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/Users/dot5tokyo/Desktop/デスクトップ/¥l
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第１章 調査概要 
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１ 調査目的 

 

 本調査は、大牟田市健康福祉総合計画（計画期間：令和 3年度〜令和 8年度）の策

定にあたり、18歳以上の市民を対象として、暮らし、助け合い、地域活動、災害時

の避難、健康、本市の状況等の実情やニーズ及び課題を把握するために行いました。 

 

 

２ 調査設計・有効回答数 

 

（1）調査対象 大牟田市民（18歳以上）1,000人 

（2）調査方法 郵送法 

（3）調査期間 令和 2年 5月 1日～5月 20日 

（4）有効回答数 570件（有効回答率 57.0%） 

 

 

３ 報告書の見方 

 

◯回答結果における「%」は、有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を

小数点以下第 2位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から

1つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0%にならない場合があります。 

◯複数回答（複数の選択肢から 2つ以上の選択肢を選ぶ方式）設問の場合、回答は選

択肢ごとの有効回答数に対してそれぞれの割合を示しています。そのため、100.0%

以上になります。 

◯図表中において「無回答」は、回答が示されていないものです。 

◯図表中の「n」は、集計対象者数（回答者限定設問の限定条件に該当する人、比較

のために回答者属性を限定して抽出した人）を表しています。 

◯回答などで、個人等が特定される可能性ある内容については、若干の修正をして掲

載しています。 
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４ 回答者属性 

 

①性別 

 回答者の性別は、「女性」が 53.9%、「男性」が 43.7%となっています。 

 

 

 

②年齢 

 回答者の年齢は、「70歳以上」が 36.3%と最も高く、次いで「50歳〜59歳」

が 15.8%、「40歳〜49歳」「65歳〜69歳」が 10.7%となっています。 
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③住んでいる小学校区 

 

 

「２０ わからない」の自由記述       

・甘木 

・本町 

・歴木 

・米生町 

・三池 

・臼井新町 

・米生町 

・勝立 
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④今の小学校区に住んでいる期間 

 回答者の在住年数は、「10年以上」が 75.8%と最も高く、次いで「1〜5年未満」

が 10.4%、「5〜10年未満」が 8.4%となっています。 

 

 

 

⑤主な職業 

 回答者の職業は、「無職」が 31.4%と最も高く、次いで「会社員・公務員・団体

職員」が 28.9%、「パート、アルバイトなど」が 12.1%となっています。 
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「7 その他」の自由記述        

・会社役員 

・後期高齢者 

・飲食業と営業の 2つの仕事 

・足腰悪く働くことができない 

・障害福祉サービス、就労継続支援A型 

 

 

⑥世帯構成 

 回答者の世帯は、「二世代（親、子）」が 43.7%と最も高く、次いで「夫婦のみ」

が 26.1%、「ひとり暮らし」が 16.1%となっています。 

 

「5 その他」の自由記述        

・兄・弟 

・夫婦 2人で元年 11月から私の実姉と 3人暮らし 

・兄妹 4人暮らし 

・2人(結婚していない) 

・４世代 

・夫婦、孫 2人 

・兄・弟 

・姉妹 

・祖母、両親、子、孫 

・姉と二人暮らし 

・兄と甥のところに同居 
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⑦住まいの形態 

 回答者の住まいの形態は、「持ち家（一戸建て）」が 66.7%と最も高く、次いで

「民間の賃貸住宅（マンションなどの集合住宅）」が 10.9%、「持ち家（マンショ

ンなどの集合住宅）」「民間の賃貸住宅（一戸建て）」が 6.0%となっています。 

 

 

 

「6 その他」の自由記述        

・親族名義の一戸建て 

・借家 

・老人ホームに入所している 

・特別養護老人ホーム 

・老人ホーム 

・社宅 

・病院 
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⑧経済的な状況 

 回答者の経済的状況については、「ふつう」が 53.0%と最も高くなっています。

次いで「やや苦しい」が 26.0%、「大変苦しい」が 10.0%となっており、それら二

つを足した割合が 36.0%です。 
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第２章 調査結果  
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１ 暮らしについて 

 

問 1 あなたは現在どの程度幸せですか。 

 全体において、幸せの程度は、「8点」が 20.5%と最も高く、次いで「5点」が

19.1%、「7点」が 16.0%となっています。また、「6点」以上が 60.6%と半数

以上を占めています。 

 

 

 

＜回答者属性による特徴＞ 

 経済的状況で見ると、「大変苦しい」において、「2点」、「3点」、「4点」が

15.8%で最も高くなっており、全体に比べて主観的な幸福感が低い傾向にあります。

また、「6点」以上についても 26.3%にとどまります。 
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問 2 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築いていますか。 

 全体において、隣近所との関係は、「会ったときにあいさつをする程度の関係」が

47.9%と最も高く、次いで「世間話や立ち話をする関係」が 28.2%となっています。 

 

＜回答者属性による特徴＞ 

 年代別において、「20〜29歳」では全体の傾向と同様に「会ったときにあいさつ

をする程度の関係」が 57.1%と最も高くなっていますが、次いで「付き合いはまっ

たくない」が 21.4%で続きます。対して、「70歳以上」では、同じく「会ったとき

にあいさつをする程度の関係」が 35.7%と最も高くなっていますが、次いで「世間

話や立ち話をする関係」が 34.8%となっています。 

 両者の傾向の違いから、世代によって隣近所との付き合いの状況が異なることが示

唆されます。 
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問 3 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築きたいと思いますか。 

 希望する隣近所の人との関係は、「世間話や立ち話をする関係」が 35.3%と最も

高く、次いで「あいさつをする程度」が 33.9%、「困った時に相談したり、助け合

える関係」が 24.7%となっています。 
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問 3で「近所付き合いはできるだけしたくない」と回答した場合のみ記入  

問 4 「近所付き合いはできるだけしたくない」理由（自由記述） 

 

回答 世代 

めんどくさいし、いろいろ巻き込まれたくないので ２０歳～２９歳 

年配ばかりなので面倒事だけをおしつけられるから。おしつけ

るくせに、こそこそと文句ばかり言っているから 
３０歳～３９歳 

めんどうくさい。必要性を感じない ４０歳～４９歳 

面倒だから ５０歳～５９歳 

わずらわしい ７０歳以上 

わずらわしい ７０歳以上 

以前元気な時はおしゃべりしてたけど皆さんお互い年をとって

足が悪かったりするので、外に出ないのでしたくないのではな

くできないのです 

７０歳以上 

身体が不自由 ７０歳以上 

人は人、自分は自分、あなたはあなた、私は私 ４０歳～４９歳 

自分の欠点をさらしたくないから。基本点が人間嫌いだから ５０歳～５９歳 

隣の人がトラブルメーカーで痛がらせが多い ７０歳以上 

話す内容がない ７０歳以上 

自分の年齢と近い人がいない、気が合いそうにない ７０歳以上 

夜の店ばかりのところで挨拶だけです。生活とかない。 ７０歳以上 
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問 2と問 3の回答内容についての比較 

 問 2では隣近所の人との現在の関係について尋ね、問 3では希望する隣近所の人と

の現在の関係について尋ねています。両者を比較すると、「困ったときに相談したり、

助け合える関係」が 10.4%から 24.7%に増え、「世間話や立ち話をする関係」は

28.2%から 35.3%へと増えています。 

 

・問 2 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築いていますか。 

 

 

・問 3 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築きたいと思いますか。 
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問 5 あなたが、友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。 

 友人・知人と会う頻度は、「月に何度かある」が 33.0%と最も高く、次いで「週

に何度かある」が 23.5%、「年に何度かある」が 21.2%となっています。 
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問い：あなたが、友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。

（n＝570）
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２ 助け合いについて 

 

問 6 あなたは、毎日の暮らしの中でどのような悩みや不安を感じていますか。 

 全体において、毎日の暮らしの中で感じる悩みや不安は、「自分の健康」が 62.5%

と最も高く、次いで「家族の健康」が 58.4%、「経済的なこと」が 43.3%、「地震・

台風など災害に関すること」が 30.4%と続きます。 
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＜回答者属性による特徴＞ 

 年代別で見ると、「30〜39歳」では「育児に関すること」「学校（勉強）や職場

（仕事）に関すること」「経済的なこと」、「50〜59歳」では「介護に関すること」、

「65歳〜69歳」では「地震・台風など災害に関すること」などが全体の傾向に比べ

て高くなり、毎日の暮らしの中で感じる悩みや不安の多様性が示唆されます。 
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「12 その他」の自由記述        

 

回答 世代 

子供の将来 ３０歳～３９歳 

娘が結婚していないので、娘の将来の事 ６５歳～６９歳 

自分と子供(障害者)の近未来の事が不安 ６５歳～６９歳 

DV ５０歳～５９歳 

自営業を辞めた後のワンマンな主人との生活 ５０歳～５９歳 

夫のモラハラ。毎日妻を無視(DVの一種)する (こういうタイ

プの男は外面が良いため密室である家庭内で起きていることは

発覚しにくいです)。大牟田でも子供の虐待では？という話を私

とは別の小学校区の友人から耳にしたことがあります。ネグレ

クト等は日常的にあるようです。(母親の彼氏が家に来ている

間、ずっと外に出されるため食事も与えてもらえず毎日同じ服

を着ているようです)。子供や女性が相談しやすい環境をもっと

身近にした方がよいと思います 

５０歳～５９歳 

小浜町に住んでいますが、バスが通っていないこと（病院に行

くにもタクシー代が大変です） 
７０歳以上 

バスの一方通行である ７０歳以上 

亡くなった時の処理等(ひとり身なので) ６５歳～６９歳 

不動産(負動産)の処分 ６５歳～６９歳 

コロナ ４０歳～４９歳 

感染コロナ ７０歳以上 

大牟田市に限ったことではないが、政治に無関心な人が多く議

員の質が首を傾けるレベル。もっとしっかり不正な選挙をとり

しまってクリーンな議会であってほしい。私たちの大事な税金

が無駄に議員報酬に充てられてる気がしてならない 

４０歳～４９歳 

ゴミを指定日以外に出す人がいてイラついて仕方ない ５０歳～５９歳 

職場の事 ５０歳～５９歳 

自分以外、認知症や統合失調症、他はみんな頭おかしい ５０歳～５９歳 

8が一番大切なことは理解しておりますが、他人の芝生は青い

方式で見られると生活が監視されているようで息苦しい 
７０歳以上 

いろんなことを相談する機会がほしい ７０歳以上 

 

  



 

23 

問 7 あなたは、普段、悩みや困ったことなどを、どなたに相談しますか。 

 悩みや困ったことを相談する相手は、「家族・親せき」が 81.4%と最も高く、次

いで「友人・知人」が 44.9%、「職場の同僚」が 18.2%となっています。「そのよ

うな人はいない」が 5.3%です。 

 

 

 

「11 その他」の自由記述        

 

回答 世代 

A型事業所の職員 ３０歳～３９歳 

社労士、コンサルタント ３０歳～３９歳 

問題解決につながる専門家 ５０歳～５９歳 

主人に ７０歳以上 

娘夫婦 ７０歳以上 

お金が無くなった、あんた盗ったろうみたいなことが多発。我

慢にも限界がある。 
５０歳～５９歳 

地域の民生員の質があまりにも悪いのであきれ果てています。

一人住まいのため留守の問題をあげることができません。警察

にも何度か相談しましたが、「勝手にブロックを越えて入る事

だけでも泥棒だから、現行犯をおさえなさい」と言われ不可能

です。市の有力者の後援を開いておりますが悪いことをされ表

向きのみ立派に振舞われている方に私たちの乏しい税金をお礼

に差し上げなければならないことに疑問を感じます。 

７０歳以上 

1人で考える ５０歳～５９歳 
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問 8 あなたは、悩んだり、困っているときに、助けを求めることができますか。 

 全体において、悩んだり、困っているときに助けを求めることについて、「申し訳

なく思うが、求めることはできる」が 45.1%と最も高く、次いで「遠慮なく求める

ことができる」が 28.1%となっています。 

 一方で、「申し訳なく思い、求めることができない」「人には頼りたくないので、

求めない」「誰に求めていいかわからない」「求めるような人がいない」という助け

を求められない（求めない）という回答の合計が 22%です。 

 

