にふれる機会や場が少ない

公園など外で活動する場が少ない

医療や福祉が不十分である

子育て環境がよくない

地域の祭りやイベントが活発ではない

教育環境がよくない

緑や自然が少ない

新鮮な農産物やおいしい食べ物が少ない

その他

34.6

34.6

26.2

22.4

16.8

15.9

14.0

12.1

11.2

8.4

8.4

7.5

3.7

3.7

21.5

0 20 40 (%)

（ｎ=107）

【回答は３つまで】
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い
ま
住
ん
で
い
る
と

こ
ろ
に
こ
の
ま
ま
住

み
続
け
た
い

久
留
米
市
内
の
別
の

と
こ
ろ
に
住
み
た
い

久
留
米
市
外
に
住
み

た
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『

久
留
米
市
に

　
住
み
続
け
た
い
』

い
ま
住
ん
で
い
る
と

こ
ろ
に
こ
の
ま
ま
住

み
続
け
た
い

久
留
米
市
内
の
別
の

と
こ
ろ
に
住
み
た
い

久
留
米
市
外
に
住
み

た
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

『

久
留
米
市
に

　
住
み
続
け
た
い
』

100.0 61.9 10.3 5.2 21.3 1.3 72.2 100.0 61.9 10.3 5.2 21.3 1.3 72.2 

1,765)( 1,092)( 182)( 92)( 376)( 23)( 1 ,274)( 1,765)( 1,092)( 182)( 92)( 376)( 23)( 1 ,274)( 

男性 805 65.0 9.2 5.7 18.8 1.4 74.2 世帯の中に就学前の子どもがいる 245 60.0 12.2 4.9 21.6 1.2 72.2 

女性 955 59.6 11.3 4.7 23.1 1.3 70.9 世帯の中に小学生がいる 246 65.4 8.9 4.5 19.9 1.2 74.3 

回答しない 5 - - 20.0 80.0 - - 世帯の中に中学生がいる 146 61.0 12.3 3.4 21.9 1.4 73.3 

18～29歳 237 32.9 16.0 9.3 40.9 0.8 48.9 167 58.7 15.0 6.0 19.2 1.2 73.7 

30歳代 286 51.4 15.4 7.7 24.1 1.4 66.8 

40歳代 302 63.9 8.9 4.6 21.9 0.7 72.8 世帯の中に65歳以上の人がいる 819 72.8 7.2 3.7 15.1 1.2 80.0 

50歳代 322 61.8 11.2 4.0 22.4 0.6 73.0 222 71.2 8.6 1.8 18.0 0.5 79.8 

60歳代 371 71.4 7.5 4.3 14.0 2.7 78.9 

70歳以上 247 85.0 3.6 2.0 8.1 1.2 88.6 以上にあてはまる人はいない 482 49.0 13.7 7.5 29.3 0.6 62.7 

東部Ａ 125 65.6 7.2 0.8 25.6 0.8 72.8 無回答 7 42.9 - - 14.3 42.9 42.9 

東部Ｂ（田主丸） 105 58.1 11.4 5.7 23.8 1.0 69.5 持ち家 1,244 71.0 6.4 4.0 17.3 1.3 77.4 

北部Ａ 171 57.3 14.6 5.8 21.6 0.6 71.9 借家・賃貸等 521 40.1 19.6 8.1 30.9 1.3 59.7 

北部Ｂ（北野） 107 62.6 5.6 10.3 20.6 0.9 68.2 ５年未満 136 36.0 9.6 15.4 39.0 - 45.6 

中央東部 219 56.6 9.6 5.0 27.4 1.4 66.2 ５～10年未満 125 56.0 10.4 7.2 26.4 - 66.4 

南東部 182 57.1 12.1 4.4 23.6 2.7 69.2 10～20年未満 228 49.6 11.8 7.0 31.1 0.4 61.4 

中央部 224 65.6 10.3 5.8 17.9 0.4 75.9 20～30年未満 310 50.3 14.8 5.2 29.7 - 65.1 

中央南部 306 61.8 11.4 5.9 19.3 1.6 73.2 30～40年未満 314 70.1 10.8 4.8 13.4 1.0 80.9 

南西部 155 69.0 8.4 5.8 14.8 1.9 77.4 40年以上 635 75.9 7.7 2.4 13.4 0.6 83.6 

西部Ａ（城島） 69 63.8 11.6 2.9 20.3 1.4 75.4 無回答 17 11.8 - - - 88.2 11.8 

西部Ｂ（三潴） 102 67.6 7.8 2.9 20.6 1.0 75.4 

性
別

世帯の中に障害者手帳を持ってい

る人がいる（本人を含む）

同
居
家
族
別

世帯の中に上記以外の18歳未満の

子どもがいる

　
標
本
数
（

票
）

全  体
（カッコ内は標本数）

年
齢
別

定住意向　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

定住意向　（％）

　
標
本
数
（

票
）

居
住
年
数

ブ
ロ

ッ
ク
別

住
居

形
態

１－３ 定住意向 

 F８ あなたは、今後も久留米市に住み続けたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●「久留米市に住み続けたい」が 72.2％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】男性は「いま住んでいるところにこのまま住み続けたい」が 65.0％と女性より 5.4 ポイント

高い。 

【年齢別】年齢が上がるほど「いま住んでいるところにこのまま住み続けたい」が高くなる傾向にあ

り、70 歳以上は 85.0％に上る。18～29 歳は「わからない」が 40.9％と高い。 

【ブロック別】南西部、西部Ｂでは「いま住んでいるところにこのまま住み続けたい」が７割弱で他

のブロックより高い。 

【同居家族別】65 歳以上の人がいる世帯と障害者手帳所持者がいる世帯は「いま住んでいるところに

このまま住み続けたい」が７割を超え他の世帯より高い。 

【住居形態別】持ち家は「いま住んでいるところにこのまま住み続けたい」が 71.0％で借家・賃貸よ

り 30.9 ポイント高い。 

【居住年数別】30 年以上は『久留米市に住み続けたい』が８割を超え高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年
（N=1,765）

72.2 5.2

平成28年
（N=1,764）

76.4 4.2

平成27年
（N=1,736）

73.0 4.4

久留米市に
住み続けたい

久留米市外
に住みたい

61.9

66.0

63.6

10.3

10.4

9.4

5.2

4.2

4.4

21.3

18.3

21.4

1.3

1.1

1.3

0% 25% 50% 75% 100%

いま住んでいる

ところにこのまま
住み続けたい

久留米市内の

別のところに
住みたい

久留米市外に

住みたい

わからない 無回答



 Ⅱ－１ 行政施策 

－17－ 

全体（Ｎ=1,765） 72.2 5.2

住みやすい
ｎ=829 85.4 2.5

どちらかといえば
住みやすい  ｎ=640 70.2 4.1

どちらでもない
ｎ=175 36.0 9.1

どちらかといえば
住みにくい  ｎ=85 43.5 25.9

住みにくい
ｎ=22 31.8 31.8

愛着がある
ｎ=741

88.1 2.4

どちらかといえば
愛着がある  ｎ=633

70.8 3.5

どちらでもない
ｎ=264

46.2 6.8

どちらかといえば
愛着がない  ｎ=51 37.2 35.3

愛着がない
ｎ=56 30.3 28.6

久留米市に
住み続けたい

久留米市外
に住みたい

61.9

75.0

60.0

27.4

30.6

18.2

78.5

59.4

35.6

29.4

19.6

10.3

10.4

10.2

8.6

12.9

13.6

9.6

11.4

10.6

7.8

10.7

5.2

2.5

4.1

9.1

25.9

31.8

2.4

3.5

6.8

35.3

28.6

21.3

11.2

24.2

53.1

30.6

31.8

8.5

24.0

45.8

27.5

39.3

1.3

0.8

1.6

1.7

-

4.5

0.9

1.7

1.1

-

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

いま住んでいる

ところにこのまま
住み続けたい

久留米市内の

別のところに
住みたい

久留米市外に

住みたい

わからない 無回答

久
留
米
市
へ
の

愛
着
の
有
無
別

住
み
や
す
さ
別

■久留米市への愛着の有無別、住みやすさ別にみた定住意向 

【住みやすさ別】 住みやすいと感じている人の 85.4％が『久留米市に住み続けたい』と答えており、住

みやすいと感じている人ほど定住意向は高い傾向にある。 

【久留米市への愛着の有無別】 愛着がある人の 88.1％が『久留米市に住み続けたい』と答えており、久

留米市への愛着度が高いほど定住意向も高い。 
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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
』

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
』

100.0 31.3 54.5 9.8 3.0 1.4 85.8 12.8 14.4 47.7 26.8 9.3 1.8 62.1 36.1 

1,765)( 553)( 962)( 173)( 53)( 24)( 1 ,515)( 226)( 254)( 842)( 473)( 165)( 31)( 1 ,096)( 638)( 

