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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市民の多様なニーズを統計的に把

握し、市民の意向を反映させた市政運営を行うための基礎資料を得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 20 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、回収は調査員が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 22 年７月 21 日～７月 29 日 

（７）回 収 数 （ 率 ）          1,811 票（90.6%） 

（８）調査の企画と実施  企画 久留米市企画財政部 広報広聴課 

           実施 西日本新聞社 企画局 ソーシャル事業部 

（９）調査結果の分析者  石 橋 潔（久留米大学文学部准教授） 

 

３ 調査項目 
 

今回の意識調査は、主に①行政施策 ②食育・地産地消 ③住みやすさ・愛着 ④中心市街

地の活性化 ⑤健康づくり という５つのテーマについて実施した。 

①行政施策 
「久留米市新総合計画」で指標とする項目など 33 項目を、「重要度」と「満足度」に分け

て調査し、より科学的に市民の意識、意向を把握できるように努めた。 

②食育・地産地消 
食育への取り組みや地元産農作物への意識、久留米市の農業についての認知度を把握し、

食料・農業・農村基本計画の見直しや次期食育推進プラン策定の基礎資料として活用するた

め、市民の意識、意向を伺った。 

③住みやすさ・愛着 
久留米市に対する住みやすさやイメージ、愛着度などを把握し、魅力あるまちづくりの取

り組みに活用するため、市民の意識、意向を伺った。 

④中心市街地の活性化 
中心市街地への来街について、来街する際の目的、頻度、移動手段、さらには、求められ

るサービスや行政の関わり方などを把握し、今後の中心市街地活性化に向けた基礎資料とし

て活用するため、市民の意識、意向を伺った。 

⑤健康づくり 
日頃の健康づくりや、精神的ストレスなどを調査し、「健康くるめ２１」の評価と今後の

取り組みの基礎資料として活用するため、市民の意識、意向を伺った。 
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◆設問概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政施策（重要度・満足度） （問１～問２）

施策の重要度・満足度（問１）

特に力を入れて欲しいもの（問２）

食育・地産地消 （問３～問11）

「食育」の認知（問３）

「食育」への関心度（問４）

「食育」の取り組みへの関心度（問５）

朝食の状況（問６）

自分で調理できるもの（問７）

野菜や果物などの農産物を選ぶ際の意識（問８）

地元産の農産物の購入場所（問８付問１）

地元産の農産物を購入する際に困っていること（問８付問２）

「久留米市地産地消推進店」の認知（問９）

「久留米市地産地消推進店」の利用状況（問９付問）

久留米市の農業についての認知度（問10）

久留米市の農水産物の認知度と利用経験（問11）

住みやすさ・愛着 （問12～問15）

久留米市への定住意向（問12）

久留米市に定住したい主な理由（問12付問１）

久留米市の別の場所に住みかえる際に重視すること（問12付問２）

久留米市外に住みかえる際に重視すること（問12付問３）

久留米市への愛着（問13）

久留米市のイメージ（問14）

市外の人に久留米市の良いところを自慢したいと思うか（問15）

久留米市で自慢したいもの（問15付問）

中心市街地の活性化 （問16～問18）

「中心市街地」への来訪頻度（問16）

「中心市街地」への来訪目的（問16付問１）

「中心市街地」での滞在時間（問16付問２）

「中心市街地」に来る際の主な交通手段（問16付問３）

自家用車を利用する理由（問16付問３-１）

バスや電車を利用しづらい理由（問16付問３-２）

「中心市街地」で駐車場の無料サービスがあれば来街頻度が増えるか（問17）

駐車場の無料サービスがある場合の来街頻度（問17付問１）

来街頻度が増えるための取り組み（問17付問２）

駐車場無料サービスの運営のための費用について（問18）

健康づくり （問19～問20）

日頃の生活習慣（問19（ア）～（ウ））

ふだんの健康管理（問19（エ）～（カ））

精神的ストレス（不満、悩み、イライラなど）について（問20）

インターネット （問21～問23）

携帯電話利用の有無（問21）

携帯電話で行っているもの（問21付問１）

インターネット利用の有無（携帯電話以外で）（問22）

インターネットの利用方法（問22付問１）

インターネットの接続方法（問22付問２）

久留米市のホームページ閲覧頻度（問23）

自由意見（久留米市の今後のあり方について）
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平成22年度行政施策分析項目（重要度・満足度各33問）