＜回答者属性による特徴＞ 

 経済的状況で見ると、「大変苦しい」「やや苦しい」において、全体の傾向と同様

に「申し訳なく思うが、求めることはできる」が最も高くなっています。 

 一方で、「申し訳なく思い、求めることができない」「人には頼りたくないので、

求めない」「誰に求めていいかわからない」「求めるような人がいない」という助け

を求められない（求めない）という回答の合計は、それぞれ 31.6%、31.8%と高く

なっています。 
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問 9 あなたが、悩みや困ったことを、聞いてあげる人はどなたですか。 

 困ったことを聞いてあげる人は、「家族・親せき」が 83.5%と最も高く、次いで

「友人・知人」が 47.7%、「職場の同僚」が 19.5％となっています。 

 

「5 その他」の自由記述        

 

回答 世代 

支援センターの方(えるるなど) ２０歳～２９歳 

A型事業所の職員 ３０歳～３９歳 

かかりつけの病院の医師 ４０歳～４９歳 

トラブルに応じた専門家 ５０歳～５９歳 

デイケアの人 ７０歳以上 

介護士 ７０歳以上 

姉妹 ５０歳～５９歳 

娘夫婦 ７０歳以上 

子供が 2人いますので ７０歳以上 

恋人 ２０歳～２９歳 

twitter ３０歳～３９歳 

あまり深く悩まないケセラセラで常にプラス思考でいます ６５歳～６９歳 

悩みの内容によります ７０歳以上 

わからない ７０歳以上 
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問 10 あなたが、生活上の問題で困っているときに、どなたが助けてくれますか。 

 困っている時に助けてくれる人は、「家族・親せき」が 88.9%と最も高く、次い

で「友人・知人」が 32.3%、「職場の同僚」が 8.6％となっています。「そのよう

な人はいない」が 5.4%です。 

 

 

「5 その他」の自由記述        

 

回答 世代 

コンサル ３０歳～３９歳 

お金があれば専門家 ５０歳～５９歳 

介護施設の方 ７０歳以上 

福祉関係の職員 ７０歳以上 

施設職員 ７０歳以上 

前夫 ５０歳～５９歳 

娘夫婦 ７０歳以上 

困っていることは今までありません。ある時は主人に ７０歳以上 

twitter ３０歳～３９歳 

他人に迷惑をかけないようにしている ５０歳～５９歳 

他の人に心配かける前に常にいろいろな情報を見聞き、必要な

ことはメモに取りおさえておき合わせて処理する努力をする 
７０歳以上 
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問 11 反対に、あなたが助けてあげる人はどなたですか。 

 助けてあげる人は、「家族・親せき」が 87.7%と最も高く、次いで「友人・知人」

が 50.5%、「近所の人」が 17.2％となっています。「そのような人はいない」が

4.6%です。 

 

 

 

「5 その他」の自由記述       

 

回答 世代 

令和元年 11月から実の姉(84歳、子供もいません)が東京から

大牟田に引っ越して私たち夫婦と暮らしています 
７０歳以上 

娘夫婦、兄、甥 ７０歳以上 

恋人 ２０歳～２９歳 

twitter ３０歳～３９歳 

飲食店さんたち ５０歳～５９歳 

お客様(仕事上) ５０歳～５９歳 

本当は優しいので、どなたでも、できることがあれば助ける。 ５０歳～５９歳 

相談を受け、私のできる範囲であれば ６５歳～６９歳 

 



 

28 

３ 地域活動について 

 

問 12 あなたは、これまでどのような分野の地域活動に参加したことがありますか。 

 全体において、参加したことがある地域活動の分野は「地域の清掃・美化」が 41.2%

と最も高く、次いで「参加したことがない」が 27.7%です。 
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＜回答者属性による特徴＞ 

 全体の傾向に比べて「参加したことがない」の割合が高いのは、「20〜29歳」「30

〜39歳」（年代別）、「ひとり暮らし」（世帯構成別）「民間賃貸住宅（一戸建て・

集合住宅）」（住居形態別）、「大変苦しい」（経済的状況）などです。 

 

「参加したことがない」を選択した割合（比較） 

  

27.7% 

39.3% 
43.4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

全体 20-29歳 30-39歳

27.7% 

40.2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

全体 ひとり暮らし

27.7% 

44.1% 45.2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

全体

民間の賃貸住宅（一戸建て）

民間の賃貸住宅（マンションな

どの集合住宅）

27.7% 

36.8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

全体 大変苦しい

（n＝570） （n＝28） （n＝53） （n＝570） （n＝92）

（n＝570）
（n＝34）

（n＝62）

（n＝570） （n＝57）
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「１０ その他」の自由記述        

 

回答 世代 

公民館役員、子供会役員 ６０歳～６４歳 

公民館活動 ６５歳～６９歳 

公民館活動 ７０歳以上 

公民館の催事(スポーツ、体育祭) ７０歳以上 

地域公民館文化活動(書道) ７０歳以上 

公民館、神社、寺等 ７０歳以上 

隣組長、公民館会計 ７０歳以上 

高齢施設、ディサービス施設のイベント活動 地域公民館他イ

ベント参加 
７０歳以上 

PTA,コミュニティーサークル運営 ５０歳～５９歳 

子供が小さい時は、子供会等 ６０歳～６４歳 

子供会、子供のクラブ活動 ６０歳～６４歳 

学校でおばあちゃんとの昔遊び ７０歳以上 

地域の(手作りな)祭り ６０歳～６４歳 

地域の青壮年の集まり、大蛇山祭り ６５歳～６９歳 

グランドゴルフに参加していた(理事をしていた) ７０歳以上 

中九州民謡選手権大会会長 無回答 

町内会の役員(会計) ６０歳～６４歳 

手話通訳 ６５歳～６９歳 

社協(市民後見人) ７０歳以上 

シルバーセンター ７０歳以上 

三池 ７０歳以上 
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「１１ 参加したことがない」の理由（自由記述）     

 

回答 世代 

仕事と自分の時間のため ２０歳～２９歳 

仕事が忙しい、時間が合わない ３０歳～３９歳 

仕事 ４０歳～４９歳 

仕事のため忙しい ５０歳～５９歳 

仕事をしているのでなかなか参加できない ５０歳～５９歳 

仕事がとてつもなく忙しいから ５０歳～５９歳 

子供がいなくて、ずっと仕事をしていたので ５０歳～５９歳 

独身で土日祝日の無い仕事に従事しているため。また、体に健

康障害を持っているため 
５０歳～５９歳 

仕事をしていてそういう活動を避けています ６０歳～６４歳 

仕事の都合 ６０歳～６４歳 

現在会社員だから話がこない ６５歳～６９歳 

まだ仕事をしているので ６５歳～６９歳 

仕事の関係で日程が合わない ７０歳以上 

働いているから ７０歳以上 

仕事をしているので時間がありません ７０歳以上 

県外に出張することが多いため ５０歳～５９歳 

他地域へ単身赴任しているから ５０歳～５９歳 

転勤ばかりで機会がなかった。令和元年 12月定年で帰省 ６０歳～６４歳 

いつどこで地域活動が行われているか知らない ２０歳～２９歳 

地域活動がいつどこで行われているか分からない。仕事で休み

は休日しかないのでゆっくり休みたい 
２０歳～２９歳 

どんな活動が行われているか知らない ３０歳～３９歳 

イベントがよく分からなかったため ３０歳～３９歳 

どの様に参加したら良いのか分からなくて ３０歳～３９歳 

どうやって参加していいか分からない ４０歳～４９歳 

具体的にどのような活動があるか知らない ６０歳～６４歳 

機会が無かった。具体的にどのような活動があるのか知らない ６０歳～６４歳 

参加の仕方が分からない ６５歳～６９歳 

参加したいと思ったことはあるけど、どこにどうしていいか分

からない 
７０歳以上 
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地域活動が合ってるのかさえ分からない ７０歳以上 

参加する機会がない ２０歳～２９歳 

地域活動が盛んではない、機会がない ３０歳～３９歳 

機会がなかった ５０歳～５９歳 

参加する機会が無い ５０歳～５９歳 

機会に恵まれなかった ６０歳～６４歳 

機会がなかった ６５歳～６９歳 

たまたま参加する機会がなかった ７０歳以上 

なんとなく機会がない 無回答 

身体が痛いから ５０歳～５９歳 

自分の健康上の理由で参加できない。治療中です ６５歳～６９歳 

持病があるため ６５歳～６９歳 

機会がない ７０歳以上 

障害があるからです ７０歳以上 

障害者 ７０歳以上 

体調が良くないので ７０歳以上 

私は体が弱いのでできません 無回答 

できない ７０歳以上 

自分が支援してもらいたい ７０歳以上 

高齢 ７０歳以上 

高齢者のため ７０歳以上 

高齢のため、妻認知症 ７０歳以上 

８３歳になりますので何もできません ７０歳以上 

病人を見ている ６５歳～６９歳 

家族の介護、事業運営などで忙しかった ６５歳～６９歳 

3年前に引っ越して参りました。以前は子供たちの為に活動を

しました。 
６５歳～６９歳 

引っ越してきたから ７０歳以上 

機会を逃した ３０歳～３９歳 

タイミングが合わない ５０歳～５９歳 

忙しい ３０歳～３９歳 

参加する時間的余裕がない ７０歳以上 

呼ばれたことがない ５０歳～５９歳 

あまりやりたくないし、さそいもない ６０歳～６４歳 
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優先順位が低いから ３０歳～３９歳 

時間が無い ３０歳～３９歳 

子供が小さいので時間、労力がさけない ４０歳～４９歳 

大牟田の真ん中だけが盛り上がっているように思う ４０歳～４９歳 

親が自営で大変でしたので、それどころじゃなかった。生き地

獄 
５０歳～５９歳 

自分から積極的に関わりを持ったことはない ６５歳～６９歳 

主人が役目がち参加していたため私は参加していません ７０歳以上 

理由は特になし ４０歳～４９歳 

なんとなく(理由なし) ７０歳以上 
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４ 災害時の避難等について 

 

問 13 あなたは、火事や地震等の災害時に 1人で避難できますか。 

 一人で避難できるかは、「できる」が 68.6％、「わからない」が 19.8％、「でき

ない」が 9.3％となっています。 
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問い：あなたは、火事や地震等の災害時に１人で避難できますか。

（n＝570）
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問 14 助けが必要になった場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。 

 全体において、災害時に近所に助けてくれる人の存在は、「いる」が 47.9%で最

も高く、次いで「わからない」が 33.2%となっています。 

 

 

 

＜回答者属性による特徴＞ 

 住居形態別で見ると、「民間の賃貸住宅（一戸建て）」「民間の賃貸住宅（マンシ

ョンなどの集合住宅）」において、「わからない」が全体の傾向に比べて高くなって

います。 

 また、「いない」については、「民間の賃貸住宅（マンションなどの集合住宅）」

「公営住宅、公社・公団等の賃貸住宅」が全体の傾向に比べて高いです。 

 

  

47.9% 
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33.2% 
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問い：助けが必要になった場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。（全体）

（n＝570）

47.9% 

16.7% 

33.2% 

2.3% 

41.2% 

5.9% 

50.0% 

2.9% 

32.3% 

27.4% 

40.3% 

0.0% 

48.3% 

27.6% 
24.1% 
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問い：助けが必要になった場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。（比較）

全体 民間の賃貸住宅（一戸建て） 民間の賃貸住宅（マンションなどの集合住宅） 公営住宅、公社・公団等の賃貸住宅

（n＝570） （n＝34） （n＝62） （n＝29）
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問 14で「いる」と回答をした場合のみ記入      

問 15 助けてくれる人はどなたですか。 

 助けてくれる人は、「家族・親せき」が 85.3%と最も高く、次いで「近所の人」

が 33.7%、「友人・知人」が 32.6％となっています。 

 

 

 

 

「4 その他」の自由記述        

 

回答 世代 

施設の職員 ２０歳～２９歳 

病院職員 ６０歳～６４歳 

介護施設の方 ７０歳以上 

入所している施設の人 ７０歳以上 

住んでいる老人ホームの職員の方たち ７０歳以上 

施設の職員 ７０歳以上 

住居の事務所員 

ケアマネージャーさん 
７０歳以上 

民生委員 ７０歳以上 

隣の人 ７０歳以上 
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問 16 災害時の安否確認や避難支援などを受けることができるように、必要な情報