男性 805 29.2 52.7 11.7 4.7 1.7 81.9 16.4 13.9 48.2 26.2 9.6 2.1 62.1 35.8 

女性 955 33.2 56.0 8.2 1.6 1.0 89.2 9.8 14.9 47.2 27.2 9.2 1.5 62.1 36.4 

回答しない 5 20.0 60.0 20.0 - - 80.0 20.0 - 60.0 40.0 - - 60.0 40.0 

18～29歳 237 25.7 55.7 15.2 3.0 0.4 81.4 18.2 21.1 43.0 26.6 8.9 0.4 64.1 35.5 

30歳代 286 23.4 63.3 8.7 4.2 0.3 86.7 12.9 17.5 47.2 25.5 9.1 0.7 64.7 34.6 

40歳代 302 26.8 61.9 7.3 3.3 0.7 88.7 10.6 12.6 50.3 27.5 8.9 0.7 62.9 36.4 

50歳代 322 32.9 55.3 9.6 1.6 0.6 88.2 11.2 9.9 48.1 32.6 7.5 1.9 58.0 40.1 

60歳代 371 36.7 47.4 9.7 4.3 1.9 84.1 14.0 13.2 46.9 24.5 12.9 2.4 60.1 37.4 

70歳以上 247 41.3 43.7 9.3 1.2 4.5 85.0 10.5 14.2 50.2 23.5 7.7 4.5 64.4 31.2 

東部Ａ 125 48.0 42.4 6.4 2.4 0.8 90.4 8.8 12.8 44.0 28.0 11.2 4.0 56.8 39.2 

東部Ｂ（田主丸） 105 41.0 44.8 12.4 1.9 - 85.8 14.3 9.5 37.1 40.0 11.4 1.9 46.6 51.4 

北部Ａ 171 32.7 53.8 8.2 4.1 1.2 86.5 12.3 15.2 54.4 18.7 9.9 1.8 69.6 28.6 

北部Ｂ（北野） 107 39.3 49.5 6.5 3.7 0.9 88.8 10.2 13.1 55.1 20.6 9.3 1.9 68.2 29.9 

中央東部 219 31.5 57.5 8.2 2.3 0.5 89.0 10.5 13.2 45.7 31.1 9.1 0.9 58.9 40.2 

南東部 182 33.5 52.2 9.9 2.7 1.6 85.7 12.6 13.7 45.1 28.6 11.0 1.6 58.8 39.6 

中央部 224 29.5 53.1 12.5 3.1 1.8 82.6 15.6 20.5 50.4 20.1 7.6 1.3 70.9 27.7 

中央南部 306 25.8 59.5 10.5 2.6 1.6 85.3 13.1 16.3 48.0 26.1 7.2 2.3 64.3 33.3 

南西部 155 27.7 57.4 9.0 3.9 1.9 85.1 12.9 13.5 41.3 31.0 12.9 1.3 54.8 43.9 

西部Ａ（城島） 69 20.3 62.3 10.1 4.3 2.9 82.6 14.4 7.2 44.9 33.3 13.0 1.4 52.1 46.3 

西部Ｂ（三潴） 102 19.6 61.8 13.7 2.9 2.0 81.4 16.6 11.8 57.8 25.5 3.9 1.0 69.6 29.4 

世帯の中に就学前の子どもがいる 245 24.5 66.9 6.1 2.4 - 91.4 8.5 19.6 49.8 22.4 7.8 0.4 69.4 30.2 

世帯の中に小学生がいる 246 29.7 59.8 6.1 3.3 1.2 89.5 9.4 13.8 49.2 25.2 10.2 1.6 63.0 35.4 

世帯の中に中学生がいる 146 31.5 58.9 6.2 2.7 0.7 90.4 8.9 13.0 51.4 27.4 7.5 0.7 64.4 34.9 
世帯の中に上記以外の18歳未満

の子どもがいる
167 32.9 56.9 6.0 2.4 1.8 89.8 8.4 16.2 42.5 33.5 6.6 1.2 58.7 40.1 

世帯の中に65歳以上の人がいる 819 37.1 49.2 9.3 2.4 2.0 86.3 11.7 15.4 47.4 26.1 8.5 2.6 62.8 34.6 
世帯の中に障害者手帳を持って

いる人がいる（本人を含む）
222 34.7 51.8 7.2 3.2 3.2 86.5 10.4 15.3 48.6 25.2 8.1 2.7 63.9 33.3 

以上にあてはまる人はいない 482 26.8 55.4 12.9 4.1 0.8 82.2 17.0 12.4 45.6 30.1 10.6 1.2 58.0 40.7 

無回答 7 28.6 42.9 14.3 14.3 - 71.5 28.6 14.3 28.6 28.6 28.6 - 42.9 57.2 

（イ）外で活動しやすい　（％）

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

（ア）季節感にあふれている　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

年
齢
別

同
居
家
族
別

１－４ 久留米市の状況 

 問３ 久留米市の状況として、次の（ア）～（オ）の事柄について、あなたはどう思いますか。 

（あてはまる番号にそれぞれ１つずつ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●久留米市は「季節感にあふれている」が 85.8％、「子育てしやすい」が 78.0％で高い評価。 
 
◆属性別特徴 

【性別】（ア）季節感にあふれているでは、女性は『思う』が 89.2％で男性より 7.3 ポイント高い。 

【年齢別】（ウ）安全で安心して暮らせるでは、年齢が上がるほど『思う』が高くなる傾向にあり、70

歳以上は８割に達している。 

【ブロック別】（ア）季節感にあふれているでは、東部Ａは『思う』が９割を超え高い。（ウ）安全で

安心して暮らせるでは、南西部、西部Ａ、西部Ｂ、（オ）子育てしやすいでは、北部Ｂ、中央部、南

西部は『思う』が８割を超え高い。 

【同居家族別】（ア）季節感にあふれている、（オ）子育てしやすいでは、18 歳未満の子どもがいる世

帯、（ウ）安全で安心して暮らせるでは、65 歳以上の人がいる世帯と障害者手帳所持者がいる世帯

は『思う』がそれぞれ他の世帯より高い。 

 

 

 

 

 

 

  

思う 思わない

（ア）季節感にあふれている 85.8 12.8

（イ）外で活動しやすい 62.1 36.1

（ウ）安全で安心して暮らせる 74.1 24.5

（エ）心豊かに生活できる 68.1 29.9

（オ）子育てしやすい 78.0 18.5

31.3

14.4

15.7

11.7

16.5

54.5

47.7

58.4

56.4

61.5

9.8

26.8

18.5

23.2

13.9

3.0

9.3

6.0

6.7

4.6

1.4

1.8

1.4

1.9

3.5

0% 25% 50% 75% 100%

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

（N=1,765）



 Ⅱ－１ 行政施策 

－19－ 

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
』

100.0 15.7 58.4 18.5 6.0 1.4 74.1 24.5 11.7 56.4 23.2 6.7 1.9 68.1 29.9 

1,765)( 277)( 1,031)( 326)( 106)( 25)( 1 ,308)( 432)( 207)( 995)( 410)( 119)( 34)( 1 ,202)( 529)( 

男性 805 16.3 57.8 17.0 7.1 1.9 74.1 24.1 11.2 56.4 22.2 8.0 2.2 67.6 30.2 

女性 955 15.3 58.8 19.7 5.1 1.0 74.1 24.8 12.3 56.2 24.1 5.8 1.7 68.5 29.9 

回答しない 5 - 80.0 20.0 - - 80.0 20.0 - 80.0 20.0 - - 80.0 20.0 

18～29歳 237 14.8 53.6 23.6 7.6 0.4 68.4 31.2 14.8 54.0 22.8 8.0 0.4 68.8 30.8 

30歳代 286 11.9 55.9 23.1 8.7 0.3 67.8 31.8 10.5 57.3 26.6 5.2 0.3 67.8 31.8 

40歳代 302 13.9 57.0 23.5 5.0 0.7 70.9 28.5 9.3 61.9 23.2 4.3 1.3 71.2 27.5 

50歳代 322 12.4 64.0 16.5 5.9 1.2 76.4 22.4 9.0 59.6 26.1 4.7 0.6 68.6 30.8 

60歳代 371 19.4 57.7 14.8 5.9 2.2 77.1 20.7 12.9 51.5 22.4 10.8 2.4 64.4 33.2 

70歳以上 247 21.9 61.5 10.1 2.8 3.6 83.4 12.9 15.0 53.8 17.4 6.9 6.9 68.8 24.3 

東部Ａ 125 13.6 60.0 16.8 7.2 2.4 73.6 24.0 12.8 51.2 27.2 6.4 2.4 64.0 33.6 

東部Ｂ（田主丸） 105 21.9 54.3 15.2 6.7 1.9 76.2 21.9 9.5 48.6 32.4 8.6 1.0 58.1 41.0 

北部Ａ 171 14.6 55.0 23.4 6.4 0.6 69.6 29.8 11.7 54.4 24.6 7.0 2.3 66.1 31.6 

北部Ｂ（北野） 107 14.0 64.5 15.0 5.6 0.9 78.5 20.6 11.2 59.8 19.6 7.5 1.9 71.0 27.1 

中央東部 219 15.5 55.3 20.1 8.7 0.5 70.8 28.8 10.5 58.4 25.1 5.5 0.5 68.9 30.6 

南東部 182 15.9 56.0 18.1 8.2 1.6 71.9 26.3 15.9 54.4 18.1 9.9 1.6 70.3 28.0 

中央部 224 16.1 56.3 18.3 7.6 1.8 72.4 25.9 13.4 56.3 21.4 6.3 2.7 69.7 27.7 

中央南部 306 11.1 60.1 24.5 2.6 1.6 71.2 27.1 12.4 57.8 23.5 4.6 1.6 70.2 28.1 

南西部 155 18.7 61.3 14.8 3.9 1.3 80.0 18.7 9.7 58.1 20.6 8.4 3.2 67.8 29.0 

西部Ａ（城島） 69 26.1 56.5 8.7 5.8 2.9 82.6 14.5 5.8 58.0 24.6 7.2 4.3 63.8 31.8 

西部Ｂ（三潴） 102 16.7 67.6 10.8 3.9 1.0 84.3 14.7 9.8 61.8 21.6 5.9 1.0 71.6 27.5 

世帯の中に就学前の子どもがいる 245 15.9 55.9 22.0 5.7 0.4 71.8 27.7 12.2 60.4 22.9 3.7 0.8 72.6 26.6 

世帯の中に小学生がいる 246 11.0 60.6 23.2 4.1 1.2 71.6 27.3 11.0 63.4 20.3 3.7 1.6 74.4 24.0 