(1) つつじまつりや水の祭典など四季のイベントの振興（四季のイベントの振興）

(2) 家のまわりの生活道路や側溝の整備（生活道路や側溝の整備）

(3) 筑後川をはじめとする河川の親水化や景観を生かした水辺空間の整備
（水辺空間の整備）

【Ａ】 (4) 下水道や浄化槽などの生活排水処理の整備・充実（生活排水処理の整備）
(5) 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

（防災対策）

(6) 防火や生命を守る消防・救急救命対策（消防・救急救命対策）

(7) 防犯灯の整備や防犯パトロール強化などの防犯対策（防犯対策）

(8) 地域の環境美化や清掃活動などの環境美化対策（環境美化対策）

(9) ごみ減量やリサイクルなどのごみ処理対策（ごみ処理対策）

(10) 公園や広場の整備・充実（公園や広場の整備・充実）

(11) 建物や道路・歩道などのバリアフリー化対策（バリアフリー化対策）

(12) 様々な人権問題の解消を図るための基本的人権確立施策の充実
（基本的人権確立施策の充実）

(13) 男女の自立と男女共同参画社会づくりのための施策の充実
（男女共同参画社会づくり施策の充実）

【Ｂ】
(14) 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（市民自らが進めるまちづくり活動の振興）

(15) 様々な市民の文化芸術活動の支援・充実（文化芸術活動の支援・充実）
(16) スポーツ・レクリエーションのための施設整備やイベントなど推進体制の充実

（スポーツ・レクリエーション推進体制の充実）

(17) 家庭や地域での子育て支援体制の充実（子育て支援体制の充実）
(18) 青少年に関わる活動の支援、市民団体の育成や非行防止活動など青少年の健全

育成の推進（青少年健全育成）

(19) 住民健診や生活習慣病予防などの健康づくり対策（健康づくり対策）

(20) 病院・医院・救急医療などの地域医療体制の充実（地域医療体制の充実）

(21) 障害者福祉のための活動や行事、施設の充実（障害者福祉の充実）

(22) 高齢者福祉のための介護施設やサービスなどの充実（高齢者福祉の充実）

(23) 国道・県道・バイパス整備など広域幹線道路の整備（広域幹線道路の整備）

(24) 中小企業・商店街・地域産業育成・起業支援などの商工業振興対策
（商工業振興対策）

(25) 高度な技術力や独創的な技術を持つ企業の育成・誘致（企業の育成・誘致）

【Ｃ】 (26) 食糧の自給率向上や担い手育成、地産地消推進などの農業振興対策
（農業振興対策）

(27) 働く人の福祉・労働条件・職業訓練・雇用の安定などの 労働・雇用対策
（労働・雇用対策）

(28) 地域の産業や教育・文化の振興に貢献する大学や研究機関の整備
（大学や研究機関の整備）

(29) 観光地の魅力づくりや大規模なイベント・学会・会議の誘致などの観光・
コンベンションの振興（観光・コンベンションの振興）

(30) バス・電車などの公共交通網の整備（公共交通網の整備）
(31) インターネットを活用した情報サービス提供などの高度情報都市づくり

（高度情報都市づくり）

【Ｄ】
(32) 市民と行政がともに連携・協力する、協働によるまちづくりの推進

（市民と行政の協働によるまちづくりの推進）

(33) 効率的な行政運営を図り、まちづくりを進めるための行政改革の推進
（行政改革の推進）

※　カッコ内は省略後の項目名

地力と風格の
ある都市
久留米

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

基本計画推進に
当たって

水
と
緑
の
人
間
都
市
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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、旧久留米市を７つのブロック、旧４町をそれぞれ１つのブロッ