を地域の人などに事前に提供することについて、どう思いますか。 

 必要な情報を地域の人などに事前に提供することについては、「提供してもよい」

が 61.4％、「わからない」が 23.7％、「提供したくない」が 4.4％となっています。 
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問い：災害時の安否確認や避難支援などを受けることができるように、必要な情報を地域の人

などに事前に提供することについて、どう思いますか。

（n＝570）
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５ 健康について 

 

問 17 主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患のことを「COPD

慢性閉塞性肺疾患」といいます。あたなは「COPD慢性閉塞性肺疾患」という言葉

を聞いたことがありますか。 

 ＣＯＰＤ慢性閉塞性肺疾患については、「聞いたことはない」が 41.4％「聞いた

ことはあるが、内容はよくわからない」が 30.4％、「聞いたこともあるし、内容も

だいたいわかっている」が 25.8％となっています。 
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問 18 あなたはこの 1年間に歯科健康診査を受けましたか。 

 全体において、この 1年間における歯科健康診査の受診状況は、「はい」が 51.8%、

「いいえ」が 46.3%です。 

 

 

 

＜回答者属性による特徴＞ 

 経済的状況で見ると、「ややゆとりがある」において、「はい」が全体の傾向に比

べて高くなっています。 

 また、「大変苦しい」では、「いいえ」が全体の傾向に比べて高いです。これらか

ら、経済的状況による歯科健康診査受診の違いが示唆されます。 
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問い：あなたはこの１年間に歯科健康診査を受けましたか。（全体）

（n＝570）
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問い：あなたはこの１年間に歯科健康診査を受けましたか。（比較）

全体 大変苦しい ややゆとりがある
（n＝570） （n＝57） （n＝43）
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問 19 あなたは何でもかんで食べることができますか。次の中からあなたの状態に

近いものを選んでください。 

 かんで食べることについては、「何でもかんで食べることができる」が 77.0％、

「一部かめない食べものがある」が 17.9％、「かめない食べ物が多い」が 2.5％、

「かんで食べることができない」が 0.4％となっています。 
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問い：あなたは何でもかんで食べることができますか。次の中から、あなたの状態に

近いものを選んでください。

（n＝570）
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６ 大牟田市について 

 

問 20 あなたは、本市が障害のある人にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 

 障害のある人にとって暮らしやすいまちかについては、「ある程度思う」が 50.7%

と最も高く、次いで「あまり思わない」が 24.7%、「思う」が 11.1%となっていま

す。「あまり思わない」「思わない」を合わせると 31.4%です。 
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問い：あなたは、本市が障害のある人にとって暮らしやすいまちだと思いますか。

（n＝570）
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問 20で「あまり思わない」「思わない」と回答した場合のみ記入   

問 21 本市が障害のある人にとって暮らしやすいまちになるためには、何が必要だ

と思いますか。（自由記述） 

 

回答 世代 

建物のバリアフリー化をもっと進めるべき １８歳～１９歳 

暮らしやすい＝一般の人と同じ生活ができる  障害のある人

が入れないような建物は良くないと思う。 

盲導犬と一緒に入れる所などを増やしていくことは暮らしやす

い街の第一歩になると思う 

２０歳～２９歳 

バリアフリーの施設、公共交通手段を使いやすくする ２０歳～２９歳 

・バリアフリー化 

・地域での活動 
３０歳～３９歳 

インフラ整備の徹底 ３０歳～３９歳 

・町中のバリアフリー化・すべての歩道に点字をつける   

・市役所へ行っても目が見えない方とかは不便だろうなと思う。

(案内してくれる方がいない、見当たらない) 

・障害ある方との交流できる場を増やす 

・盲導犬が入れるお店を増やす 

３０歳～３９歳 

・よくわからないがバリアフリーなど設備の改善。 

・障害のある人との触れあいの場を増やし、まわりの人の理解

を増やす。 

３０歳～３９歳 

全ての施設がバリアフリーになれば良いと思う。 ３０歳～３９歳 

バリアフリー化（街の） ３０歳～３９歳 

バリアフリー ４０歳～４９歳 

バリアフリー ４０歳～４９歳 

建物や道路などのバリアフリー化 障害者対応トイレの整備 ４０歳～４９歳 

まず新栄町駅、高齢者にとってすごい不便 

市役所も使いにくいしこちらは時間がかかる建て替えよりもユ

メタウン、イオン等でも手続きできるようにしてほしい 

ノンステップバスもなければノンステップバスもない コミュ

ニティバスも網羅していない 

４０歳～４９歳 

道路や建物等の整備がされていない。障害者だけでなく、一般

の人にとっても暮らしやすい街ではない 
５０歳～５９歳 
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・バリアフリーの建物が多く必要 

・ボランティアがたくさん必要 
５０歳～５９歳 

スーパーなど障害者駐車場のスペースがあまりないところが多

い 
５０歳～５９歳 

バリアフリーを増やす ６５歳～６９歳 

階段が合ったり、まだバリアフリーになっていない病院もある ６５歳～６９歳 

バリアフリー、交通が不便 ７０歳以上 

市役所のバリアフリー等。 

緊急時に受けて入れてくれる病院が少ない 
１８歳～１９歳 

市役所等の施設のバリアフリー化、教育の充実 ３０歳～３９歳 

市役所が障害のある人には不便だと思います。 ４０歳～４９歳 

大牟田市役所のトイレを和式から洋式へ改装する。 

市民課や保健課を 1階(地下？)へ移動させる。 
５０歳～５９歳 

本庁舎をはじめとするバリアフリー化（物理的な）と同時に、

メンタルについてもバリアフリーとなるための専門的理解啓発 
５０歳～５９歳 

市役所の新庁舎の建替 （※）高齢者にとっても同じ ６５歳～６９歳 

具体的にはわかりませんが身近なところで市役所などすごく不

便なのではないかと思います 
７０歳以上 

歩きやすい道、助け合い ２０歳～２９歳 

シンプルに歩道と道路がガタガタで汚い。段差はあるし、道路

には穴が開いているし、自転車やバイクもパンクしてしまう。

なんに障害者や高齢者に暮らしやすい環境だとは思わない 

２０歳～２９歳 

道路整備、店舗のバリアフリー ２０歳～２９歳 

信号の音声案内 ２０歳～２９歳 

舗道の整備など ３０歳～３９歳 

道の整備等 ３０歳～３９歳 

歩道が広く整備されていけばいいと思う。歩道のない白線内の

道を電動車いすの人が出かけているのを何度か見かけた。 
４０歳～４９歳 

歩道が狭かったり、傾いていたり、点字ブロックはヨーロッパ

のような一本の溝の方が歩行を妨げないと思う。 
５０歳～５９歳 

電動車イスや歩行のし易い歩道の確保、リクレーション、就労

支援 
５０歳～５９歳 
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歩道がせまい（路側帯もせまい）、段差が多い、みんなのトイ

レ等が少ない、展示ブロックの上に自転車などの駐車、店舗内

での通路のせまさ→（補助の人の事も考慮して欲しい） 

５０歳～５９歳 

歩道の整備 ６０歳～６４歳 

坂が多い、移動の確保 ６５歳～６９歳 

道路の整備、買い物援助 ６５歳～６９歳 

道路の整備(段差の凸凹等) ７０歳以上 

歩道から車道に行くときに段差が多すぎる。いろんな建物、市

民体育館、レストラン等、障害者トイレが少ないのではないで

すか？ 

７０歳以上 

道路の●状がわるい。建造物のバリアフリー等 ７０歳以上 

車いす利用が不便(段差が多いように思う) 

盲導犬との利用施設、商業施設の拡大 
７０歳以上 

利便の良い。交通手段 ２０歳～２９歳 

交通機関の整備 

そのような人が使用しやすい制度の確立、支援 
３０歳～３９歳 

高齢化している市であると思うが福祉バスなど買い物のための

無料バスなどなく、車の無い人は不便。 
４０歳～４９歳 

交通インフラの整備 ４０歳～４９歳 

・交通手段が少なすぎる ※バスの廃線等 

・障害者支援の仕事が少なすぎる、、、ほぼ無いのでは？ 

・障害者の就労率違反の企業を調べていますか？でその答えを

表に出したら 

５０歳～５９歳 

公共交通機関の充実、まわりの人の生活援助や見守り ６０歳～６４歳 

バリアフリー化しても市民の意識づけがないから無駄。せめて

ステップバスの本数の増加？ 
６０歳～６４歳 

交通の便が悪い ６５歳～６９歳 

交通網の拡充  市街地を離れると交通網がほとんどない ７０歳以上 

身体・知的共に行きたいと思うところに行けない ７０歳以上 

病院買い物に行くのにバス停が遠くて利用できる時間対も少な

い 
７０歳以上 

移動がしやすいシステム ７０歳以上 

バスの本数が少ないことです 無回答 
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聴覚障害を持っているので、重要な情報、お知らせ、連絡があ

った際はスマートフォンに受信できるようになったら助かりま

す。 

３０歳～３９歳 

そもそも知らない、宣伝が一般人に周知されないということは

宣伝の仕方、機会に問題がある。 
３０歳～３９歳 

情報の提供。私の子供は障がい児ですが、どんな福祉が受けら

れるか、大牟田にどんな福祉施設があるか、どこに相談するか

等分かりやすい情報の提供があればいいなと常に思っていま

す。 

４０歳～４９歳 

どうのような支援があるのか、わかりやすくする ５０歳～５９歳 

どんなことを市がしてくれているのか知らないので、まずはそ

ういった情報が市民に十分に知ってもらう必要があるのでは？ 
６５歳～６９歳 

理解と思いやり ２０歳～２９歳 

当事者の話を聞く機会を増やしてもいいのでは？ 

移動手段の確保(タクシー、バス等) 
３０歳～３９歳 

本市に限らず、すべての人が助け合い支え合う事。他にどんな

対策をとるにしてもこれが絶対条件だと思う。 
３０歳～３９歳 

障害のある知り合いをたまたま見かけて話しかけたら周りで見

ていた人達の偏見を感じた。障害のある人への理解がない。人

がいる街で暮らしやすいわけがない(すべての人ではないが日

本中にいる) 

４０歳～４９歳 

思いやりの心 ４０歳～４９歳 

この様に聞くだけでなく、あなた達が障害のある方と触れ合う

ことでその方々の気持ち等が分かるのではないでしょうか？そ

の方々の気持ちになって考えることが大切だと思います。 

４０歳～４９歳 

・市民の理解 

・近所にいらっしゃるかの情報 
５０歳～５９歳 

・大牟田の人間の意識の低さ。無知な人間が多いため、意識や

正しい知識を教える事が必要（子供のうちから） 

・田舎のため差別意識が強い 

・町の整備（実際に町に出て見て下さい。不自由ばかりです） 

５０歳～５９歳 

差別を無くし、バリアフリーの確立 ６０歳～６４歳 

障害のある人に対する理解を深める様な活動が必要 又 偏見

をなくし、温かく見守る事の大切さを知ってもらう活動 
６５歳～６９歳 
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思いやり ７０歳以上 

働ける環境 ２０歳～２９歳 

障害のある方がもっと働きやすく又お金(給料)を上げる。小さ

い時から交流をたくさんし、偏見をなくしていく 
２０歳～２９歳 

やっぱり一番は仕事（職に就く）事が大切だと思います。あま

り大牟田市はそういった障害者の方が働いているようにはみえ

ません。 

４０歳～４９歳 

学習機会、仕事 ４０歳～４９歳 

自立支援 ６０歳～６４歳 

もっと障害のある人に寄り添った就労や施設、生きがいのある

町に社会にとけこみ孤立させない町作りを 
７０歳以上 

ボランティアの育成、保護・見守りの体制、福祉用具の貸し出

し、環境整備 
５０歳～５９歳 

地域住民の協力 ６０歳～６４歳 

今どんな支援があっているのか分かりません。公園とかにある

多目的トイレは良いと思います。日常生活をもっと支援できる

ようなボランティア、ヘルパーが充実できれば障害者も暮らし

やすいのでは・・・ 

７０歳以上 

ボランティアの人を増やしたら ７０歳以上 

悩みを気軽に話せる環境が必要だと思います ３０歳～３９歳 

福祉課とは名ばかりで本当に困っている人の立場に立っていな

い。自分や自分の親、家族が障害者になったつもりでの心のこ

もった対応やアドバイスが必要 

５０歳～５９歳 

地区の民生委員が誰なのか、市報に載って来ても、市報を保管

しなければそれで終り。取りあえず、暮らしに不便を感じてい

る人には、何か起きた時、民生委員を頼ると思われる。民生委

員の氏名連絡先を徹底して欲しい。 

７０歳以上 

支援してほしいが、どう手続きをお願いする人は誰に！！ ７０歳以上 

年1回役場の人が色々覗き見だけでかんたんに見ただけでもう

大丈夫と思う事がおかしい 
７０歳以上 

経済的な支援を厚くする。 ６５歳～６９歳 

①私くし自身障害です（戦争炎傷病者）左手をやけどをしてい

ます。救済ない物か？ 

②乗物など（バス）半額になったらいいと思います（70才●） 

７０歳以上 

金銭的支援 ７０歳以上 
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施設をもう少し増やせばいいかと？ ６０歳～６４歳 