世帯の中に中学生がいる 146 17.1 55.5 21.9 4.8 0.7 72.6 26.7 14.4 61.6 17.8 4.8 1.4 76.0 22.6 

世帯の中に上記以外の18歳未満

の子どもがいる
167 15.6 58.1 20.4 5.4 0.6 73.7 25.8 15.0 57.5 21.0 4.8 1.8 72.5 25.8 

世帯の中に65歳以上の人がいる 819 20.6 60.4 12.6 4.5 1.8 81.0 17.1 13.7 54.2 22.2 7.1 2.8 67.9 29.3 

世帯の中に障害者手帳を持って

いる人がいる（本人を含む）
222 17.6 60.8 11.3 6.8 3.6 78.4 18.1 14.0 52.3 20.7 8.6 4.5 66.3 29.3 

以上にあてはまる人はいない 482 10.6 58.1 22.6 7.5 1.2 68.7 30.1 8.7 56.0 26.3 7.9 1.0 64.7 34.2 

無回答 7 14.3 28.6 42.9 14.3 - 42.9 57.2 14.3 42.9 28.6 14.3 - 57.2 42.9 

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
』

100.0 16.5 61.5 13.9 4.6 3.5 78.0 18.5 

1,765)( 292)( 1,085)( 246)( 81)( 61)( 1 ,377)( 327)( 

男性 805 16.3 61.4 13.2 4.8 4.3 77.7 18.0 

女性 955 16.8 61.7 14.6 4.3 2.7 78.5 18.9 

回答しない 5 20.0 40.0 20.0 20.0 - 60.0 40.0 

18～29歳 237 12.7 63.3 16.5 5.9 1.7 76.0 22.4 

30歳代 286 20.6 57.3 15.4 5.2 1.4 77.9 20.6 

40歳代 302 13.9 64.9 15.2 4.3 1.7 78.8 19.5 

50歳代 322 14.3 65.2 12.7 4.0 3.7 79.5 16.7 

60歳代 371 17.5 60.4 12.7 5.4 4.0 77.9 18.1 

70歳以上 247 20.2 57.1 11.7 2.4 8.5 77.3 14.1 

東部Ａ 125 15.2 57.6 15.2 8.8 3.2 72.8 24.0 

東部Ｂ（田主丸） 105 12.4 54.3 21.9 8.6 2.9 66.7 30.5 

北部Ａ 171 14.0 61.4 16.4 3.5 4.7 75.4 19.9 

北部Ｂ（北野） 107 16.8 65.4 10.3 3.7 3.7 82.2 14.0 

中央東部 219 17.8 60.7 15.1 4.1 2.3 78.5 19.2 

南東部 182 18.1 59.3 15.9 3.8 2.7 77.4 19.7 

中央部 224 17.4 63.4 8.9 4.0 6.3 80.8 12.9 

中央南部 306 20.9 58.5 14.4 3.3 2.9 79.4 17.7 

南西部 155 19.4 65.2 9.0 3.2 3.2 84.6 12.2 

西部Ａ（城島） 69 2.9 72.5 13.0 8.7 2.9 75.4 21.7 

西部Ｂ（三潴） 102 10.8 66.7 15.7 4.9 2.0 77.5 20.6 

世帯の中に就学前の子どもがいる 245 26.1 60.8 9.8 2.9 0.4 86.9 12.7 

世帯の中に小学生がいる 246 18.7 63.0 14.6 2.0 1.6 81.7 16.6 

世帯の中に中学生がいる 146 17.8 67.1 13.7 0.7 0.7 84.9 14.4 

世帯の中に上記以外の18歳未満

の子どもがいる
167 23.4 58.7 13.2 3.0 1.8 82.1 16.2 

世帯の中に65歳以上の人がいる 819 16.8 61.7 12.5 3.8 5.3 78.5 16.3 

世帯の中に障害者手帳を持って

いる人がいる（本人を含む）
222 17.6 59.0 11.3 5.4 6.8 76.6 16.7 

以上にあてはまる人はいない 482 12.4 61.4 16.8 6.8 2.5 73.8 23.6 

無回答 7 14.3 85.7 - - - 100.0 - 

（ウ）安全で安心して暮らせる　（％） （エ）心豊かに生活できる　（％）

（カッコ内は標本数）

性
別

ブ

ロ

ッ
ク
別

年
齢
別

全  体

（オ）子育てしやすい　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

同

居
家

族
別

性
別

年

齢
別

ブ

ロ

ッ
ク
別

同

居
家
族

別
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１－５ 環境に配慮した取り組み 

 問４ あなたは、普段の生活の中で、環境に配慮した取り組みをしていますか。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●75.6％の人がふだんの生活の中で環境に配慮した取り組みをしている。 

 

◆属性別特徴 

【性別】女性は『取り組んでいる』が 79.9％と男性より 9.1 ポイント高い。 

【性別・年齢別】男性は年齢が上がるほど『取り組んでいる』が高くなる傾向にあるが、女性は 60

歳代で『取り組んでいる』が 89.0％と最も高い。女性 18～29 歳と男性 30 歳代以下は「必要性は感

じるが、取り組んでいない」が３割を超え他の年齢層より高い。 

【ブロック別】東部Ａ、東部Ｂ、中央部では『取り組んでいる』が８割を超えている。 

 

 

 

  

『取り組んでいる』 

75.6％ 

『取り組んでいない』 

23.5％ 

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

9.9%

生活に不便の

ない範囲で

取り組んでいる

65.7%

必要性は感じる

が、取り組んで

いない

20.6%

取り組む必要性

を感じていない
2.9%

無回答

0.9%

（N=1,765）



 Ⅱ－１ 行政施策 

－21－ 

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
』

100.0 9.9 65.7 20.6 2.9 0.9 75.6 23.5 

1,765)( 175)( 1,160)( 363)( 51)( 16)( 1,335)( 414)( 

男性 805 8.8 62.0 24.1 4.2 0.9 70.8 28.3 

女性 955 10.9 69.0 17.5 1.7 0.9 79.9 19.2 

回答しない 5 - 40.0 40.0 20.0 - 40.0 60.0 

男性：18～29歳 94 6.4 50.0 37.2 5.3 1.1 56.4 42.5 

男性：30歳代 127 4.7 58.3 31.5 5.5 - 63.0 37.0 

男性：40歳代 151 4.6 68.2 23.2 3.3 0.7 72.8 26.5 

男性：50歳代 144 8.3 66.7 18.8 4.9 1.4 75.0 23.7 

男性：60歳代 171 14.6 63.2 18.1 2.9 1.2 77.8 21.0 

男性：70歳以上 118 12.7 60.2 22.0 4.2 0.8 72.9 26.2 

女性：18～29歳 140 2.9 59.3 31.4 5.7 0.7 62.2 37.1 

女性：30歳代 159 8.2 71.7 18.9 0.6 0.6 79.9 19.5 

女性：40歳代 151 7.9 74.2 17.2 - 0.7 82.1 17.2 

女性：50歳代 176 14.8 69.9 13.6 1.1 0.6 84.7 14.7 

女性：60歳代 200 14.0 75.0 9.5 1.0 0.5 89.0 10.5 

女性：70歳以上 129 16.3 59.7 18.6 2.3 3.1 76.0 20.9 

性別：回答しない 5 - 40.0 40.0 20.0 - 40.0 60.0 

東部Ａ 125 13.6 68.0 16.8 0.8 0.8 81.6 17.6 

東部Ｂ（田主丸） 105 12.4 67.6 17.1 1.9 1.0 80.0 19.0 

北部Ａ 171 7.0 69.6 21.1 1.8 0.6 76.6 22.9 

北部Ｂ（北野） 107 7.5 72.0 16.8 3.7 - 79.5 20.5 

中央東部 219 11.9 60.7 24.2 2.7 0.5 72.6 26.9 

南東部 182 8.8 65.9 22.0 2.7 0.5 74.7 24.7 

中央部 224 11.6 69.2 12.5 5.4 1.3 80.8 17.9 

中央南部 306 7.8 61.4 25.2 4.2 1.3 69.2 29.4 

南西部 155 13.5 63.2 20.0 1.9 1.3 76.7 21.9 

西部Ａ（城島） 69 5.8 66.7 24.6 - 2.9 72.5 24.6 

西部Ｂ（三潴） 102 7.8 66.7 23.5 2.0 - 74.5 25.5 

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

環境に配慮した取り組みの状況　（％）

全  体

（カッコ内は標本数）

性
別
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１－６ 生涯学習活動、文化芸術活動、運動・スポーツ活動の状況 

 問５ （Ａ）あなたは、普段の生活の中で、生涯学習活動を行っていますか。 

（Ｂ）あなたは、文化芸術活動（美術、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能などを自分自身で行う、ある 

   いは鑑賞する）を行っていますか。 

（Ｃ）あなたは、運動（軽く体を動かすものを含む）やスポーツ活動（自分自身で行う、あるいは 

   観賞、観戦する）を行っていますか。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●「生涯学習活動」を行っている人は 28.0％、「文化芸術活動」は 28.7％、「運動やスポーツ活動」は

45.1％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】（Ｂ）文化芸術活動では、女性は「行っている」が 33.0％と男性より 10.6 ポイント高い。 

【性別・年齢別】全ての活動で男性 70 歳以上は「行っている」が他の年齢層より高い。（Ｃ）運動や

スポーツ活動では、女性 70 歳以上は「行っている」が他の年齢層より高い。（Ａ）生涯学習活動と

（Ｂ）文化芸術活動では、女性 50 歳代は「行っている」が他の年齢層より高い。 

【ブロック別】（Ａ）生涯学習活動では、中央東部、南東部は「行っている」が他のブロックより高い。

（Ｂ）文化芸術活動では、中央部は「行っている」が約４割と他のブロックより高く、（Ｃ）運動や

スポーツ活動では、中央部は「行っている」が５割を超えている。 

 