クとして市全体を合計 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック 校区 配布数
有効
回収数

有効
回収率

ブロック別 配布数
有効
回収数

有効
回収率

東 部 Ａ山川 40       36     90.0% 東 部 290 267 92.1%
東 部 Ａ山本 20       18     90.0% 北 部 310 276 89.0%
東 部 Ａ草野 20       19     95.0% 中 央 東 部 250 210 84.0%
東 部 Ａ善導寺 50       45     90.0% 南 東 部 200 192 96.0%
東 部 Ａ大橋 10       9       90.0% 中 央 部 260 231 88.8%
東 部 Ｂ船越      10       8       80.0% 中 央 南 部 330 301 91.2%
東 部 Ｂ水分      20       20     100.0% 南 西 部 170 159 93.5%
東 部 Ｂ柴刈      20       19     95.0% 西 部 190 175 92.1%
東 部 Ｂ川会      20       17     85.0% 合 計 2,000 1,811 90.6%
東 部 Ｂ竹野      20       19     95.0%
東 部 Ｂ水縄      20       18     90.0%
東 部 Ｂ田主丸    40       39     97.5%
北 部 Ａ小森野 30       25     83.3% 東 部 Ａ 140 127 90.7%
北 部 Ａ合川 90       79     87.8% 東部Ｂ（田主丸） 150 140 93.3%
北 部 Ａ宮ノ陣 60       54     90.0% 北 部 Ａ 180 158 87.8%
北 部 Ｂ北野 60       51     85.0% 北部Ｂ（北野） 130 118 90.8%
北 部 Ｂ弓削 20       20     100.0% 中 央 東 部 250 210 84.0%
北 部 Ｂ大城 30       28     93.3% 南 東 部 200 192 96.0%
北 部 Ｂ金島 20       19     95.0% 中 央 部 260 231 88.8%
中央東部西国分 110     91     82.7% 中 央 南 部 330 301 91.2%
中央東部東国分 80       68     85.0% 南 西 部 170 159 93.5%
中央東部御井 60       51     85.0% 西部Ａ（城島） 80 77 96.3%
南 東 部上津 100     96     96.0% 西部Ｂ（三潴） 110 98 89.1%
南 東 部高良内 70       68     97.1% 旧久留米市 1,530 1,378 90.1%
南 東 部青峰 30       28     93.3% 旧 ４ 町 470 433 92.1%
中 央 部荘島 30       28     93.3% 合 計 2,000 1,811 90.6%
中 央 部日吉 40       35     87.5%
中 央 部篠山 40       35     87.5%
中 央 部京町 40       35     87.5%
中 央 部南薫 70       61     87.1%
中 央 部長門石 40       37     92.5%
中央南部鳥飼 60       52     86.7%
中央南部金丸 80       75     93.8%
中央南部南 110     102   92.7%
中央南部津福 80       72     90.0%
南 西 部荒木 80       74     92.5%
南 西 部大善寺 50       47     94.0%
南 西 部安武 40       38     95.0%
西 部 Ａ城島 30       30     100.0%
西 部 Ａ下田 10       9       90.0%
西 部 Ａ青木・浮島 20       19     95.0%
西 部 Ａ江上 20       19     95.0%
西 部 Ｂ犬塚 40       38     95.0%
西 部 Ｂ三潴 40       36     90.0%
西 部 Ｂ西牟田 30       24     80.0%
    全  市  2,000 1,811 90.6%

ブロック別
（旧市町別）

配布数
有効
回収率

有効
回収数
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５ 標本の構成 

◆標本の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆基本属性 

 

 

N=1,811
回収数
（票）

比率
（％）

N=1,811
回収数
（票）

比率
（％）

男　性 833 46.0 農林漁業 64 3.5
女　性 978 54.0 自営業 195 10.8
20歳代 231 12.8 給与所得者（常勤） 620 34.2
30歳代 314 17.3 パート・アルバイト 280 15.5
40歳代 285 15.7 学生 38 2.1
50歳代 357 19.7 家事に専念している主婦（夫） 247 13.6
60歳代 393 21.7 無職 350 19.3
70歳以上 231 12.8 その他 12 0.7
単　身 161 8.9 無回答 5 0.3
夫婦だけ 331 18.3 ５年未満 158 8.7
親・子 941 52.0 ５～10年未満 100 5.5
親・子・孫 326 18.0 10～20年未満 258 14.2
その他 41 2.3 20～30年未満 296 16.3
無回答 11 0.6 30～40年未満 323 17.8