施設の拡充 ７０歳以上 

治安がよく、問６にあるような不安を最小限に幸福度が高く周

囲を信用でき、他人に対し思いやりが持てる余裕のある生活 
３０歳～３９歳 

本気で取組む議員、市職員が少ない気がする ４０歳～４９歳 

交通ルールを守らせること ４０歳～４９歳 

障害者が多いと思います。暮らしやすいまちにするというか、

障害者だけでなく高齢者や子供達もみんなが暮らしやすい町に

なって欲しいです。 

４０歳～４９歳 

個人及び、市の取り組みを活発 ５０歳～５９歳 

しらん ６０歳～６４歳 

財源が無いからしょうがない。経費削減の文言ばかりで未来が

なさそう。。。。 
７０歳以上 

個人情報が不足 ７０歳以上 

他の市より遅い。補助差ある ７０歳以上 

住宅敷地(畑地共)は広すぎてこれが災いしてか嫌味と思われる

行為が多く、最近は高齢化がすすみ草を放置、種が飛び困り、

手入れした土地にドクダミが根を張り外へ目を向ける時間がな

く障害のある方にお手伝いできるようなゆとりが無いのが残念

です。 

７０歳以上 

考えたことがない ７０歳以上 

思わない ７０歳以上 

市のアピールが足りない 

愛情ネットのメールも近隣の町より少ない 
無回答 

障害のある人というのはどのような人をさして使われているの

か分かりません。精神的障害、肉体的障害、様々な方がおられ

ると思います。私は何不自由なく暮らしているので私が判断す

べき事ではないと思います。 

２０歳～２９歳 

分からない ２０歳～２９歳 

障害を持っていないのでわかりませんが、自分が暮らしにくい

と思うので思わないに解答しました 
３０歳～３９歳 

障害を持った方が知人にいないので分からない。 ３０歳～３９歳 

障害のある方について学校ぐらいでしか学ぶ機会が無いので、

大人の人に対してどんなサポートが必要なのかがいまいち分か
４０歳～４９歳 
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らない 

本市が障がいの方にどのような支援を行っているのかがわかり

ません。勉強不足ですみません。 
４０歳～４９歳 

分からないです ４０歳～４９歳 

障害者じゃないので分からない ５０歳～５９歳 

自分は障害ではないので、暮らしやすいかどうかも分からない

し何が必要なのかも分からない 
５０歳～５９歳 

自分が障害者ではないのでよく分からない ５０歳～５９歳 

よくわからない ６０歳～６４歳 

具体的な取り組みが分からないので答えられない ６０歳～６４歳 

わからない ６５歳～６９歳 

わからない ６５歳～６９歳 

具体的にはよく分かりません ６５歳～６９歳 

わからない ７０歳以上 

わかりません。 ７０歳以上 

はっきり言って、障害者とのつきあいがないので良いのか良く

ないのかわからない。 
７０歳以上 

たくさんあるのでわからない。 ７０歳以上 
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問 22 あなたは、本市が高齢者にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 

 高齢者にとって暮らしやすいまちかについては、「ある程度思う」が 58.9%と最

も高く、次いで「あまり思わない」が 14.9%、「思う」が 13.7%となっています。

「あまり思わない」「思わない」を合わせると 19.5%です。 
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問い：あなたは、本市が高齢者にとって暮らしやすいまちだと思いますか。

（n＝570）
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問 22で「あまり思わない」「思わない」と回答した場合のみ記入   

問 23 本市が高齢者にとって暮らしやすいまちになるためには、何が必要だと思い

ますか。（自由記述） 

 

回答 世代 

交通手段 １８歳～１９歳 

交通機関 ２０歳～２９歳 

交通が不便なところ、支援などが遅い、少ない ３０歳～３９歳 

バスの交通が不便だと思う。以前、バスの利用時に不便な思い

をしたため。色んな道路を交代でバスが通行すると助かるだろ

うと思った。バス利用が増えると高齢者のブレーキの踏み間違

いも心配も減らせ安心して免許返納できます。 

３０歳～３９歳 

タクシーの無料使用 

介護施設など利用、入所をしやすくする 
３０歳～３９歳 

バスは本数が少ないし、高齢者が使えるタクシーチケットも免

許を返納したときの 1回のみ。これでは免許を返納できない。

必ずいつか大事故が起きる。認知症の高齢者を家族に抱えてい

るが、地域が支えてくれるとかいう実感は全くない。まさに孤

軍奮闘。地域包括の職員も相談した事はきてくれるが、普段は

全く音沙汰なし。せめて月に 1回くらいはお伺いの電話でもし

て欲しいが。 

４０歳～４９歳 

バスの回数を一時間に 2本くらいにしてほしいです ４０歳～４９歳 

コミュニティバスを運行する ４０歳～４９歳 

交通インフラの整備 ４０歳～４９歳 

公共交通機関(バス) ４０歳～４９歳 

移動手段の充実(コミュニティーバス、段差のない歩道等) ５０歳～５９歳 

公共交通機関が少ない 

買い物代行などのサービスが必要かも 
５０歳～５９歳 

コミュニティバス(みやまのクスッピーのような) 

私の近所は一人暮らしのおばあちゃんが多いので。今のところ

はまだできる人もいるが、その仕組みが分かるうちに導入して

はどうかと思う(運転が非常に危なく心配する) 

５０歳～５９歳 

高齢者になると病院に行く機会が多いのでタクシーやバスなど

の料金を半額にしてもらいたい 
５０歳～５９歳 
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公共交通機関の便の少なさ、車がないと不便 

福祉施設の地用のため詳しい案内、利用できるものがあっても

情報がなければ利用するチャンスがない 

５０歳～５９歳 

交通 介護と医療のつながり  買い物  行政窓口出張所の

設置(包括センター以外) 

軽度者の福祉用具貸与の条件の見直し 

５０歳～５９歳 

移動手段が少なすぎる ※バスの廃線等 

車がないと買い物等、生活が成り立たない！ ※免許を返納で

きますか！ 

通院生活支援のための介護タクシー等の支援を充実させるべき

では！ 

５０歳～５９歳 

通院するための交通手段がない ５０歳～５９歳 

車の免許を返納した後の行動がしにくいので(巡回)バスの充

実、買い物した荷物を運んでもらえるサービスなど(高齢者は荷

物が持てない) 

５０歳～５９歳 

移動手段 

運転免許証の推進を行うならその代わりになるものを  コミ

ュニティバスの運用 

５０歳～５９歳 

年齢的なもので普通の乗り合いバスとノーステップの小型バス

で分けるとイライラが解消もできるかと 
５０歳～５９歳 

交通機関がないので、送迎用の車やマイクロバスがきてもらえ

れば助かります。 
６０歳～６４歳 

バス等の公共機関の整備 

タクシー(介護)の整備 
６５歳～６９歳 

移動手段の支援 ７０歳以上 

バスの本数が少ない。自家用車を持てない、または持てない方

に対して支援があればと考えています。日常生活を現況できる

ように(食料品の買い出し、通院など) 

７０歳以上 

各町等、バスが通らない、バス停まで遠いとか、、、   あ

る程度の事になれば免許証も返さなければならず。コミュニテ

ィバス、乗り合いバス等を必要とする時代です。 

７０歳以上 

スーパーに行くのに乗り物の便が悪い ７０歳以上 

ミニバスを走らせて欲しい ７０歳以上 

交通網の整備 ７０歳以上 
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交通網の拡充 

地域郡部の商店街の充実、市街地に集まり郡部が閉鎖状態 
７０歳以上 

バスの運行が減り、地域によっては買い物難民も発生している。

どこかの自治体では乗り合いタクシーが運行されている。また、

健康年齢を伸ばすために高齢者が楽しく集い、脳や身体を鍛え

る場を作り、市報ではなく地区の回覧板等でアピールを徹底し

て欲しい 

７０歳以上 

車に乗れない人が病院又市内に行きたくてもバス停は遠いしタ

クシーは年金暮らしで大変だと思うようになりました。その為

には市の方でみやま市みたいにバスを通してもらうことを考え

て欲しいです。 

しっかり考えてもらうことをお願いします。 

７０歳以上 

買い物が不便になりつつある。高齢者の病院行きがバスが少な

いため大変 
２０歳～２９歳 

コミュニティーバス(交通手段)とか、あいのりタクシーとか。

買い物に困っている方が多いので 
３０歳～３９歳 

車がないと買い物にいきづらい(バスが少ない) ３０歳～３９歳 

吉野に住んでいるが、近くのスーパー(マルキョウ)が閉じ、近

くに歩いて行けるスーパーがない 
４０歳～４９歳 

自分は高齢者ではないので、高齢者にとってどうか？と問われ

ても分からない。ただ、昔に比べると小売店が少なくなり、バ

ス路線も少なくなったので買い物などが大変になっているだろ

うと思います。 

５０歳～５９歳 

生活用品や食材の買い物が不便な地域が多い ６０歳～６４歳 

コロナ後は読めません・・・ 

私はネット対応できますが、高齢者の買い物や宅配は・・・ 
６０歳～６４歳 

日々の買い物などが不便 ７０歳以上 

買い物に行けなくなってきた 

趣味が充実していない 
７０歳以上 

道路整備、店舗のバリアフリー ２０歳～２９歳 

・道に椅子(ベンチ)を増やす 

・高齢者に食材の宅配 
３０歳～３９歳 

バリアフリーが意味をなしていない所がよくある。 

市内巡回バスがあれば外出の機会が増えると思う 
４０歳～４９歳 



 

53 

歩道・自転車の整備 

バス停の数を増やして欲しい 
７０歳以上 

階段がある所に必ず横に車いす、足の悪い人が利用できるスロ

ープを付ける 
７０歳以上 

役所内のバリアフリー ７０歳以上 

独居老人の安否確認、手伝い、レク、安心安全な相手 ６５歳～６９歳 

地域の人(民生委員等)が定期的に見守り訪問をして欲しい。民

生委員がだれかも知らない 
７０歳以上 

高齢者の一人暮らしなどが多く、福祉や医療をもっと充実した

方がいいと思います。 
４０歳～４９歳 

生活における介護支援 ４０歳～４９歳 

施設の拡大 手伝って下さる ６５歳～６９歳 

なるべく自宅で自由に暮らすためにはやはりヘルパー等の支援

が必要と思いますが、社会問題になっているように、人材不足、

財源不足に行きつきます。 

７０歳以上 

現時点で低所得なので老後の生活、保証(一人暮らし)とか心配。

あとは、問２１と同文 
２０歳～２９歳 

高齢者への経済的援助 ６０歳～６４歳 

年金生活のため、経済的に余裕がなくこれからの生活が不安で

ある 
６５歳～６９歳 

高齢者のための予算と人員の増加 ７０歳以上 

税金、保険料、介護保険 ７０歳以上 

税金が高すぎるので安くしてほしい(収入に対して) ７０歳以上 

高齢者が楽しめる所が少ない、例えばカラオケ喫茶とか近くに

図書館とか高齢者の旅行とか楽しめる場が欲しい 
６５歳～６９歳 

レジャー施設を作って、例えば音楽喫茶、ダンス、軽食、低価

格 自由に発表できること 
７０歳以上 

高齢者のつどいの場所みたいなところがほしい ７０歳以上 

人と人の集いの場がバス停の近くにあればと思います。 ７０歳以上 

公民館活動(敬老会などの手伝い) ７０歳以上 
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市民の人数に対して病院は多すぎるほどあるが、高齢者の人数