 

  

（Ａ）生涯学習活動

（Ｂ）文化芸術活動

（Ｃ）運動やスポーツ活動

28.0

28.7

45.1

70.5

70.7

54.3

1.5

0.6

0.6

0% 25% 50% 75% 100%

行っている 行っていない 無回答

（N=1,765）



 Ⅱ－１ 行政施策 
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（％）

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

行
っ

て
い
る

行
っ

て
い
な
い

無
回
答

100.0 28.0 70.5 1.5 28.7 70.7 0.6 45.1 54.3 0.6 

1,765)( 495)( 1,244)( 26)( 507)( 1,248)( 10)( 796)( 959)( 10)( 

男性 805 28.4 70.4 1.1 23.0 76.6 0.4 47.2 52.4 0.4 

女性 955 27.9 70.4 1.8 33.6 65.7 0.7 43.5 55.8 0.7 

回答しない 5 - 100.0 - 20.0 80.0 - 20.0 80.0 - 

男性：18～29歳 94 20.2 79.8 - 26.6 73.4 - 47.9 52.1 - 

男性：30歳代 127 28.3 69.3 2.4 16.5 82.7 0.8 43.3 55.9 0.8 

男性：40歳代 151 28.5 71.5 - 17.2 82.8 - 45.7 54.3 - 

男性：50歳代 144 25.7 72.9 1.4 24.3 75.7 - 45.1 54.9 - 

男性：60歳代 171 26.9 72.5 0.6 22.8 77.2 - 44.4 55.0 0.6 

男性：70歳以上 118 40.7 56.8 2.5 33.1 65.3 1.7 59.3 39.8 0.8 

女性：18～29歳 140 16.4 82.1 1.4 31.4 67.9 0.7 40.7 59.3 - 

女性：30歳代 159 23.3 76.7 - 26.4 73.6 - 31.4 68.6 - 

女性：40歳代 151 21.2 77.5 1.3 35.1 64.9 - 39.7 60.3 - 

女性：50歳代 176 36.4 61.9 1.7 40.9 58.0 1.1 48.9 50.0 1.1 

女性：60歳代 200 36.0 62.5 1.5 31.0 68.0 1.0 46.5 52.0 1.5 

女性：70歳以上 129 29.5 65.1 5.4 37.2 61.2 1.6 53.5 45.0 1.6 

性別：回答しない 5 - 100.0 - 20.0 80.0 - 20.0 80.0 - 

東部Ａ 125 31.2 67.2 1.6 32.8 66.4 0.8 47.2 52.0 0.8 

東部Ｂ（田主丸） 105 18.1 81.0 1.0 24.8 73.3 1.9 44.8 53.3 1.9 

北部Ａ 171 18.1 80.7 1.2 24.6 74.3 1.2 38.6 60.2 1.2 

北部Ｂ（北野） 107 28.0 71.0 0.9 26.2 73.8 - 43.0 57.0 - 

中央東部 219 32.9 66.2 0.9 31.1 68.0 0.9 46.6 52.5 0.9 

南東部 182 33.0 65.9 1.1 26.4 73.1 0.5 43.4 56.0 0.5 

中央部 224 30.4 65.6 4.0 37.5 62.5 - 50.4 49.6 - 

中央南部 306 26.5 72.5 1.0 31.4 68.3 0.3 43.1 56.2 0.7 

南西部 155 30.3 67.7 1.9 23.2 76.8 - 49.0 51.0 - 

西部Ａ（城島） 69 30.4 68.1 1.4 18.8 79.7 1.4 44.9 55.1 - 

西部Ｂ（三潴） 102 26.5 73.5 - 24.5 75.5 - 44.1 55.9 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

（カッコ内は標本数）

性
別

（Ｂ）文化芸術活動 （Ｃ）運動やスポーツ活動　
標
本
数
（

票
）

（Ａ）生涯学習活動

全  体

性
別
×
年
齢
別
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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
日
以
上
』

100.0 29.6 17.3 9.2 4.6 4.5 34.2 0.5 46.9 

1,765)( 523)( 306)( 162)( 82)( 80)( 604)( 8)( 829)( 

男性 805 31.7 16.5 11.1 5.5 4.6 30.2 0.5 48.2 

女性 955 28.1 18.0 7.6 3.8 4.5 37.6 0.4 46.1 

回答しない 5 - 20.0 - 40.0 - 40.0 - 20.0 

男性：18～29歳 94 23.4 22.3 16.0 4.3 4.3 29.8 - 45.7 

男性：30歳代 127 18.1 14.2 12.6 9.4 9.4 35.4 0.8 32.3 

男性：40歳代 151 20.5 13.2 12.6 11.9 3.3 38.4 - 33.7 

男性：50歳代 144 25.7 20.1 10.4 2.8 4.2 36.1 0.7 45.8 

男性：60歳代 171 39.8 17.0 9.9 3.5 4.7 25.1 - 56.8 

男性：70歳以上 118 62.7 13.6 5.9 - 1.7 14.4 1.7 76.3 

女性：18～29歳 140 17.9 16.4 9.3 5.7 5.0 45.7 - 34.3 

女性：30歳代 159 13.8 12.6 10.1 2.5 10.1 50.9 - 26.4 

女性：40歳代 151 16.6 16.6 8.6 6.6 5.3 46.4 - 33.2 

女性：50歳代 176 27.3 19.9 8.0 4.5 2.3 36.9 1.1 47.2 

女性：60歳代 200 41.0 19.5 6.0 2.5 2.0 29.0 - 60.5 

女性：70歳以上 129 51.2 23.3 3.9 0.8 3.1 16.3 1.6 74.5 

性別：回答しない 5 - 20.0 - 40.0 - 40.0 - 20.0 

東部Ａ 125 25.6 14.4 13.6 4.0 4.8 35.2 2.4 40.0 

東部Ｂ（田主丸） 105 27.6 21.0 8.6 2.9 1.9 37.1 1.0 48.6 

北部Ａ 171 29.2 12.3 9.9 3.5 7.0 38.0 - 41.5 

北部Ｂ（北野） 107 26.2 16.8 7.5 3.7 5.6 40.2 - 43.0 

中央東部 219 28.3 18.3 10.0 4.6 2.3 36.1 0.5 46.6 

南東部 182 27.5 19.8 8.2 6.0 5.5 32.4 0.5 47.3 

中央部 224 32.6 21.4 7.6 4.5 3.6 30.4 - 54.0 

中央南部 306 31.7 16.0 7.5 6.2 4.9 33.0 0.7 47.7 

南西部 155 31.0 19.4 9.0 4.5 5.2 31.0 - 50.4 

西部Ａ（城島） 69 29.0 17.4 10.1 7.2 1.4 34.8 - 46.4 

西部Ｂ（三潴） 102 33.3 11.8 12.7 2.0 6.9 33.3 - 45.1 

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

運動の頻度　（％）　
標
本
数
（

票
）

１－７ 健康づくりのための運動 

 問６ 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）。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●『週に１日以上』運動をしている人は 46.9％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】女性は「まったく行っていない」が 37.6％と男性より 7.4 ポイント高い。 

【性別・年齢別】男女とも年齢が上がるほど運動の頻度が高くなる傾向にあり、70 歳以上は『週に１

日以上』が７割を超えている。 

【ブロック別】中央部、南西部では『週に 1 日以上』が５割を超え、「週に２日以上」でも３割を超え

ている。 

 

 

 

 

 

  

『週に１日以上』 

46.9％ 

週に２日以上

29.6%

週に１日程度

17.3%

月に１～３日

程度
9.2%

３か月に１～２日

程度
4.6%

年に１～３日程度

4.5%

まったく

行っていない
34.2%

無回答

0.5%

（N=1,765）
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週
に
１
回
以
上

月
に
２
～

３
回

程
度

月
に
１
回
程
度

年
に
数
回
程
度

年
に
１
回
程
度

ま
っ

た
く
参
加

し
て
い
な
い

無
回
答

『

月
に

　
１
回
以
上
』

100.0 1.4 2.8 5.6 18.8 11.2 59.9 0.3 9.8 

1,765)( 24)( 49)( 98)( 332)( 198)( 1,058)( 6)( 171)( 

男性 805 1.5 2.4 4.7 21.6 10.7 58.9 0.2 8.6 

女性 955 1.3 3.1 6.3 16.4 11.6 60.8 0.4 10.7 

回答しない 5 - - - 20.0 20.0 60.0 - - 

男性：18～29歳 94 2.1 - 2.1 8.5 17.0 70.2 - 4.2 

男性：30歳代 127 - - 1.6 17.3 7.9 73.2 - 1.6 

男性：40歳代 151 - 0.7 6.6 21.9 13.9 56.3 0.7 7.3 

男性：50歳代 144 - 2.1 4.2 27.8 7.6 58.3 - 6.3 

男性：60歳代 171 2.9 4.1 5.8 21.6 11.7 53.8 - 12.8 

男性：70歳以上 118 4.2 6.8 6.8 28.8 6.8 45.8 0.8 17.8 

女性：18～29歳 140 - 1.4 0.7 2.9 8.6 86.4 - 2.1 

女性：30歳代 159 - 1.3 5.0 14.5 13.2 66.0 - 6.3 

女性：40歳代 151 0.7 0.7 7.3 19.9 12.6 58.9 - 8.7 

女性：50歳代 176 1.1 2.8 5.1 20.5 17.0 52.3 1.1 9.0 

女性：60歳代 200 4.0 5.5 9.5 22.5 8.0 50.0 0.5 19.0 

女性：70歳以上 129 0.8 7.0 9.3 14.7 10.1 57.4 0.8 17.1 

性別：回答しない 5 - - - 20.0 20.0 60.0 - - 

東部Ａ 125 2.4 8.0 2.4 29.6 8.0 48.8 0.8 12.8 

東部Ｂ（田主丸） 105 1.9 1.0 11.4 19.0 11.4 54.3 1.0 14.3 

北部Ａ 171 0.6 2.9 3.5 12.9 16.4 63.7 - 7.0 

北部Ｂ（北野） 107 1.9 2.8 7.5 26.2 10.3 50.5 0.9 12.2 

中央東部 219 3.2 2.3 5.0 10.0 11.4 67.6 0.5 10.5 

南東部 182 1.1 2.7 2.7 26.4 10.4 56.0 0.5 6.5 

中央部 224 0.4 2.2 4.5 16.1 10.3 66.1 0.4 7.1 

中央南部 306 1.0 1.6 4.9 11.1 9.5 71.9 - 7.5 

南西部 155 0.6 3.9 7.7 20.6 12.3 54.8 - 12.2 

西部Ａ（城島） 69 1.4 1.4 14.5 31.9 11.6 39.1 - 17.3 

西部Ｂ（三潴） 102 1.0 2.9 5.9 30.4 13.7 46.1 - 9.8 

市民活動への参加頻度　（％）

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

１－８ 市民活動への参加状況 

（１）市民活動への参加頻度 

 問８ あなたは、この１年くらいの間に、市民活動にどの程度参加しましたか。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●この１年間で『月に１回以上』市民活動に参加した人は 9.8％。「まったく参加していない」人は 59.9％。 