40年以上 667 36.8
無回答 9 0.5

n=1,308
回収数
（票）

比率
（％）

持ち家・一戸建て 1,231 68.0

未就学児 231 17.7
持ち家・集合住宅
（分譲マンション）

67 3.7

小学生 243 18.6 借家住宅（一戸建て） 111 6.1

中学生 143 10.9 賃貸住宅（アパート・マンション） 365 20.2

中学生以下の
同居人はいない

780 59.6
勤務先給与住宅
（公務員住宅・社宅・寮など）

29 1.6

無回答 59 4.5 間借り・同居、その他 8 0.4

無回答 - -

子
ど
も
の
状
況

（
複
数
回
答

）

職
業

居
住
形
態
別

居
住
年
数
別

家
族
構
成

性
別

年
齢

「親・子」、「親・子・孫」、「その他」と
答えた対象者に

男
　
性

女
　
性

２
０
歳
代

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

間
借
り
・
同
居
、

そ
の
他

無
回
答

1,811 46.0 54.0 12.8 17.3 15.7 19.7 21.7 12.8 68.0 3.7 6.1 20.2 1.6 0.4 -

東部Ａ 127 43.3 56.7 11.8 22.0 12.6 17.3 19.7 16.5 85.0 - 3.1 11.0 - 0.8 -

東部Ｂ 140 45.0 55.0 8.6 15.7 19.3 25.0 20.7 10.7 93.6 0.7 4.3 1.4 - - -

北部Ａ 158 47.5 52.5 10.1 22.2 20.9 17.1 20.9 8.9 59.5 3.8 8.2 25.3 3.2 - -

北部Ｂ 118 46.6 53.4 16.1 12.7 19.5 22.0 21.2 8.5 95.8 - 0.8 3.4 - - -

中央東部 210 47.6 52.4 11.4 16.7 18.6 16.2 23.3 13.8 48.6 5.2 14.3 27.6 3.8 0.5 -

南東部 192 43.8 56.3 15.1 15.6 14.1 19.8 21.9 13.5 67.7 - 5.2 26.6 - 0.5 -

中央部 231 45.0 55.0 14.3 17.7 16.0 17.3 22.9 11.7 51.9 12.6 6.1 25.1 3.9 0.4 -

中央南部 301 42.9 57.1 13.3 19.6 13.3 22.6 17.3 14.0 49.8 6.0 8.3 33.6 1.7 0.7 -

南西部 159 52.8 47.2 11.9 11.9 13.2 21.4 26.4 15.1 79.9 - 1.9 17.0 1.3 - -

西部Ａ 77 48.1 51.9 19.5 10.4 15.6 13.0 24.7 16.9 93.5 - 1.3 3.9 - 1.3 -

西部Ｂ 98 48.0 52.0 9.2 22.4 10.2 23.5 24.5 10.2 85.7 2.0 4.1 7.1 - 1.0 -

住まいの形態（％）年齢別（％）

標
本
数
（

票
）

全  体

性別（％）

ブ
ロ
ッ

ク
別



  平成 22 年度 久留米市民意識調査報告書 

 

－ 6 － 

◆近所づきあい、市民活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆携帯電話、インターネットの利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

自宅のパソコンなどで利用している 81.3

職場や学校のパソコンなどで利用している 41.3

公共施設や民間施設のパソコンなどで利用し
ている

4.5

インターネットに接続できるゲーム機、テレビ、
携帯情報端末（ＰＤＡ）などで利用している

7.7

無回答 0.2

（％）

電話回線（ダイヤルアップ） 12.6

ＩＳＤＮ回線 3.3

ＡＤＳＬ回線など 25.6

ケーブルテレビ回線（ＣＡＴＶ回線） 7.4

光回線（ＦＴＴＨ回線） 41.9

パソコンに接続して使う携帯電話回線 1.5

その他 0.8

わからない 5.7

無回答 1.1

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

利
用
機
器

【自宅のパソコンなどで利用している人に】　n=720

【利用したことがある人に】　n=886（複数回答）

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ

ト

利
用
回
線

通話

メールの送受信

携帯サイトや
インターネットの閲覧

デジタルコンテンツ
の入手

携帯電話からのインター
ネット利用者

　　　　　　  ※「携帯電話からのインターネット利用者」
　　　　　　　  　  「メールの送受信」、「携帯サイトやインターネットの 閲覧」、
　　　　　　　　　  「デジタルコンテンツの入手」のいずれかを行っている割合