に対して施設等は少ないように思う。働き手を増やすには街の

活性化が必要。周辺の都市へのアクセはそう悪くないはずだが

人は外へと流れている。老々介護が目に見えすぎている。地域

ごとに都市計画を立てて地域の特色をいかし環境を整備してい

くべき。人が増えなければ財源も増えない。高齢者からお金を

取るだけ取っているようにしか見えない 

４０歳～４９歳 

税収を生む若い人達の人口増し ５０歳～５９歳 

大手企業の誘致・若者の安定した仕事の確保、誘致努力 ７０歳以上 

高齢者だけでなく一般の人にとってもくらしやすい街ではな

い。もっと若い人の意見を聞き、将来を考えたまちづくりをし

て欲しい。高齢者よりも納税者・若者・子供たちに向けた施策

を行う事 

５０歳～５９歳 

本気で取り組む議員、市職員が少ない気がする ４０歳～４９歳 

職員の対応が遅い ７０歳以上 

優しい心(他の人) 

大牟田だけではないですが若い人の高齢者を敬う心友が必要だ

と思います 

４０歳～４９歳 

問 21と同様です。ふれあって話すことが大切だと思います。

また、その方々の気持ちになって考えることが大切だと思いま

す。 

４０歳～４９歳 

同上(問２１の回答と同じ) 

まず、共産党市議をやめさせるべき 
３０歳～３９歳 

自分が暮らしにくいと思うので、暮らしにくいだろうと思いま

した 
３０歳～３９歳 

なにもかも必要だね。日本全体もいずれ大牟田のように高齢者

ばかりになる。都市化した街が年老いていくモデルとして県や

国が調査して他の地域にも役に立てばいいかと思う 

４０歳～４９歳 

ゴミ出しや買い物などがスムーズにできるよう行政が働きかけ

て欲しい 
４０歳～４９歳 

市の相談窓口に行き、困ったことを相談 

答えは・・・お金がないから死になさいって事ですよねと言う

と「そうです」と言われた 

５０歳～５９歳 
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主人や自分の親はまだ健在ですが、一緒に住んでいないので暮

らしやすさだとか、何が必要だとか自分自身ではいまいち分か

りません。 

ですが、老いていく親をみていて健康にはこれからどうしてい

くべきか不安を感じます。今現在高齢者の方、障害をお持ちの

方と一緒に生活している方に質問して頂いた方が理解できるか

と思います。 

５０歳～５９歳 

自然の流れの理解がない ６０歳～６４歳 

周りになにもなく不便 ６５歳～６９歳 

下水道完備 ７０歳以上 

もう少し大きな目で見て判断してほしい ７０歳以上 

ある程度暮らしやすいと思うが、今スーパーでは機械でレジを

済ませたり、病院の予約がインターネットですることが多いけ

ど高齢者には覚えきれないので不便です。何でも若者向きで困

っています。 

７０歳以上 

行方不明高齢者のメール配信による情報収集→GO！ ７０歳以上 

高齢者本人の自覚必要では個々に異なると思いますので、本人

が決めてもう少し色々なユースがあっても良いのでは 外から

見ているだけですが、養護老人ホーム、デイサービスと右向、

左向とユースが決まっているようであまり興味が持てない 

７０歳以上 

問２１の記入と同様 ３０歳～３９歳 

わからない ２０歳～２９歳 

わからないです ４０歳～４９歳 

わからない ６０歳～６４歳 

具体的な取り組みが分からないので答えられない ６０歳～６４歳 

わからない ６５歳～６９歳 

わからない ７０歳以上 

考えたことがない ７０歳以上 
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７ 健康福祉に関する意見・要望（自由記述） 

 

回答 世代 

高齢者や身体の不自由な方の移動手段があまりないのが問題と

考える。そのため高齢者の免許返納が進まないのも問題と考え

る。年をとっても自由に移動ができるような仕組みを確立して

はいかがかと思う。 

３０歳～３９歳 

バスをもう少し走らせて欲しい。年を取って車の運転をするこ

とに色々と問題がある今、返納するのも心配だと思う。足が無

いと病院へ行くのもタクシーになる。金銭的にもきつくなるん

じゃないかと思う。年寄りに優しい街になって欲しい 

３０歳～３９歳 

交通の便が悪い。高齢者も車の運転をするしかない。バスは段々

と便数が減っている。タクシーも運転手不足で予約が出来にく

い。バスが通らない所も多い。市として考えるべきである。 

７０歳以上 

昔のように循環バスを市からシャトルバスを出して頂ければ大

勢の方が助かると思います。ご検討下さい。 
７０歳以上 

バスの便利が悪い。今は車に乗っておりますが、返納した場合 

病院に行く場合(去年膝の手術しました) 
７０歳以上 

妻が最近足が悪いのであまり外出が出来ないので、他地域でみ

るコミュニティバスがあればと思う。 
７０歳以上 

高齢の方が重そうな買物袋をかかえて帰られています。いずれ

運転免許を返す身ですが、地区毎に「お買物バス」が走ってく

れたらいいですよね。せめて日常的に”食する”物だけでも。 

７０歳以上 

・公民館のサークルをいくつか利用していますが車の運転がで

きなくなればと不安です。バスは少なくなっているし、自転車、

徒歩では遠いところは無理です。病院がしているような乗り合

いバスかタクシー(有料)を運行してもらえれば参加者も増える

のでは・・・ 

・一人暮らしの高齢者宅へもう少し頻繁に訪問できるようなシ

ステムはできませんか。現在社協であってますよね 

７０歳以上 

税金高すぎ！ ３０歳～３９歳 

医療費のこうじょ ４０歳～４９歳 
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・今もそうですけど、今後の年金だけで老後(入所、入院)の生

活は無理でしょういかがですか？ 

※そもそも、こういう事を人(市民)に聞いて動くのではなく先

頭に立って「こうします」「こうしたいです」と率先して動く

べき！それに賛同してくれるかどうかが全てである！ 

郵送料、事務手数料も税金である！ 

５０歳～５９歳 

年を重ねるにつれ、医療費が家計を苦しめる事になる事に対す

る不安がある。 
６５歳～６９歳 

年金だけでは経済的に余裕がないためさきざきが不安である。 ６５歳～６９歳 

固定資産税に負担を感じて苦しいです。長い間、土地を守って

いるのに、もう少し、税を下げていただけたらいいと思います。

道路に面している土地を早々に宅地で許可されている（計画性

がない）ので、売れなくなっている土地を調達し税を下げて下

さい。 

６５歳～６９歳 

国保険が高い ７０歳以上 

世帯主の年金で生活している。子供2人の就職がうまくゆかず、

先々の生活が不安。家族 3人が一緒にすぐ死ねるならコロナも

よしとし 人に移すことだけは、さけたいが！ 

７０歳以上 

社会年金と国民年金を続けて今年金暮らしですが、生活保護の

方より年金の方が安いのは納得がいきません！これから先(今

は少しの貯金がありますが)の生活、健康に不安があります。 

７０歳以上 

年金が下がっている。老後は年金だけが頼りです。年を取ると、

体のいたるところが悪くなり病院通いが増えます。国の政策は

不十分です。安心して老後を過ごせる年金額を支給してもらい

たい。 

７０歳以上 

現在コロナウイルスが大変な時期にありますが、大牟田市の対

応が全てにおいて遅いと思いました。PCR検査も他よりも早く

対応できても良かったと思います。 

４０歳～４９歳 

PCR検査を皆が出来る様にしてほしい。 ４０歳～４９歳 

新型コロナウイルス感染症をまさに今経験中。終息の目途はま

だですが、この経験を生かし、こういう異常事態を大牟田市で

どう対処していくのか。医療、介護、世帯、店舗、自治体、企

業 なにができるか、なにが必要かを考えるべき 

５０歳～５９歳 

新型コロナウイルスにもっと警戒して下さいますように ６５歳～６９歳 
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健康福祉のため、現在ではマスク・消毒薬を行政が解決するこ

とだ 
７０歳以上 

マスク不足が困りますのでもうマスクをもらいたい ７０歳以上 

津波や震災など過去に同じ地域でおこった災害が忘れられて経

験が生かされない惨事がつづいている。大牟田も 1万人以上の

患者と7百人以上の死者をだした爆発赤痢など後世に語り継ぐ

べき事がたくさんあるのではないかと思う。 

４０歳～４９歳 

災害及びコロナ等を含め、行政対応等（保健所の縮少）で常に

臨時体制を組める体制を計っておいてもらいたい。 
７０歳以上 

聴覚障碍者への気配りもして欲しいですね。筆記筆談、メール

に対応できるように。特に今はコロナ対策でマスク着用されて

いるので口の動きから読み取れず、不便を感じています。 

３０歳～３９歳 

認知症の進み具合で家庭内で介護が困難になった時施設にお願

いしても順番待ちですぐに入所が困難と周りから聞いたことが

あります。介護施設の充実を願います。 

５０歳～５９歳 

国民年金でも入所できるような老人施設があればと思います。 ７０歳以上 

私は男子ちゅぼに入らず真念としていたので突然妻をなくし生

活が出来ず困っている。今後施設の拡充が望まれると思う。 
７０歳以上 

福祉担当になった方は車いすに 100㎏の重さをのせてバスに

乗るや道を押してみてください。いろいろなことに気づくと思

います。それで気づかないなら福祉担当になるべきではない。

まずはそこからではないでしょうか？ 

相談や手続きに行くのに、たらい回しはやめて下さい。 

５０歳～５９歳 

これからもこういう企画を積極的に実施して、多くの市民の意

向等を汲み上げて下さい。 
６５歳～６９歳 

市の職員の方も大変だと思いますが、一般の方の事をしっかり

受け止めて手を差しのべて下さい。相談することさえ分からな

い方がいらっしゃいますので。年金も少なくてとたまに病院な

どで耳にします。見回りを多くするなど 

７０歳以上 

市民のため考えてもらいたい。職員達も考えてもらいたい ７０歳以上 

健康福祉に関する講演会や窓口に相談したりすることがある。

講演会終了時には不安や困り事は窓口に相談してくださいとの

締め言葉があるが、相談しても各方面と連携を取って検討しま

すの返事ばかりでその後の結果が分からない。このアンケート

７０歳以上 
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も結果がどうなるのか、どのような形で結果発表されるのか楽

しみ。 

・少子高齢化が進んでいるので、若者を呼ぶ誘致活動を積極的

に行ってほしい。 

・都会に比べ子供の学力低下が問題だと思う。環境やデジタル

化を推進し、格差が生まれないようにしてほしい。 

・市の収益拡大の為に、「ジャー坊」を「くまもん」や「ふな

っしー」の様な全国区キャラにする為の PR活動にお金をかけ

て取り組んでほしい。 

３０歳～３９歳 

健康福祉をしっかり充実させていくには「人」「財」は必須で、

糸島市があそこまでブランド化したのはすごいと思う。大牟田

市民ではあるが、充実感を感じたことはない 

４０歳～４９歳 

・高齢者だけでなく一般の人にとっても暮らしやすい街ではな

い 

・もっと若い人の意見を聞き、将来を考えたまちつくりをして

欲しい 

・高齢者よりも、納税者・若者・子供に向けた施策を行うこと！ 

５０歳～５９歳 

健康福祉とは違うのですが・・・治安的に不安です。シャッタ

ーが閉まり（商店街）昼間でも閑散としていて歩くのも怖い時

があります。もう少し街（町）おこしが目に見えたらと思いま

す。SNSなどあまり見ないので知る機会が少ないだけかもしれ

ません。コロナが収束したらイベントお待ちしています。 

５０歳～５９歳 

大牟田市でも、福祉、生涯教育課等に携わる方々は努力をされ

ていると思いますが、それが余り見えて来ません。大牟田市独

自の取り組みを、小さな事でも他の自治体には真似の出来ない

様な事を打ち建てて、”これは、大牟田はスゴイよね！”とい

うものを一つでもいいから、考えて、アピールして下さい！ 

７０歳以上 

福岡県には高齢者のために、県有施設の無料解放をしているス

ポーツ施設や文化施設が色々あります。しかし大牟田市にはそ

もそも県南の文化及びスポーツ施設がなく、高齢者の生きがい

と健康づくりの促進ができているとは程遠い状態です。延命体

育館の建替えの話がありますが、是非使える予算は県から引っ

張ってきて下さい。又市営ジムの設置も検討してほしい。高齢

者のみに限らず子ども達の体力向上、市民皆が使える健康促進

施設を望んでいます。 

４０歳～４９歳 
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柳川市では市の健康センターなるものがあり、住民は無料であ