 

◆属性別特徴 

【性別・年齢別】男女とも年齢が上がるほど参加頻度は高い傾向にあり、女性 60 歳代以上と男性 70

歳以上で『月に１回以上』が約２割となっている。女性 18～29 歳は「まったく参加していない」が

８割を超え高い。 

【ブロック別】西部Ａでは『月に１回以上』が 17.3％と他のブロックよりやや高い。北部Ａ、中央東

部、中央部、中央南部では「まったく参加していない」が６割を超え他のブロックより高い。 

 

 

 

  

『月に１回以上』 

9.8％ 

週に１回以上

1.4% 月に２～３回程度

2.8%

月に１回程度

5.6%

年に

数回程度
18.8%

年に１回程度

11.2%

まったく参加

していない
59.9%

無回答

0.3%

（N=1,765）
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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
』

100.0 10.8 37.3 32.3 19.3 0.3 48.1 51.6 

1,765)( 190)( 659)( 570)( 341)( 5)( 849)( 911)( 

男性 805 11.8 34.7 33.4 19.9 0.2 46.5 53.3 

女性 955 9.9 39.8 31.4 18.5 0.3 49.7 49.9 

回答しない 5 - - 20.0 80.0 - - 100.0 

男性：18～29歳 94 7.4 28.7 33.0 30.9 - 36.1 63.9 

男性：30歳代 127 6.3 25.2 40.9 26.8 0.8 31.5 67.7 

男性：40歳代 151 7.9 36.4 32.5 23.2 - 44.3 55.7 

男性：50歳代 144 13.9 34.7 36.8 14.6 - 48.6 51.4 

男性：60歳代 171 12.9 40.9 30.4 15.8 - 53.8 46.2 

男性：70歳以上 118 22.0 38.1 27.1 11.9 0.8 60.1 39.0 

女性：18～29歳 140 4.3 32.1 31.4 32.1 - 36.4 63.5 

女性：30歳代 159 4.4 35.8 39.0 20.8 - 40.2 59.8 

女性：40歳代 151 7.9 41.7 33.8 16.6 - 49.6 50.4 

女性：50歳代 176 10.8 41.5 31.3 15.3 1.1 52.3 46.6 

女性：60歳代 200 14.5 45.0 26.0 14.0 0.5 59.5 40.0 

女性：70歳以上 129 17.1 40.3 27.9 14.7 - 57.4 42.6 

性別：回答しない 5 - - 20.0 80.0 - - 100.0 

東部Ａ 125 16.8 38.4 25.6 18.4 0.8 55.2 44.0 

東部Ｂ（田主丸） 105 9.5 42.9 30.5 16.2 1.0 52.4 46.7 

北部Ａ 171 11.1 32.2 36.3 19.9 0.6 43.3 56.2 

北部Ｂ（北野） 107 16.8 40.2 23.4 19.6 - 57.0 43.0 

中央東部 219 12.8 32.9 33.8 20.1 0.5 45.7 53.9 

南東部 182 7.1 39.6 35.7 17.6 - 46.7 53.3 

中央部 224 9.4 37.9 32.1 20.5 - 47.3 52.6 

中央南部 306 7.8 35.6 34.0 22.5 - 43.4 56.5 

南西部 155 8.4 40.6 34.2 16.1 0.6 49.0 50.3 

西部Ａ（城島） 69 10.1 37.7 36.2 15.9 - 47.8 52.1 

西部Ｂ（三潴） 102 15.7 40.2 25.5 18.6 - 55.9 44.1 

市民活動への参加意向　（％）

全  体

（カッコ内は標本数）

性
別

性
別
×
年
齢
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

（２）市民活動への参加意向 

 問７ 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。（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●市民活動に参加したいと思う人は 48.1％。 

 

◆属性別特徴 

【性別・年齢別】男女とも年齢が上がるほど『思う』が高くなる傾向にある。 

【ブロック別】東部Ａ、東部Ｂ、北部Ｂ、西部Ｂでは『思う』が５割を超えている。 

 

 

 

  

『思う』 

48.1％ 
『思わない』 

51.6％ 

そう思う

10.8%

どちらかと

いえば

そう思う

37.3%

どちらかと

いえば

そう思わない

32.3%

そう思わない

19.3%

無回答

0.3%

（N=1,765）
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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
』

100.0 17.7 37.5 31.3 11.6 1.9 55.2 42.9 

1,765)( 312)( 662)( 552)( 205)( 34)( 974)( 757)( 

男性 805 18.9 32.3 33.4 13.3 2.1 51.2 46.7 

女性 955 16.8 41.9 29.3 10.3 1.8 58.7 39.6 

回答しない 5 - 40.0 60.0 - - 40.0 60.0 

18～29歳 237 21.5 40.9 28.3 9.3 - 62.4 37.6 

30歳代 286 18.2 43.4 24.8 11.9 1.7 61.6 36.7 

40歳代 302 18.2 44.0 27.5 9.6 0.7 62.2 37.1 

50歳代 322 20.2 32.0 36.3 9.0 2.5 52.2 45.3 

60歳代 371 16.2 33.7 34.8 13.5 1.9 49.9 48.3 

70歳以上 247 11.7 32.4 34.4 16.6 4.9 44.1 51.0 

東部Ａ 125 20.0 36.0 28.0 12.8 3.2 56.0 40.8 

東部Ｂ（田主丸） 105 17.1 29.5 39.0 11.4 2.9 46.6 50.4 

北部Ａ 171 14.6 39.8 30.4 11.1 4.1 54.4 41.5 

北部Ｂ（北野） 107 26.2 38.3 26.2 9.3 - 64.5 35.5 

中央東部 219 21.0 39.7 26.5 10.0 2.7 60.7 36.5 

南東部 182 14.8 37.9 34.6 11.5 1.1 52.7 46.1 

中央部 224 17.4 32.6 32.6 15.6 1.8 50.0 48.2 

中央南部 306 15.4 37.6 33.0 12.4 1.6 53.0 45.4 

南西部 155 20.0 41.3 27.7 9.7 1.3 61.3 37.4 

西部Ａ（城島） 69 14.5 43.5 34.8 7.2 - 58.0 42.0 

西部Ｂ（三潴） 102 15.7 38.2 33.3 11.8 1.0 53.9 45.1 

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

人権に対する感覚を高めたいと思うか　（％）

全  体

（カッコ内は標本数）

性
別

年
齢
別

１－９ 人権問題 

（１）人権問題の解決に向けて 

 問９ 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、こうした同和問題

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。 

（あてはまる番号に１つだけ○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●自分自身の人権に対する感覚を高めたいと思う人は 55.2％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】女性は『思う』が 58.7％で男性より 7.5 ポイント高い。 

【年齢別】年齢が上がるほど『思う』が低くなる傾向にあり、60 歳代以上は５割を下回っている。 

【ブロック別】北部Ｂでは『思う』が 64.5％と他のブロックより高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『思う』 

55.2％ 

『思わない』 

42.9％ 
そう思う

17.7%

どちらかと

いえば

そう思う

37.5%

どちらかと

いえばそう

思わない

31.3%

そう思わない

11.6%

無回答

1.9%

（N=1,765）
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－28－ 

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

Ｐ
Ｔ
Ａ
や
学
校
の
講

座
や
研
修
に
参
加
す

る 職
場
の
講
座
や
研
修

に
参
加
す
る

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

100.0 20.9 20.1 15.0 19.5 28.1 37.5 2.4 1.1 
974)( 204)( 196)( 146)( 190)( 274)( 365)( 23)( 11)( 