74.7

31.9

5.1

76.3

96.6

0 25 50 75 100
（％）

（複数回答）
n＝1,576

全体
N=1,811

20歳代
n=231

30歳代
n=314

40歳代
n=285

50歳代
n=357

60歳代
n=393

70歳以上
n=231

87.0 12.0

18.1

42.954.5

80.7

92.7

95.1

96.8

98.3

4.6

2.9

0.9

6.4

0.3

0.8

0.4

0.9

1.0

1.3

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

（はい）
利用した
ことがある

（いいえ）
利用した
ことがない

無回答

年
齢
別

〈携帯電話の利用状況〉

全体
N=1,811

20歳代
n=231

30歳代
n=314

40歳代
n=285

50歳代
n=357

60歳代
n=393

70歳以上
n=231

48.9

79.7

75.5

65.3

47.9

21.1

10.8

48.8

19.5

22.6

33.7

50.4

76.1

83.1 6.1

2.8

1.7

1.1

1.9

0.9

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

（はい）
利用した
ことがある

（いいえ）
利用した
ことがない

無回答

年
齢
別

〈インターネットの利用状況〉

近所づきあいの程度（％） この1～2年間の市民活動への参加頻度（％）

毎
日
で
も
お
互
い
に

家
を
行
き
来
す
る

と
き
ど
き
家
を
訪
問

す
る

会
え
ば
世
間
話
を
す

る 会
え
ば
あ
い
さ
つ
す

る つ
き
あ
い
は
な
い

無
回
答

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

100.0 2.1 7.6 29.3 55.1 5.4 0.4 3.5 6.7 11.2 28.2 9.9 40.1 0.5 
(1,811) 38)( 138)( 531)( 998)( 98)( 8)( 63)( 121)( 202)( 510)( 180)( 726)( 9)( 

男性：20歳代 105 1.0 1.9 7.6 70.5 19.0 - 2.9 4.8 1.0 15.2 8.6 67.6 - 
男性：30歳代 142 - 6.3 14.8 69.0 9.9 - 2.1 2.8 7.7 18.3 5.6 63.4 - 
男性：40歳代 129 - 3.1 20.9 68.2 7.0 0.8 3.1 3.9 10.9 38.0 8.5 35.7 - 
男性：50歳代 173 2.3 4.6 20.8 67.1 4.6 0.6 1.2 4.6 9.2 39.3 11.6 33.5 0.6 
男性：60歳代 180 0.6 4.4 37.2 54.4 2.8 0.6 6.7 7.8 13.3 31.1 12.8 28.3 - 
男性：70歳以上 104 7.7 12.5 39.4 36.5 2.9 1.0 14.4 11.5 14.4 32.7 6.7 19.2 1.0 
女性：20歳代 126 0.8 1.6 11.1 74.6 10.3 1.6 - 0.8 3.2 6.3 11.1 77.8 0.8 
女性：30歳代 172 1.2 9.9 23.3 59.3 5.2 1.2 2.3 4.1 9.3 20.9 7.0 55.8 0.6 
女性：40歳代 156 0.6 5.8 36.5 54.5 2.6 - 1.3 4.5 14.7 29.5 14.7 34.6 0.6 
女性：50歳代 184 - 5.4 40.8 50.5 3.3 - 1.6 5.4 15.2 37.5 12.5 26.6 1.1 
女性：60歳代 213 4.2 15.5 41.3 37.1 1.9 - 4.7 12.7 13.1 33.3 10.3 24.9 0.9 
女性：70歳以上 127 8.7 18.1 44.9 26.0 2.4 - 3.9 16.5 17.3 24.4 6.3 31.5 - 

標
本
数
（

票
）

性
別
×
年
齢
別

全  体
（カッコ内は標本数）
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◆久留米市のホームページの閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 
 

◇比率は百分率（％）で、小数点以下第２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。 

◇各質問の性別・年齢別・ブロック別集計結果の特徴的なものについては、随時本文中に「属性別

特徴」の中で記述している。 

 

 

よく見ている
（週１回以上）
2.2% ときどき見ている

（月に１回以上）
6.2%

何回かは
見たことがある
23.3%

見たことはない
61.0%

わからない
4.3%

無回答
3.0%

Ｎ＝1,811

理　 　由 件数　（件） 比率　（％）

拒 否 54 28.6

不 在 43 22.8

転 居 ・ 転 出 38 20.1

対 象 外 30 15.9

内 容 不 備 16 8.5

入 院 ・ 入 所 5 2.6

住 所 不 明 3 1.6

計 189 100.0