り、自分の健康は自分で守るとしているようです。 

本市でも、医療費削減から病気を少なくするための策として健

康センターへの推奨のため補助を出すことを考えてみてはいか

がでしょうか？ 

７０歳以上 

子育て支援をもう少し増やしてほしい ３０歳～３９歳 

将来中学校が合併するにあたって小学校ごとの編成によって近

くに中学校があっても別の中学への川側や細い道を使っての自

転車通学になってしまうことに対して不安があります。 

３０歳～３９歳 

夫婦2人だけで子どもを育てていますが生活は楽ではありませ

ん。親（祖父、祖母）も高齢なので金銭的にも体力的にも頼れ

ず苦しいです。 

子育て世代にもう少し手当などあると助かります。生活保護、

就学支援などは受けられない世帯なので生活はできると思われ

ているのかもしれないですが現状は厳しいです。 

４０歳～４９歳 

各学校に適応教室があればいいと思います。また、思春期以降

の福祉の充実を希望します。中学、高校と成長するにつれて福

祉は先細りで、高校につまづきが多いにも関わらず頼れるとこ

ろがありません。 

４０歳～４９歳 

SOSに気づいてほしい 

ヘルプマークを導入してください 
１８歳～１９歳 

もし自分たちに何かあったらどこに相談したらいいのか。子供

たちは県外にいるので。 
６０歳～６４歳 

今は夫婦2人の生活ですが80才になりどちらか1人になった

時の不安があります。2人で 1人の役で料理は私、電気の事、

家の細々の事は主人、なのでそんな時はどうしたものか心配に

なります。 

７０歳以上 

65歳定年となりつつありますが、それぞれの立場で可、不可

となる事もあると思います。実際身体的や記憶力の能力が落ち

ていくし周囲に迷惑もかかると・・・ それでも働かないと食

べていけない人も多い とても不安です 

老人となりつつある身で、子供はいるけど結局一人となる・・・

そんな時、誰かと力を合わせながら生きていけるように助け合

える人が多いと幸せを感じられることも多いかと思います。 

６０歳～６４歳 
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もうすぐ会社を定年退職なので、まだ健康で働けるので働ける

場を提供して欲しい。ボランティアもやりたいという気持ちも

あるのでそういうのも広報にのせて知らせて欲しい 

７０歳以上 

・厚労省が発表した病院再編で病院数（病床）を減らすという

案には反対です。どこまで詳細にチェックして発表したのか疑

問です。 

・毎年行われている健康フェア（文化会館、9月ころ）はとて

もよい取り組みだと思います。私も毎日参加しています。ただ

前立腺ガン検診が昨年からなくなったのは財政的な理由からで

しょうか？復活してほしい。 

６５歳～６９歳 

ガンの集団検診の知らせをもっとわかりやすくしてほしい ７０歳以上 

おつかれさまでした。 ２０歳～２９歳 

返信用の封筒はテープ付きのものがよかった。 ２０歳～２９歳 

昨今の感染症の流行下においては行政の方々においても多大な

るご苦労があったかと思います。まだまだ予断を許さない状況

下にまりますがよろしくお願いします。 

３０歳～３９歳 

福祉、大牟田市のことを色々考えていただきありがとうござい

ます。 
３０歳～３９歳 

困っている市民の為に本気の取組を！！ ４０歳～４９歳 

立場的に弱い人が住みやすい町を作ってください ４０歳～４９歳 

頭おかしい家族の中で一人孤独でしたよ。自分以外、父母弟の

3人が前の実家に農薬をまかれてるとしょっちゅう警察沙汰で

したよ。妹は統失でしたから。 

５０歳～５９歳 

暴力団と関係のある様な市議が居る大牟田市は発展しないと思

います。 
５０歳～５９歳 

①こう言うのもモラハラですと言うパンフレットを「市政だよ

り」に入れて欲しい 

②老後の家（建て物）の安全性チェックの出来るパンフレット 

③老後夫婦２人家庭の生活費（何に使っているか？何がいる

か？平均いくら？）のパンフレット 

５０歳～５９歳 

アンケートの設問の意図がどこにあるのか。これらのデータ（結

果）は、いったい何に反映されるのか目的が不明なまま、アン

ケートがとられることへの疑念。それに回答する自分への不信

をおぼえつつ、回答しました。 

５０歳～５９歳 



 

62 

・近所の方々と助け合えるのが理想だが、なかなか本音やプラ

イベートの事は近所の人には話せないと思います。信用・信頼

の問題がありますから。 

・大牟田の人は人間性が悪い人が多いからです。 

５０歳～５９歳 

健康福祉に関する仕事に興味がある。テレワークが良い(人と関

わりたくないので出社したくない) 
５０歳～５９歳 

プラスチックの分別が 10月より予定されていますが、分別自

体は賛成ですが持ち込む場所がリサイクル置き場は今後高齢者

の負担になると思います。ゴミの大半が今やプラスチック。燃

えるごみを出す場所にならないでしょうか。リサイクル品を

色々と持っていく場所が遠いのは何とかして欲しい。 

５０歳～５９歳 

市役所のクールビズ対策(窓を開けて扇風機のみ)は経費削減に

は良いかもしれませんが長時間(短時間でも)待つ利用者にとっ

ては最悪なので程ほどにして欲しい。市(町)の景観を損ねる大

量の太陽光パネルの発電電気はどこに消えているのか知りた

い。 

５０歳～５９歳 

高齢者の不要な医療機関での受診の削減、HPでの待ち時間が

長い 
６０歳～６４歳 

職業柄、障害の方や高齢の方と関わることが多いのですが、大

牟田市は福祉に関してとても進んでいて暮らしやすい街だと思

います。また暮らしやすい部分、利用される側の生活範囲が広

がりそれらに関わる所の仕事量が増えているのも現実です。利

用者が若年であればなおさらです。福祉に関わるアンケート、

とても素晴らしいことですが今この現状でしなくてはいけない

ことでしょうか？しなくてはいけない順番が違うと考えます。 

６０歳～６４歳 

各種提出書類の簡素化 ６５歳～６９歳 

健康福祉に関係ないかもしれませんが世界遺産の炭坑跡地の土

手に芝桜みたいな花を植えてほしいです。 
６５歳～６９歳 

今はこんなアンケートを取る時ではないでしょう。給付金の申

請をもっと早くしてほしいし、大牟田市はなにもない。他市は

お米券など農産物券などあるのに何もない上に給付金の申請が

遅すぎる。市長は何をしている！ 

６５歳～６９歳 

医療の事、介護の事等相談したいことがありません。今後必要

となってきますので情報は受け止めていきたいと思います。 
６５歳～６９歳 

現在の大牟田市の状況で満足しています ７０歳以上 
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母の介護保険、要介護認定要支援認定の査定評価に疑問あり。 ７０歳以上 

市は健康福祉にもーっと力を入れて下さい。(困っている人が大

勢います) 
７０歳以上 

同程度の他市との比較がないので答られない！ ７０歳以上 

市民の為に頑張って下さい。いつも御苦労様です ７０歳以上 

今のところ健康でいますので思いあたる事はございません ７０歳以上 

主人が入院してますので生活すこし苦しいです ７０歳以上 

私は一人暮らしの近所に住んでいる妹を介護するようになって

10年以上になりますがヘルパーさん始め色々な福祉に関係す

る方々にお世話になりながら体の不自由な妹が暮らせています

事にいつも感謝しております。 

７０歳以上 

大変お世話様になっております。今後共呉々も宜敷くお願い致

します。 
７０歳以上 

足腰が悪く第2種の介護を受けていたが3年前に検査に来られ

週 2回くろさき園に行っていたのが取りけされてしまいまし

た。今は 1ヶ月診察を受けているだけです。なかなか歩くのも

困難になりました。介護に行っていた時が大分良くなっていた

のに残念です。 

７０歳以上 

体が弱いので後々少し心配しております ７０歳以上 

フィットネスクラブに通って満 30年に成ります。毎日プール

に行って健康です。友人もたくさん出来て毎日が楽しいです。

主人と 2人健康で幸わせに過して居ます 

７０歳以上 

いつもお世話になりっぱなしで申し訳ないです。 ７０歳以上 

国民年金(両親)なので、長女が援助しています。(入所の支払い

等)去年の夏に短期入所した際に母が大腿骨を骨折して車いす

生活になり、そのまま入所して今に至る。父も高齢のため夫婦

で入所している。 

７０歳以上 

日ごろ1人で家に居る時が多いので痴呆症にならない様に気を

つけていきたいと思います 
７０歳以上 

アンケートの意味がはっきりしていません ７０歳以上 

お陰様で、今のところ元気でいます。自営業なので手伝いもし

ております。ありがとうございます。 
７０歳以上 
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大変失礼なことを書きまして申し訳ありません。家、土地が広

く毎日追われておりますのは私事ですが、周りからの嫌がらせ

的行為は近所の住民の心の狭さを感じます。他人様の人格理解

はどうにもならない事ですので、私自身が心の豊かさを失わな

いように何事にも興味を持ち、健康に良いことも悪いことも勉

強と自然相手の生活中心に豊に過ごしたいと思っています。コ

ロナウイルスも自然破壊の産物と心して生活したいと思いま

す。皆様にも心身ともにお大切に。コロナの終息をお祈り致し

ております。ありがとうございました。 

７０歳以上 

民生委員の役目は何ですか？ 

民生委員とは名ばかりのように思います。 
７０歳以上 

特に有りません。 １８歳～１９歳 

特にありません。 ６０歳～６４歳 

特になし ６０歳～６４歳 

特になし ７０歳以上 
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１ 調査結果のまとめ 

 

問 1 あなたは現在どの程度幸せですか。 

 全体において、幸せの程度は、「8点」が 20.5%と最も高く、次いで「5点」が

19.1%、「7点」が 16.0%となっています。また、「6点」以上が 60.6%と半数

以上を占めています。 

 

問 2 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築いていますか。 

 全体において、隣近所との関係は、「会ったときにあいさつをする程度の関係」が

47.9%と最も高く、次いで「世間話や立ち話をする関係」が 28.2%となっています。 

 

問 3 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築きたいと思いますか。 

 希望する隣近所の人との関係は、「世間話や立ち話をする関係」が 35.3%と最も

高く、次いで「あいさつをする程度」が 33.9%、「困った時に相談したり、助け合

える関係」が 24.7%となっています。 

 

問 5 あなたが、友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。 

 友人・知人と会う頻度は、「月に何度かある」が 33.0%と最も高く、次いで「週

に何度かある」が 23.5%、「年に何度かある」が 21.2%となっています。 

 

問 6 あなたは、毎日の暮らしの中でどのような悩みや不安を感じていますか。 

 全体において、毎日の暮らしの中で感じる悩みや不安は、「自分の健康」が 62.5%

と最も高く、次いで「家族の健康」が 58.4%、「経済的なこと」が 43.3%、「地震・

台風など災害に関すること」が 30.4%と続きます。 

 

問 7 あなたは、普段、悩みや困ったことなどを、どなたに相談しますか。 

 悩みや困ったことを相談する相手は、「家族・親せき」が 81.4%と最も高く、次

いで「友人・知人」が 44.9%、「職場の同僚」が 18.2%となっています。「そのよ

うな人はいない」が 5.3%です。 

 

問 8 あなたは、悩んだり、困っているときに、助けを求めることができますか。 

 全体において、悩んだり、困っているときに助けを求めることについて、「申し訳

なく思うが、求めることはできる」が 45.1%と最も高く、次いで「遠慮なく求める

ことができる」が 28.1%となっています。 
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 一方で、「申し訳なく思い、求めることができない」「人には頼りたくないので、

求めない」「誰に求めていいかわからない」「求めるような人がいない」という助け

を求められない（求めない）という回答の合計が 22%です。 

 

問 9 あなたが、悩みや困ったことを、聞いてあげる人はどなたですか。 

 困ったことを聞いてあげる人は、「家族・親せき」が 83.5%と最も高く、次いで

「友人・知人」が 47.7%、「職場の同僚」が 19.5％となっています。 

 

問 10 あなたが、生活上の問題で困っているときに、どなたが助けてくれますか。 

 困っている時に助けてくれる人は、「家族・親せき」が 88.9%と最も高く、次い

で「友人・知人」が 32.3%、「職場の同僚」が 8.6％となっています。「そのよう

な人はいない」が 5.4%です。 

 