男性 412 18.7 18.0 10.7 21.4 31.3 33.3 2.7 1.9 

女性 560 22.7 21.8 18.2 18.2 25.5 40.7 2.1 0.5 

回答しない 2 - - - - 100.0 - - - 

18～29歳 148 18.9 13.5 7.4 17.6 34.5 45.3 2.7 1.4 
30歳代 176 18.2 12.5 26.1 25.6 23.9 41.5 1.7 1.7 
40歳代 188 20.7 11.2 29.3 24.5 23.4 34.0 1.1 0.5 
50歳代 168 29.2 23.8 11.9 32.1 25.0 35.1 3.0 0.6 
60歳代 185 19.5 33.5 4.9 9.7 33.5 31.4 4.3 1.1 
70歳以上 109 18.3 28.4 4.6 0.9 30.3 40.4 0.9 1.8 
東部Ａ 70 27.1 30.0 20.0 14.3 24.3 32.9 - 1.4 
東部Ｂ（田主丸） 49 24.5 22.4 14.3 20.4 24.5 38.8 6.1 2.0 
北部Ａ 93 23.7 19.4 17.2 18.3 30.1 33.3 1.1 1.1 
北部Ｂ（北野） 69 24.6 24.6 21.7 23.2 24.6 43.5 1.4 - 
中央東部 133 18.8 15.0 13.5 15.0 33.8 35.3 4.5 2.3 
南東部 96 24.0 18.8 8.3 17.7 24.0 40.6 - 4.2 
中央部 112 22.3 15.2 9.8 19.6 40.2 43.8 1.8 0.9 
中央南部 162 21.6 17.9 14.8 21.0 29.0 38.3 4.3 - 
南西部 95 13.7 16.8 15.8 25.3 17.9 41.1 1.1 - 
西部Ａ（城島） 40 17.5 37.5 12.5 17.5 25.0 32.5 - - 
西部Ｂ（三潴） 55 10.9 25.5 23.6 23.6 23.6 23.6 3.6 - 

ブ
ロ

ッ
ク
別

　
標
本
数
（

票
）

人権に対する感覚を高めるためにしたいこと　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

年
齢
別

（２）人権に対する感覚を高めるためにしたいこと 

 問９付問  問５で １または２ に回答した人に  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。（あてはまる番号にいくつでも○印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●人権に対する感覚を高めるためにしたいことでは「家族や友人など身近な人と話す」が 37.5％。 

 

◆属性別特徴 

【性別】男性は「職場の講座や研修に参加する」「書籍などで自主学習をする」が女性より高い。 

【年齢別】18～29 歳と 60 歳代は「書籍などで自主学習をする」、50 歳代は「職場の講座や研修に参加

する」、60 歳代は「地域で開催する講演会、学習会に参加する」「書籍などで自主学習をする」が他

の年齢層より高い。 

【ブロック別】西部Ａ、西部Ｂでは「地域で開催する講演会、学習会に参加する」が最も高く、他の

ブロックでは「家族や友人など身近な人と人権問題について話をする」が最も高い。 

 

 

 

 

  

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

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

職場の講座や研修に参加する

ＰＴＡや学校の講座や研修に参加する

その他

37.5

28.1

20.9

20.1

19.5

15.0

2.4

0 20 40(%)

（ｎ=974）
【複数回答】



 Ⅱ－１ 行政施策 

－29－ 

１－10 長期的な視点で力を入れてほしい施策 

 問 11 あなたは長期的な視点（今後 10 年程度）で見て、久留米市には特にどのようなことに力を入れて

欲しいと思いますか。（Ａ）～（Ｃ）のそれぞれについてあてはまるものをいくつでも選び、番号に

○印をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「高齢者福祉・介護サービスの充実」が 48.5％で１位、「安心して子育てできる環境・地域づくり」

が 46.1％で２位、「道路や交通網の整備」が 45.3％で３位。 

（Ａ） 都市像① 道路や交通網の整備

歩行や自転車利用の環境整備

花と緑があふれる空間づくり

公園や広場の整備・充実

ごみ処理対策や環境美化の推進

バリアフリー化の促進

中心部や地域の拠点整備

下水道や住宅など生活基盤の整備

地球温暖化など環境対策の推進

歴史資源を活かした地域の魅力づくり

（Ｂ） 都市像② 高齢者福祉・介護サービスの充実

安心して子育てできる環境・地域づくり

防犯や交通安全対策の推進

学校教育、教育環境の充実

防災対策の推進

健康づくり対策の推進

地域医療体制の充実

見守り活動など地域での支え合いの推進

障害者福祉の充実

スポーツ環境の充実

文化芸術活動の推進

地域づくり活動や市民活動の活性化

人権・同和対策の推進

男女共同参画の推進

（Ｃ） 都市像③ 雇用の安定や労働環境の整備

中心市街地のにぎわいづくり

高度な医療機関の集積を活かしたまちづくり

企業の育成・誘致や新産業の創出

観光の振興や大規模イベントの誘致

市の魅力向上と情報発信の充実

収益性・競争力を持つ農業の振興

近隣自治体と連携した広域行政の推進

大学や研究機関などの充実

海外ビジネスや国際交流の促進

45.3

45.0

33.1

29.5

27.8

27.7

23.5

20.5

17.5

15.0

48.5

46.1

36.3

30.6

27.3

23.2

22.7

21.8

21.8

17.9

13.7

11.4

10.5

8.9

43.2

39.7

34.8

29.6

22.4

20.5

18.4

12.4

10.1

9.9

0 25 50 (%)

（N=1,765）

【複数回答】

誇
り
が
も
て
る
美
し
い
都
市
久
留
米

市
民
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
都
市
久
留
米

活
力
あ
ふ
れ
る
中
核
都
市
久
留
米
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花
と
緑
が
あ
ふ
れ
る
空

間
づ
く
り

歴
史
資
源
を
活
か
し
た

地
域
の
魅
力
づ
く
り

中
心
部
や
地
域
の
拠
点

整
備

道
路
や
交
通
網
の
整
備

下
水
道
や
住
宅
な
ど
生

活
基
盤
の
整
備

公
園
や
広
場
の
整
備
・

充
実

歩
行
や
自
転
車
利
用
の

環
境
整
備

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
促

進 地
球
温
暖
化
な
ど
環
境

対
策
の
推
進

ご
み
処
理
対
策
や
環
境

美
化
の
推
進

100.0 33.1 15.0 23.5 45.3 20.5 29.5 45.0 27.7 17.5 27.8 
1,765)( 584)( 265)( 415)( 800)( 362)( 521)( 795)( 489)( 308)( 490)( 

男性 805 31.1 15.9 26.1 48.4 22.2 30.6 44.2 21.5 16.5 27.0 
女性 955 34.9 14.3 21.4 42.7 19.0 28.8 45.8 33.0 18.3 28.6 
回答しない 5 20.0 - 20.0 40.0 40.0 - 40.0 20.0 - - 
18～29歳 237 34.2 9.7 29.1 48.1 16.9 29.5 39.7 22.8 11.0 23.6 
30歳代 286 33.9 10.5 23.4 49.0 20.6 46.2 44.4 26.6 12.6 24.8 
40歳代 302 34.1 15.2 27.8 48.3 21.5 35.4 43.0 29.5 18.2 23.5 
50歳代 322 34.8 13.4 24.2 46.3 19.6 23.9 46.3 28.6 19.9 30.1 
60歳代 371 31.0 19.4 21.8 40.7 21.6 23.7 48.2 31.3 21.8 32.6 
70歳以上 247 30.8 20.6 14.6 40.5 22.3 19.0 47.0 25.1 18.6 30.0 
東部Ａ 125 36.8 21.6 20.0 52.8 16.0 27.2 47.2 27.2 19.2 21.6 
東部Ｂ（田主丸） 105 27.6 16.2 14.3 48.6 28.6 27.6 35.2 21.9 21.0 28.6 
北部Ａ 171 37.4 15.2 18.1 48.5 17.5 32.2 46.8 28.1 16.4 28.7 
北部Ｂ（北野） 107 35.5 12.1 19.6 45.8 22.4 32.7 36.4 26.2 18.7 29.9 
中央東部 219 32.4 13.7 31.5 48.9 18.7 28.3 54.8 26.9 15.1 26.9 
南東部 182 34.6 11.5 13.2 50.0 19.2 31.3 42.3 34.1 17.6 32.4 
中央部 224 34.8 21.4 36.6 36.6 13.4 27.7 45.1 27.7 15.2 21.0 
中央南部 306 33.0 14.7 26.5 41.2 21.2 30.1 51.0 28.8 19.3 25.8 
南西部 155 28.4 15.5 25.8 47.1 14.2 30.3 45.2 27.1 18.7 30.3 
西部Ａ（城島） 69 33.3 7.2 10.1 44.9 37.7 31.9 27.5 26.1 14.5 34.8 
西部Ｂ（三潴） 102 26.5 8.8 19.6 40.2 38.2 25.5 36.3 24.5 16.7 36.3 
久留米市に住み続けたい 1,274 34.0 16.4 23.5 44.3 19.7 29.7 45.3 28.2 18.1 27.6 
久留米市外に住みたい 92 30.4 10.9 26.1 43.5 21.7 30.4 40.2 19.6 15.2 30.4 
わからない 376 30.3 12.0 24.5 48.7 23.1 29.0 44.4 28.5 16.5 28.2 
無回答 23 39.1 4.3 - 52.2 17.4 26.1 60.9 21.7 8.7 21.7 
住みやすい 1,469 35.5 15.9 23.4 44.5 19.4 30.2 45.5 28.7 18.0 27.8 
どちらでもない 175 20.0 6.9 20.0 47.4 24.0 20.0 41.7 26.3 12.6 26.3 
住みにくい 107 20.6 15.0 30.8 57.0 27.1 34.6 46.7 17.8 19.6 31.8 
無回答 14 35.7 28.6 21.4 21.4 42.9 42.9 28.6 21.4 - 7.1 