問 11 反対に、あなたが助けてあげる人はどなたですか。 

 助けてあげる人は、「家族・親せき」が 87.7%と最も高く、次いで「友人・知人」

が 50.5%、「近所の人」が 17.2％となっています。「そのような人はいない」が

4.6%です。 

 

問 12 あなたは、これまでどのような分野の地域活動に参加したことがありますか。 

 全体において、参加したことがある地域活動の分野は「地域の清掃・美化」が 41.2%

と最も高く、次いで「参加したことがない」が 27.7%です。 

 

問 13 あなたは、火事や地震等の災害時に 1人で避難できますか。 

 一人で避難できるかは、「できる」が 68.6％、「わからない」が 19.8％、「でき

ない」が 9.3％となっています。 

 

問 14 助けが必要になった場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。 

 全体において、災害時に近所に助けてくれる人の存在は、「いる」が 47.9%で最

も高く、次いで「わからない」が 33.2%となっています。 

 

問 15 助けてくれる人はどなたですか。（問 14で「いる」と回答をした場合のみ記入） 

  助けてくれる人は、「家族・親せき」が 85.3%と最も高く、次いで「近所の人」

が 33.7%、「友人・知人」が 32.6％となっています。 
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問 16 災害時の安否確認や避難支援などを受けることができるように、必要な情報

を地域の人などに事前に提供することについて、どう思いますか。 

 必要な情報を地域の人などに事前に提供することについては、「提供してもよい」

が 61.4％、「わからない」が 23.7％、「提供したくない」が 4.4％となっています。 

 

問 17 主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患のことを「COPD

慢性閉塞性肺疾患」といいます。あたなは「COPD慢性閉塞性肺疾患」という言葉

を聞いたことがありますか。 

 ＣＯＰＤ慢性閉塞性肺疾患については、「聞いたことはない」が 41.4％「聞いた

ことはあるが、内容はよくわからない」が 30.4％、「聞いたこともあるし、内容も

だいたいわかっている」が 25.8％となっています。 

 

問 18 あなたはこの 1年間に歯科健康診査を受けましたか。 

 全体において、この 1年間における歯科健康診査の受診状況は、「はい」が 51.8%、

「いいえ」が 46.3%です。 

 

問 19 あなたは何でもかんで食べることができますか。次の中からあなたの状態に

近いものを選んでください。 

 かんで食べることについては、「何でもかんで食べることができる」が 77.0％、

「一部かめない食べものがある」が 17.9％、「かめない食べ物が多い」が 2.5％、

「かんで食べることができない」が 0.4％となっています。 

 

問 20 あなたは、本市が障害のある人にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 

 障害のある人にとって暮らしやすいまちかについては、「ある程度思う」が 50.7%

と最も高く、次いで「あまり思わない」が 24.7%、「思う」が 11.1%となっていま

す。「あまり思わない」「思わない」を合わせると 31.4%です。 

 

問 22 あなたは、本市が高齢者にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 

 高齢者にとって暮らしやすいまちかについては、「ある程度思う」が 58.9%と最

も高く、次いで「あまり思わない」が 14.9%、「思う」が 13.7%となっています。

「あまり思わない」「思わない」を合わせると 19.5%です。 
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２ 調査から見えてくること 

 

・経済的状況の違いによる回答傾向の違い 

 経済的状況によって回答傾向に違いあることが見えてきました。具体的には、問 1

（主観的幸福感）、問 8（いわゆる「援助希求」）、問 12（地域活動）、問 18（歯

科健康診査の受診）です。 

 

・年代による回答傾向の違い 

 同様に、年代による回答傾向の違いも見えてきました。具体的には、問 2（隣近所

との関係性）、問 6（悩みや不安）、問 12（地域活動）です。 

 

・住居形態による回答傾向の違い 

 また、住居形態による回答傾向の違いも見えてきました。具体的には、問 12（地

域活動）、問 14（災害時に助けてくれる人）です。 

 

・地域活動をめぐる状況 

 地域活動への参加状況が回答者の属性によって異なることが見えてきました。具体

的には、問 12です。 

 

・暮らしやすいまちを実現するために必要なこと 

 まず、障害のある人、高齢者にとって暮らしやすいまちを実現するためには、アク

セシビリティ（利用しやすさ）と言われる領域における取り組みが必要だと多くの回

答者が考えていることが見えてきました。具体的には、問 21（障害のある人にとっ

て）、問 23（高齢者にとって）です（いずれも自由記述）。 
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第４章 資料編 
 

  



 

71 

１ 集計表（クロス集計） 

 

問１ あなたは現在どの程度幸せですか。 
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問 2 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築いていますか。 
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問 3 あなたは、隣近所の人とどのような関係を築きたいと思いますか。 
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問 5 あなたが、友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。 
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問 6 あなたは、毎日の暮らしの中でどのような悩みや不安を感じていますか。 

  



 

80 

  



 

81 

問 7 あなたは、普段、悩みや困ったことなどを、どなたに相談しますか。 

  



 

82 

  



 

83 

問 8 あなたは、悩んだり、困っているときに、助けを求めることができますか。 

  



 

84 

  



 

85 

問 9 あなたが、悩みや困ったことを、聞いてあげる人はどなたですか。 

  



 

86 

  



 

87 

問 10 あなたが、生活上の問題で困っているときに、どなたが助けてくれますか。 

  



 

88 

  



 

89 

問 11 反対に、あなたが助けてあげる人はどなたですか。 

  



 

90 

  



 

91 

問 12 あなたは、これまでどのような分野の地域活動に参加したことがありますか。 

  



 

92 

  



 

93 

問 13 あなたは、火事や地震等の災害時に 1人で避難できますか。 

  



 

94 

  



 

95 

問 14 助けが必要になった場合、近所にあなたを助けてくれる人はいますか。 

  



 

96 

  



 

97 

問 15 助けてくれる人はどなたですか。（問 14で「いる」と回答をした場合のみ記入） 

  



 

98 
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問 16 災害時の安否確認や避難支援などを受けることができるように、必要な情報

を地域の人などに事前に提供することについて、どう思いますか。 
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問 17 主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患のことを「COPD

慢性閉塞性肺疾患」といいます。あたなは「COPD慢性閉塞性肺疾患」という言葉

を聞いたことがありますか。 
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問 18 あなたはこの 1年間に歯科健康診査を受けましたか。 

  



 

104 

  



 

105 

問 19 あなたは何でもかんで食べることができますか。次の中からあなたの状態に

近いものを選んでください。 

  



 

106 
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問 20 あなたは、本市が障害のある人にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 

  



 

108 
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問 22 あなたは、本市が高齢者にとって暮らしやすいまちだと思いますか。 
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２ 調査票 

 

健康
けんこう

福祉
ふ く し

に関
かん

するアンケート 
 

 

（アンケートのご記入
きにゅう

にあたって） 

 

◆ 調査
ちょうさ

をお願
ねが

いする人
ひと

は、１８歳
さい

以上
いじょう

の市民
し み ん

の皆様
みなさま

から無作為
む さ く い

に選
えら

ばせ

ていただきました。 

◆ 調査票
ちょうさひょう

は無記名
む き め い

で、調査
ちょうさ

結果
け っ か

は統計的
とうけいてき

に処理
し ょ り

し、目的
もくてき

以外
い が い

に使用
し よ う

す

ることはございません。 

◆ この調査
ちょうさ

は、宛名
あ て な

のご本人
ほんにん

が回答
かいとう

してください（代筆可
だいひつか

）。 

◆ 回答
かいとう

は、この用紙
よ う し

に直接
ちょくせつ

記入
きにゅう

してください。 

◆ それぞれの質問
しつもん

について、あてはまる番号
ばんごう

に○印
じるし

を付けてください。 

◆ なお、「その他
た

」に○印
じるし

をつけた場合
ば あ い

は、（  ）の中
なか

に具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

を書
か

いてください。 

◆ 記入
きにゅう

が終
お

わったら、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れ、令和
れ い わ

２年
ねん

５月
がつ

２０日
にち

（ 水
すいようび

）までに郵便
ゆうびん

ポストに投函
とうかん

してください（切手
き っ て

不要
ふ よ う

）。 

◆ アンケートに関
かん

するご質問
しつもん

やアンケート用紙
よ う し

の乱丁
らんちょう

などありました

ら、下記
か き

までお問
と

い合
あ

わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 このアンケートについてのお問
と

い合
あ

わせ先
さき

 

    大牟田市
お お む た し

保健
ほ け ん

福祉部
ふ く し ぶ

福祉課
ふ く し か

 総務
そ う む

企画
き か く

担当
たんとう

 前原
まえはら

・坂口
さかぐち

 

電話
で ん わ

：０９４４－４１－２６６８  

ﾌｧｸｽ：０９４４－４１－２６７５  

E-mail：e-fukushi01@city.omuta.fukuoka.jp 
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Ⅰ 暮
く

らしについてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

１】あなたは、現在
げんざい

、どの程度
て い ど

幸
しあわ

せですか。「とても幸
しあわ

せ」を 10点
てん

、「と

ても不幸
ふ こ う

」を０点
てん

として、１
ひと

つだけ選
えら

んで○で囲
かこ

んでください。 
 

     ← とても不幸
ふ こ う

                      とても幸
しあわ

せ → 
 

 
 
 
 

【問
とい

２】あなたは、隣
となり

近所
きんじょ

の人
ひと

とどのような関係
かんけい

を築
きず

いていますか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１． 困
こま

ったときに相談
そうだん

したり、助
たす

け合
あ

える関係
かんけい

 

２． 世間話
せけんばなし

や立
た

ち話
ばなし

をする関係
かんけい

 

３． 会
あ

ったときにあいさつをする程度
て い ど

の関係
かんけい

 

４． 付
つ

き合
あ

いはほとんどない 

５． 付き合
つ  あ

いはまったくない 

 

【問
とい

３】あなたは、隣
となり

近所
きんじょ

の人
ひと

とどのような関係
かんけい

を築
きず

きたいと思
おも

いますか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１． 困
こま

ったときに相談
そうだん

したり、助
たす

け合
あ

える関係
かんけい

 

２． 世間話
せけんばなし

や立
た

ち話
ばなし

をする関係
かんけい

 

３． 会
あ

ったときにあいさつをする程度
て い ど

の関係
かんけい

 

４． 近所
きんじょ

付
つ

き合
あ

いはできるだけしたくない 

 

 

 

 

 

【問
とい

４】「近所
きんじょ

付
つ

き合
あ

いはできるだけしたくない」理由
り ゆ う

を、ご記入
きにゅう

ください。 

 

 

 

 

 

  

０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  10  

「１．２．３．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

５へお進
すす

みください。 

「４．」を選
えら

んだ人
ひと

は、問
とい

４へ 

お進
すす

みください。 
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【問
とい

５】あなたが、友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

と会
あ

う頻度
ひ ん ど

はどれくらいですか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１． 毎日
まいにち

ある 

２． 週
しゅう

に何度
な ん ど

かある 

３． 月
つき

に何度
な ん ど

かある 

４． 年
ねん

に何度
な ん ど

かある 

５． ほとんどない 

 

 

Ⅱ 助
たす

け合
あ

いについてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

６】あなたは、毎日
まいにち

の暮
く

らしの中
なか

でどのような悩
なや

みや不安
ふ あ ん

を感
かん

じています

か。【○はいくつでも】 

１．自分
じ ぶ ん

の健康
けんこう

 

２．家族
か ぞ く

の健康
けんこう

 

３．育児
い く じ

に関
かん

すること 

４．介護
か い ご

に関
かん

すること 

５．学校
がっこう

（勉強
べんきょう

）や職場
しょくば

（仕事
し ご と

）に関
かん

すること 

６．自分
じ ぶ ん

や家族
か ぞ く

のライフイベント（進学
しんがく

、 就 職
しゅうしょく

、結婚
けっこん

など）に関
かん

する

こと 

７．経済的
けいざいてき

なこと 

８．近所
きんじょ

との関係
かんけい

 

９．住
す

まいに関
かん

すること 

１０．地震
じ し ん

・台風
たいふう

など災害
さいがい

に関
かん

すること 

１１．交通
こうつう

機関
き か ん

などの移動
い ど う

手段
しゅだん

に関
かん

すること 

１２．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

１３．特
とく

にない 
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【問
とい

７】あなたは、普段
ふ だ ん

、悩
なや

みや困
こま

ったことを、どなたに相談
そうだん

しますか。 

【○はいくつでも】 

１．家族
か ぞ く

・親
しん

せき 

２．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 

４．職場
しょくば

の同僚
どうりょう

（上司
じょうし

・部下
ぶ か

を含
ふく

む） 

５．市
し

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

６．社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

７．地域
ち い き

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 

８．民生
みんせい

委員
い い ん

・児童
じ ど う

委員
い い ん

 