年
齢
別

　
標
本
数
（

票
）

【都市像①】　誇りがもてる美しい都市 久留米　（％）

全  体
（カッコ内は標本数）

性
別

ブ
ロ

ッ
ク
別

住
み
や

す
さ
別

定
住

意
向
別

◆属性別特徴 

【性別】男性は「道路や交通網の整備」「企業の誘致・育成や新産業の創出」などが女性より高く、女

性は「安心して子育てできる環境・地域づくり」「雇用の安定や労働環境の整備」などが男性より高

い。 

【年齢別】30 歳代は「公園や広場の整備・充実」「安心して子育てできる環境・地域づくり」「学校教

育、教育環境の充実」、30～50 歳代は「雇用の安定や労働環境の整備」、50 歳代以上は「歩行や自転

車利用の環境整備」「高齢者福祉・介護サービスの充実」がそれぞれ他の年齢層より高い。 

【ブロック別】東部Ａ、南東部では「道路や交通網の整備」、中央東部、中央南部では「歩行や自転車

利用の環境整備」、東部Ａ、南東部、西部Ａでは「高齢者福祉・介護サービスの充実」、中央部では

「中心市街地のにぎわいづくり」がそれぞれ他のブロックより高い。 

【定住意向別】久留米市に住み続けたいは「安心して子育てできる環境・地域づくり」などが久留米

市外に住みたいより高く、久留米市外に住みたいは「雇用の安定や労働環境の整備」などが久留米

市に住み続けたいより高い。 

【住みやすさ別】住みやすいは「高齢者福祉・介護サービスの充実」などが住みにくいより高く、住

みにくいは「道路や交通網の整備」「雇用の安定や労働環境の整備」などが住みやすいより高い。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Ⅱ－１ 行政施策 
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人
権

・
同
和

対
策
の

推

進 男
女

共
同
参

画
の
推

進

防
災

対
策
の

推
進

防
犯

や
交
通

安
全
対

策

の
推

進

文
化

芸
術
活

動
の
推

進

ス
ポ
ー

ツ
環

境
の
充

実

地
域

づ
く
り

活
動
や

市

民
活

動
の
活

性
化

安
心

し
て
子

育
て
で

き

る
環

境
・
地

域
づ
く

り

学
校

教
育
、

教
育
環

境

の
充

実

健
康

づ
く
り

対
策
の

推

進 地
域

医
療
体

制
の
充

実

見
守

り
活
動

な
ど
地

域

で
の

支
え
合

い
の
推

進

高
齢

者
福
祉

・
介
護

サ
ー

ビ
ス
の

充
実

障
害

者
福
祉

の
充
実

100.0 10.5 8.9 27.3 36.3 13.7 17.9 11.4 46.1 30.6 23.2 22.7 21.8 48.5 21.8 
1,765)( 186)( 157)( 481)( 641)( 242)( 316)( 201)( 814)( 540)( 409)( 400)( 385)( 856)( 385)( 

男性 805 10.7 8.7 28.0 35.8 12.4 21.7 13.0 42.2 29.7 22.0 20.4 19.4 47.0 19.1 

女性 955 10.4 9.0 26.8 37.0 14.9 14.8 10.1 49.3 31.4 24.3 24.6 24.0 49.8 24.0 

回答しない 5 20.0 20.0 - - - - - 60.0 20.0 - 20.0 - 40.0 40.0 

18～29歳 237 14.8 13.5 21.9 30.4 14.3 26.6 10.5 54.9 39.7 13.9 16.5 19.0 34.2 21.1 

30歳代 286 12.6 10.5 27.3 36.0 10.5 21.0 7.3 70.3 50.7 19.6 25.2 22.4 37.4 22.4 

40歳代 302 10.6 8.9 25.8 40.4 13.2 21.5 8.9 53.6 39.4 21.2 24.2 23.2 44.4 21.9 

50歳代 322 11.8 7.1 28.6 38.2 17.7 17.4 11.2 35.1 26.4 27.6 24.5 19.3 50.9 23.9 

60歳代 371 8.6 7.3 32.9 37.5 14.6 14.0 15.4 39.4 17.0 29.4 23.5 23.2 61.7 21.0 

70歳以上 247 5.3 7.3 23.9 33.2 10.9 8.1 14.2 25.1 13.8 23.5 20.2 23.5 57.1 20.2 

東部Ａ 125 8.8 8.8 31.2 32.0 15.2 18.4 10.4 38.4 26.4 23.2 23.2 19.2 56.0 20.8 

東部Ｂ（田主丸） 105 8.6 3.8 32.4 32.4 10.5 14.3 10.5 39.0 32.4 19.0 25.7 15.2 44.8 22.9 

北部Ａ 171 12.3 8.2 29.2 34.5 11.7 14.6 9.4 46.2 31.0 22.2 18.7 26.3 46.2 18.7 

北部Ｂ（北野） 107 13.1 13.1 37.4 38.3 8.4 14.0 11.2 51.4 24.3 19.6 20.6 20.6 47.7 22.4 

中央東部 219 9.6 12.3 26.0 41.1 17.4 20.5 11.0 52.1 37.4 21.0 21.9 22.8 42.0 24.2 

南東部 182 12.1 6.6 27.5 40.1 9.3 20.9 9.9 43.4 32.4 24.7 20.9 24.2 58.8 23.6 

中央部 224 11.2 10.7 27.7 40.6 18.3 16.5 13.4 46.0 25.9 24.6 20.5 22.3 44.6 22.8 

中央南部 306 12.1 9.2 24.5 33.0 16.0 19.6 13.1 46.1 33.7 25.8 24.5 22.2 47.4 21.9 

南西部 155 7.7 9.0 21.9 34.8 14.2 16.8 11.0 44.5 27.1 25.2 23.2 18.7 49.0 23.2 

西部Ａ（城島） 69 5.8 5.8 21.7 36.2 4.3 13.0 11.6 43.5 27.5 27.5 21.7 15.9 59.4 11.6 

西部Ｂ（三潴） 102 9.8 4.9 24.5 32.4 12.7 22.5 11.8 53.9 30.4 17.6 31.4 25.5 47.1 20.6 

久留米市に住み続けたい 1,274 10.8 9.3 27.4 36.7 14.4 19.1 11.6 47.3 31.5 24.4 22.5 22.3 49.1 21.6 

久留米市外に住みたい 92 7.4 6.9 22.3 34.3 6.3 9.1 8.0 36.0 24.0 13.1 20.6 14.9 48.0 25.1 

わからない 376 13.1 7.5 33.6 34.6 16.8 16.8 13.1 44.9 28.0 23.4 29.0 27.1 41.1 18.7 

無回答 23 - - 21.4 35.7 7.1 7.1 14.3 57.1 35.7 14.3 21.4 14.3 42.9 21.4 

住みやすい 1,469 10.8 9.3 27.4 36.7 14.4 19.1 11.6 47.3 31.5 24.4 22.5 22.3 49.1 21.6 

どちらでもない 175 7.4 6.9 22.3 34.3 6.3 9.1 8.0 36.0 24.0 13.1 20.6 14.9 48.0 25.1 

住みにくい 107 13.1 7.5 33.6 34.6 16.8 16.8 13.1 44.9 28.0 23.4 29.0 27.1 41.1 18.7 

無回答 14 - - 21.4 35.7 7.1 7.1 14.3 57.1 35.7 14.3 21.4 14.3 42.9 21.4 
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無
回

答

100.0 29.6 18.4 43.2 10.1 9.9 39.7 22.4 20.5 34.8 12.4 1.3 
1,765)( 522)( 324)( 763)( 179)( 175)( 701)( 396)( 362)( 614)( 218)( 23)( 

男性 805 34.9 19.9 38.9 12.0 9.8 41.2 22.1 22.2 33.5 13.5 1.1 
女性 955 25.0 17.1 46.8 8.6 10.1 38.3 22.8 19.1 35.9 11.4 1.5 

回答しない 5 40.0 20.0 60.0 - - 60.0 - 20.0 20.0 - - 
18～29歳 237 23.2 13.5 38.8 16.0 13.1 41.4 31.2 17.7 29.5 5.5 0.4 
30歳代 286 30.8 21.0 47.9 9.4 11.9 41.3 29.0 17.8 36.7 10.1 1.7 

40歳代 302 35.1 17.2 51.7 11.6 13.9 41.7 23.2 19.9 36.4 11.6 0.3 

50歳代 322 30.4 18.6 50.0 9.6 8.4 41.9 22.7 24.2 32.0 10.9 0.6 
60歳代 371 29.6 19.7 40.2 7.8 6.7 39.4 17.3 22.6 36.4 15.1 1.1 

70歳以上 247 26.3 19.0 27.5 7.7 6.5 31.6 13.0 19.0 36.8 20.2 4.0 

東部Ａ 125 27.2 22.4 40.8 11.2 15.2 34.4 31.2 28.8 32.8 12.8 0.8 

東部Ｂ（田主丸） 105 28.6 25.7 42.9 14.3 5.7 17.1 17.1 21.9 34.3 14.3 2.9 

北部Ａ 171 28.1 17.0 43.9 6.4 5.3 35.7 20.5 18.1 40.4 14.0 0.6 
北部Ｂ（北野） 107 30.8 22.4 44.9 14.0 8.4 41.1 15.0 16.8 30.8 14.0 1.9 

中央東部 219 28.8 16.0 44.3 12.3 13.2 48.9 21.0 16.9 36.5 11.9 - 

南東部 182 27.5 18.1 53.3 6.6 8.8 33.5 23.1 20.3 34.6 12.6 2.2 

中央部 224 29.0 16.1 37.5 13.4 7.6 57.6 27.7 21.0 33.5 9.4 1.3 

中央南部 306 30.7 16.0 41.2 10.5 12.7 48.4 25.2 21.2 36.3 9.5 2.0 

南西部 155 34.8 18.7 43.2 7.7 9.0 32.3 20.6 22.6 34.8 16.1 0.6 

西部Ａ（城島） 69 26.1 20.3 39.1 2.9 7.2 26.1 13.0 17.4 27.5 14.5 - 

西部Ｂ（三潴） 102 32.4 19.6 45.1 8.8 11.8 21.6 19.6 20.6 32.4 13.7 2.0 
久留米市に住み続けたい 1,274 30.7 19.3 41.7 10.3 9.0 41.6 22.1 21.1 35.7 12.3 1.3 