９．病院
びょういん

や介護
か い ご

・福祉
ふ く し

関係
かんけい

の職員
しょくいん

 

１０．ボランティア・ＮＰＯ 

１１．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

１２．そのような人
ひと

はいない 

 

【問
とい

８】あなたは、悩
なや

んだり、困
こま

っているときに、助
たす

けを求
もと

めることができま

すか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．遠慮
えんりょ

なく求める
もと    

ことができる 

２．申し訳
もう  わけ

なく思
おも

うが、求
もと

めることはできる 

３．申し訳
もう  わけ

なく思
おも

い、求
もと

めることができない 

４．人
ひと

には頼
たよ

りたくないので、求
もと

めない 

５．誰
だれ

に求
もと

めていいかわからない 

６．求
もと

めるような人
ひと

がいない 

 

【問
とい

９】あなたが、悩
なや

みや困
こま

ったことを、聞
き

いてあげる人
ひと

はどなたですか。 

【○はいくつでも】 

１．家族
か ぞ く

・親
しん

せき 

２．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 

４．職場
しょくば

の同僚
どうりょう

（上司
じょうし

・部下
ぶ か

を含
ふく

む） 

５．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

６．そのような人
ひと

はいない 
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【問
とい

１０】あなたが、生活上
せいかつじょう

の問題
もんだい

で困
こま

っているときに、どなたが助
たす

けてくれ

ますか。【○はいくつでも】 

１．家族
か ぞ く

・親
しん

せき 

２．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 

４．職場
しょくば

の同僚
どうりょう

（上司
じょうし

・部下
ぶ か

を含
ふく

む） 

５．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

６．そのような人
ひと

はいない 

 

【問
とい

１１】反対
はんたい

に、あなたが助
たす

けてあげる人
ひと

はどなたですか。【○はいくつでも】 

１．家族
か ぞ く

・親
しん

せき 

２．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 

４．職場
しょくば

の同僚
どうりょう

（上司
じょうし

・部下
ぶ か

を含
ふく

む） 

５．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

６．そのような人
ひと

はいない 

 

Ⅲ 地域
ち い き

活動
かつどう

についてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

１２】あなたは、これまで、どのような分野
ぶ ん や

の地域
ち い き

活動
かつどう

に参加
さ ん か

したことが

ありますか。【○はいくつでも】 

１．子
こ

どもの登
とう

下校
げ こ う

時
じ

の見守
み ま も

り、子育
こ そ だ

て支援
し え ん

 

２．高齢者
こうれいしゃ

の見守
み ま も

り・支援
し え ん

 

３．障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の見守
み ま も

り・支援
し え ん

 

４．健康
けんこう

づくりの推進
すいしん

 

５．地域
ち い き

の清掃
せいそう

・美化
び か

 

６．防災
ぼうさい

・防犯
ぼうはん

・交通
こうつう

安全
あんぜん

に関
かん

する活動
かつどう

 

７．環境
かんきょう

保護
ほ ご

・リサイクル 

８．スポーツ活動
かつどう

 

９．青少年
せいしょうねん

育成
いくせい

・支援
し え ん

 

１０．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

１１．参加
さ ん か

したことがない 

（理由
り ゆ う

：                          ） 
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Ⅳ 災害
さいがい

時
じ

の避難
ひ な ん

等
とう

についてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

１３】あなたは、火事
か じ

や地震
じ し ん

等
とう

の災害
さいがい

時
じ

に１人
ひ と り

で避難
ひ な ん

できますか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１．できる 

２．できない 

３．わからない 

 

【問
とい

１４】助
たす

けが必要
ひつよう

になった場合
ば あ い

、近所
きんじょ

にあなたを助
たす

けてくれる人
ひと

はいます

か。【○は１
ひと

つだけ】 

１．いる 

２．いない 

３．わからない 

 

 

 

 

 

【問
とい

１５】助
たす

けてくれる人
ひと

はどなたですか。【○はいくつでも】 

１．家族
か ぞ く

・親
しん

せき 

２．友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

３．近所
きんじょ

の人
ひと

 

４．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

 

【問
とい

１６】災害
さいがい

時
じ

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

などを受
う

けることができるように、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を地域
ち い き

の人
ひと

などに事前
じ ぜ ん

に提供
ていきょう

することについて、どう思
おも

います

か。【○は１
ひと

つだけ】 

１．提供
ていきょう

してもよい 

２．提供
ていきょう

したくない 

３．わからない 

 

  

「２．３．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

１６へお進
すす

みください。 

「１．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

１５へお進
すす

みください。 
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Ⅴ 健康
けんこう

についてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

１７】主
しゅ

として長期
ちょうき

の喫煙
きつえん

によってもたらされる肺
はい

の炎症性
えんしょうせい

疾患
しっかん

のことを

「ＣＯＰＤ
しーおーぴーでぃ

（慢性
まんせい

閉塞性
へいそくせい

肺
はい

疾患
しっかん

）」といいます。あなたは「ＣＯＰＤ
しーおーぴーでぃ

（慢性
まんせい

閉塞性
へいそくせい

肺
はい

疾患
しっかん

）」という言葉
こ と ば

を聞
き

いたことがありますか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１．聞
き

いたことがあるし、内容
ないよう

もだいたいわかっている 

２．聞
き

いたことはあるが、内容
ないよう

はよくわからない 

３．聞
き

いたことはない 

 

【問
とい

１８】あなたはこの１
いち

年間
ねんかん

に歯
し

科
か

健
けん

康
こう

診
しん

査
さ

を受けましたか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．はい 

２．いいえ 

 

【問
とい

１９】あなたは何
なん

でもかんで食
た

べることができますか。次
つぎ

の中
なか

から、あな

たの状態
じょうたい

に近
ちか

いものを選
えら

んでください。【○は１
ひと

つだけ】 

１．何
なん

でもかんで食
た

べることができる 

２．一部
い ち ぶ

かめない食
た

べ物
もの

がある  

３．かめない食
た

べ物
もの

が多
おお

い  

４．かんで食
た

べることはできない  
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Ⅵ 大牟田市
お お む た し

についてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

２０】あなたは、本市
ほ ん し

が障害
しょうがい

のある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちだと思
おも

い

ますか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．思
おも

う 

２．ある程度
て い ど

思
おも

う 

３．あまり思
おも

わない  

４．思
おも

わない 

 

 

 

 
 

【問
とい

２１】本市
ほ ん し

が障害
しょうがい

のある人
ひと

にとって暮
く

らしやすいまちになるためには、何
なに

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。ご自由
じ ゆ う

に、ご記入
きにゅう

ください。 

 

 

 

 

 

【問
とい

２２】あなたは、本市
ほ ん し

が高齢者
こうれいしゃ

にとって暮
く

らしやすいまちだと思
おも

いますか。

【○は１
ひと

つだけ】 

１．思
おも

う 

２．ある程度
て い ど

思
おも

う 

３．あまり思
おも

わない  

４．思
おも

わない 

 

 

 

 
 

【問
とい

２３】本市
ほ ん し

が高齢者
こうれいしゃ

にとって暮
く

らしやすいまちになるためには、何
なに

が必要
ひつよう

だ

と思
おも

いますか。ご自由
じ ゆ う

に、ご記入
きにゅう

ください。 

 

 

 

 

「１．２．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

２２へお進
すす

みください。 

「３．４．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

２１へお進
すす

みください。 

「１．２．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

２４へお進
すす

みください。 

「３．４．」を選
えら

んだ人
ひと

は、 

問
とい

２３へお進
すす

みください。 
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Ⅶ あなた自身
じ し ん

のことについてお 伺
うかが

いします。 

 

【問
とい

２４】性別
せいべつ

はどちらですか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．男性
だんせい

   ２．女性
じょせい

 

 

【問
とい

２５】あなたの年齢
ねんれい

は、満
まん

何歳
なんさい

ですか（令和
れ い わ

２年
ねん

４月
がつ

１日
ついたち

現在
げんざい

） 

【○は１
ひと

つだけ】 

１．１８歳
さい

～１９歳
さい

  ２．２０歳
さい

～２９歳
さい

   ３．３０歳
さい

～３９歳
さい

 

４．４０歳
さい

～４９歳
さい

  ５．５０歳
さい

～５９歳
さい

   ６．６０歳
さい

～６４歳
さい

 

７．６５歳～６９歳   ８．７０歳
さい

以上
いじょう

 

 

【問
とい

２６】お住
す

まいの小学
しょうがく

校区
こ う く

はどちらですか。【○は１
ひと

つだけ】 

 １．みなと   ２．天
てん

 領
りょう

  ３．駛
はや

 馬
め

 

 ４．天
あま

の原
はら

        ５．玉
たま

 川
がわ

             ６．大牟田
お お む た

中央
ちゅうおう

 

７．大
たい

 正
しょう

       ８．中
なか

 友
とも

 ９．明
めい

 治
じ

 

10. 白
しら

 川
かわ

        11．平
ひら

 原
ばる

      12．高
たか

 取
とり

 

13．三
み

 池
いけ

  14．羽山
は や ま

台
だい

 15．銀
ぎん

 水
すい

 

16．上
かみ

 内
うち

  17．吉
よし

 野
の

 18．倉
くら

 永
なが

 

19．手
て

 鎌
がま

   

20．わからない（町名
ちょうめい

・大字
おおあざ

はどちらですか→         ） 

 

【問
とい

２７】今
いま

の小学
しょうがく

校区
こ う く

に、何年
なんねん

くらい住
す

んでいますか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．１年
ねん

未満
み ま ん

    ２．１～５年
ねん

未満
み ま ん

 

３．５～１０年
ねん

未満
み ま ん

   ４．１０年
ねん

以上
いじょう

 

 

【問
とい

２８】あなたの主
しゅ

なご職 業
しょくぎょう

は何
なん

ですか。職 業
しょくぎょう

が複数
ふくすう

ある場合
ば あ い

は、収 入
しゅうにゅう

が多
おお

い方
ほう

をお答
こた

えください。【○は１
ひと

つだけ】 

１．自営業
じえいぎょう

、または家族
か ぞ く

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

 

２．会
かい

社員
しゃいん

・公務員
こうむいん

・団体
だんたい

職員
しょくいん

 

３．パート、アルバイトなど 

４．学生
がくせい

 

５．専業
せんぎょう

主婦
し ゅ ふ

（主夫
し ゅ ふ

） 

６．無職
むしょく

 

７．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                   ） 
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【問
とい

２９】あなたの世帯
せ た い

は次
つぎ

のどれにあてはまりますか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．ひとり暮
ぐ

らし 

２．夫婦
ふ う ふ

のみ 

３．二
に

世代
せ だ い

（親
おや

、子
こ

） 

４．三
さん

世代
せ だ い

（親
おや

、子
こ

、孫
まご

） 

５．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ） 

 

【問
とい

３０】あなたのお住
す

まいの形態
けいたい

は、次
つぎ

のうちどれですか。【○は１
ひと

つだけ】 

１．持
も

ち家
いえ

（一戸建
い っ こ だ

て） 

２．持
も

ち家
いえ

（マンションなどの集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

） 

３．民間
みんかん

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

（一戸建
い っ こ だ

て） 

４．民間
みんかん

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

（マンションなどの集合
しゅうごう

住宅
じゅうたく

） 

５．公営
こうえい

住宅
じゅうたく

、公社
こうしゃ

・公団
こうだん

等
とう

の賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

 

６．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に→                  ）

 

【問
とい

３１】現在
げんざい

の暮
く

らしの状 況
じょうきょう

を経済的
けいざいてき

にみてどう感
かん

じていますか。 

【○は１
ひと

つだけ】 

１．大変
たいへん

苦
くる

しい  

２．やや苦
くる

しい  

３．ふつう 

４．ややゆとりがある 

５．大変
たいへん

ゆとりがある



 

これで設問
せつもん

は終
お

わりです。健康福祉に関するご意見
い け ん

・ご要望
ようぼう

があれ

ば  ご自由
じ ゆ う

にお書
か

きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 

 