久留米市外に住みたい 92 35.9 13.0 52.2 13.0 16.3 43.5 26.1 19.6 33.7 9.8 2.3 
わからない 376 24.7 16.2 46.8 9.3 11.2 33.2 23.4 19.4 32.7 13.3 - 

無回答 23 21.7 21.7 34.8 4.3 13.0 26.1 8.7 8.7 21.7 8.7 - 

住みやすい 1,469 29.5 19.4 43.0 10.7 10.5 40.9 24.2 21.4 35.7 12.2 1.2 

どちらでもない 175 24.0 10.3 41.1 5.7 5.1 29.1 10.9 14.9 31.4 11.4 - 

住みにくい 107 38.3 16.8 52.3 11.2 9.3 39.3 15.0 18.7 29.0 15.9 1.9 

無回答 14 35.7 21.4 28.6 - 14.3 50.0 35.7 7.1 28.6 14.3 4.3 

住
み

や
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さ

別
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票
）

【都市像③】　活力あふれる中核都市 久留米　（％）

　
標

本
数
（

票
）

【都市像②】　市民一人ひとりが輝く都市 久留米　（％）

全  体
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考 察 ― 行政施策 ― 

●すべての市民が愛着を持てる都市・久留米へ 

「久留米市に愛着がありますか」という設問に対する、過去３年の経年比較をみると『愛着が

ある』の回答割合は、77.0％（平成 27 年）→77.4％（平成 28 年）→77.9％（平成 29 年）と、ほ

ぼ横ばいで推移しているが、今回調査では「愛着がある」とする積極的肯定が 42.0％で平成 28

年調査より微増している。 

また、『愛着がない』とする回答は、これまでは 20 歳代の男性で１割を超えて比較的高くなっ

ていたが、今回調査では 18～29 歳男性で 7.5％とこれまでより低下した一方、30 歳代男性で

11.8％、60 歳代男性で 8.8％と高くなる傾向

がみられる。女性では 18～29 歳で『愛着が

ない』が 8.6％と高くなっており、30～40 歳

代でも高くなる傾向がみられ、『愛着がある』

も 18～29 歳で 71.4％と低下している。また、

18～29 歳は男女とも「どちらでもない」が

約 20.0％と他年代より比較的高くなってい

る。久留米市は、第３次総合計画で総合成果

指標の１つに愛着度の向上を掲げている。現

在、久留米市への愛着を感じていない層、「ど

ちらでもない」としている層の愛着をいかに

高めていくかが今後の課題と思われる。 

 

●安全安心のまちづくりで定住促進を 

「久留米市は住みやすいと思いますか」という設問に対しては、『住みやすい』が 83.3％で、

こちらも平成 27 年からほとんど変化がみられない。しかし、同居家族別にみると、小学生がい

る世帯で『住みやすい』が平成 28 年の 91.7％から 87.0％と５ポイント近く値を下げている。平

成 27 年調査での小学生がいる世帯の『住みや

すい』84％台と比べるとまだ高水準ではあるが、

過去２回の調査では５割を超えていた「住みや

すい」という積極的評価が今回調査では 45.5％

と低下したのは気になるところである。子ども

がいる世帯では、子どもの就学を考慮したうえ

で定住する地域や時期を決定することが多い

といわれる。小学生がいる世帯が住みやすいと

感じられる環境を整えることは、久留米市への

定住化を促進するうえで重要だろう。 

そこで、同居家族別に久留米市の状況につい

てどう考えているかをみてみると、小学生がいる世帯で久留米市は「子育てしやすい」に対する

「そう思う」という積極的評価が、平成 28 年調査の 26.3％から 18.7％に低下している。また、

●性別・年齢別にみた久留米市への愛着（経年比較）
（％）

H27 H28 H29 H27 H28 H29

77.0 77.4 77.9 5.0 5.6 6.1 
1,336)( 1,366)( 1,374)( 87)( 99)( 107)( 

男性：18～29歳 71.8 69.7 73.4 11.6 11.2 7.5 
男性：30歳代 66.2 75.0 70.9 5.5 9.5 11.8 

男性：40歳代 73.8 75.6 80.1 4.0 4.9 4.0 
男性：50歳代 81.5 73.5 79.2 5.9 8.0 5.6 
男性：60歳代 78.8 77.8 75.5 5.0 6.1 8.8 

男性：70歳以上 84.0 80.8 82.2 6.8 7.5 5.9 
女性：18～29歳 80.5 76.3 71.4 4.9 5.4 8.6 

女性：30歳代 74.6 76.0 78.0 4.4 1.6 6.3 
女性：40歳代 75.0 78.1 80.1 4.7 5.7 7.3 
女性：50歳代 81.7 78.5 79.6 4.4 5.7 2.9 

女性：60歳代 74.1 78.1 80.0 4.1 3.1 4.0 
女性：70歳以上 83.7 85.9 83.0 1.4 2.2 1.6 
性別：回答しない ＊ ＊ 40.0 ＊ ＊ 20.0 

注）平成27・28年調査は対象者が20歳以上となっている。平成27・28年調査は対象者が20歳以上となっている。
　  平成27・28年調査には＊は選択肢がない。平成27・28年調査には＊の選択肢はない。

全  体

『愛着がある』 『愛着がない』

（カッコ内は標本数）

性
別
×

年
齢

別

　　 ●世帯に小学生がいる人の住みやすさ（経年比較）
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全体
小学生が

いる世帯

安心して子育てできる環境・地域づくり 46.1 69.9

学校教育、教育環境の充実 30.6 57.3

公園や広場の整備・充実 29.5 50.4

歩行や自転車利用の環境整備 45.0 50.4

防犯や交通安全対策の推進 36.3 39.0

●世帯に小学生がいる人が力を入れてほしい施策  　   （％）

中学生以下の子どもがいる世帯では、「季節感にあふれている」「外で活動しやすい」「心豊かに

生活できる」「子育てしやすい」と５項目中４つの項目で全体より『思う』が高くなっているな

か、唯一「安全で安心して暮らせる」のみが全体よりやや低い値を示している。中でも小学生が

いる世帯で「そう思う」という積極的評価が 11.0％と、久留米市の安全面への評価が相対的に

低くなっている。 

また、問 11 の「力を入れてほしいこと」について同居家族別にみると、「安心して子育てでき

る環境・地域づくり」「学校教育・教育環境の充実」「公園や広場の整備・充実」「歩行や自転車

利用の環境整備」「防犯や交通安全対策の推進」などで小学生がいる世帯の回答率が高く、子育

て・教育環境の整備に加えて、安全面に対する

ニーズがあることがここでもうかがえる。 

以上のことから、今回調査のテーマである「安

全安心のまちづくり」は、就学前後の子どもがい

る人の定住促進、さらには久留米市の住みやすさ

に対する評価の向上に寄与すると考えられるた

め、総合的な安全・安心対策を推進することが重

要だと思われる。 

 

●多様なニーズに対応した住環境整備 

久留米市への定住意向については、「久留米市に住み続けたい」が 72.2％と、平成 28 年調査

の 76.4％からやや低下した。これについては、今回調査から調査対象となった 18・19 歳の回答

者において、「わからない」が高いことが影響しているものと考えられる。 

「久留米市外に住みたい」と回答した人が、久留米市にどのようなことを求めているか、問

11 の「力を入れてほしいこと」で確認してみると、「企業の育成・誘致や新産業の創出」「雇用

の安定や労働環境の整備」「海外ビジネスや国際交流の促進」など、久留米市が目指す３つの都

市像のうち、「（Ｃ）活力あふれる中核都市久留米」の項目が相対的に高くなる傾向がみられた。

久留米市外への転住を考えている人は、その背景として、久留米市における雇用環境の整備や経

済・産業の活性化の状況に満足していないことがうかがえる。新産業の創出・育成や企業の経営

基盤強化、誘致等については短期間に、また久留米市のみの取り組みで達成できるものではなく、

困難も多いとは思われるが、「地域の企業が元気がなく活気がない」「雇用環境が整っていない」

は、久留米市に住みにくい理由として例年比較的上位にあがる項目でもあり、今後の大きな課題

といえる。 

一方、「久留米市内の別のところに住みたい」という人では、「中心部や地域の拠点整備」「道

路や交通網の整備」「安心して子育てできる環境・地域づくり」「学校教育・教育環境の整備」「障

害者福祉の充実」「地域医療体制の充実」「企業の育成・誘致や新産業の創出」「雇用の安定や労

働環境の整備」などがやや高く、現在の居住地周辺の利便性や子育て・教育環境等の充実を求め

ているようである。久留米市には緑豊かな農村部と利便性の高い都市部とがあり、そこが久留米

市の大きな魅力の 1 つであるといえ、それぞれの特性を活かしながら生活環境や利便性等、さら

なる魅力の向上につながる施策の推進が必要と思われる。 

また、年齢別に「力を入れてほしいこと」をみると、18～29 歳と 30 歳代では「公園や広場の
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整備・充実」「安心して子育てできる環境・地域づくり」「学校教育、教育環境の充実」、30～50

歳代は「雇用の安定や労働環境の整備」、50 歳代以上は「歩行や自転車利用の環境整備」「高齢

者福祉・介護サービスの充実」がそれぞれ他の年齢層に比べて高いなど、年齢によってニーズが

様々に異なることが分かる。18～29 歳、30 歳代は久留米市への定住意向が相対的に弱いことを

考えると、子育てしやすいまちづくりの推進は、若い世代の定住化促進につながると考えられる。

一方で、久留米市民の久留米市での定住意向や子育て世帯で『住みやすい』が９割前後で推移し

ており、「子育てしやすいまち」というイメージは現時点ですでに相当程度高い。現在の施策の

さらなる充実を図りながら、定住だけでなく移住促進について、市の外部に対しても積極的にＰ

Ｒしていくことが重要になると思われる。 

（分析者 武藤桐子） 

 

 

 

 

 

 


