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Ⅰ 調査の概要及び回答者の属性 

１ 調査の概要 

（１）調査の目的 

本調査は、平成２８年度から平成３１年度までの４年間のまちづくりを描く「大牟田市新総合計画」

を策定するにあたって、市の施策に対する満足度やニーズ、まちづくりについての意見等を把握する

ことを目的として実施しました。 

 

（２）調査の対象 

大牟田市に居住する 18 歳以上の住民 2,000 人 

 

（３）抽出方法 

住民基本台帳から無作為抽出 

 

（４）調査方法 

郵送法（封書による郵送・回収） 

 

（５）調査時期 

平成 26 年 5 月 1 日～16 日 

 

（６）回収状況 

配布数    2,000 票 

有効回収数   957 票 

有効回答率   47.9％ 

 

（７）調査結果利用上の留意事項 

 ○回答比率は、百分比のポイント以下２位を四捨五入していますので、合計は必ずしも 100％ 

  にならないことがあります。 

○２つ以上の回答を求めた（複数回答）質問の場合、その回答比率の合計は原則として 100％ 

 を超えます。 

 ○図に表示された「ｎ」は、回答者数を示しています。 
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1.5

7.6

9.8

10.4

19.0

23.9

17.2

9.2

1.3

0 5 10 15 20 25 30

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

無回答

全 体(n=957)

(%)

7.4

4.2

20.9

2.9

11.0

23.9

20.1

2.3

5.0

2.3

0 5 10 15 20 25 30

自営業（農漁業、商・

工業経営者など）

専門職（医師、税理士、

司法書士など）

会社員（商店、会社、

工場勤務など給与所得者）

公務員・教職員

派遣契約社員・パート・

アルバイト

無職

家事

学生

その他

無回答
全 体(n=957)

(%)

41.2 57.8 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体(n=957)

男性 女性 無回答

5.3 3.7 7.6 81.7 1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全 体(n=957)

5年未満 5～9年 10～19年 20年以上 無回答

２ 回答者の属性 

 

 有効回答のあった住民 957人の属性は以下のとおりです。 

■性 

 

 

 

 

■年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■居住年数 

 

 

 

 

 

■職業 
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4.8

4.7

3.8

4.3

4.1

3.6

1.9

7.7

4.6

2.5

4.0

5.3

4.5

4.4

6.5

3.4

8.3

1.7

6.8

5.1

6.2

2.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

みなと

天領

駛馬南

駛馬北

天の原

玉川

上官

大牟田

大正

中友

明治

白川

平原

高取

三池

羽山台

銀水

上内

吉野

倉永

手鎌

無回答

全 体(n=957)

(%)

11.6 28.1 45.8 8.0 4.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

単身 夫婦 ２世代（親と子どもなど） ３世代（親と子ども、孫など）以上 その他 無回答 .

■家族構成 

 

 

 

 

 

 

■居住小学校区 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ． 調査結果 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 5 

19.5 51.6 11.0 2.4 11.3 1.4 2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

非常に住み

やすい

やや住み

やすい

やや住み

にくい

非常に住み

にくい

どちらとも

言えない

わからない 無回答無回答

19.5

14.4

9.5

51.6

49.0

65.1

11.0

13.1

12.2

2.4

4.5

1.7

11.3

15.0

8.3

1.4

2.4

1.0

2.8

1.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度(n= 957)

平成21年度(n= 987)

平成16年度(n=1006)

非常に住み

やすい

やや住み

やすい

やや住み

にくい

非常に住み

にくい

どちらとも

言えない

わからない 無回答無回答

Ⅱ 調査結果 

１ 住みやすさ（問１） 

問１．住みやすさ 

大牟田市に住んでいて、大牟田をどのようなまちだと思いますか。（○は１つ） 

 

『住みやすい』は 71.1％（「非常に住みやすい」19.5％＋「やや住みやすい」51.6％） 

 

■ 住みやすさ ■ 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田の住みやすさをみると、「非常に住みやすい」が 19.5％、「やや住みやすい」が 51.6％、合

計すると 71.1％が住みやすいとしています。一方、「やや住みにくい」は 11.0％、「非常に住みにく

い」が 2.4％、合計 13.4％が住みにくいとしています。 

 

■ 住みやすさ ■（経年推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年推移】 

 「非常に住みやすい」が年々増加し、「やや住みやすい」も平成 21年度の 49.0％から、2.6ポイン

ト増加しています。 

 また、『住みにくい』（「やや住みにくい」＋「非常に住みにくい」）も平成 21 年度の 17.6％から、

4.2ポイント減少しています。 
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19.5

19.3

20.1

14.3

13.7

13.8

18.0

16.5

21.0

18.2

40.9

16.9

27.5

17.0

21.4

16.2

23.1

20.3

27.3

12.5

20.7

21.6

17.8

19.5

26.1

51.6

48.7

54.6

21.4

57.5

56.4

51.0

55.5

51.5

52.7

42.0

54.9

40.0

58.5

60.7

53.3

45.0

56.3

36.4

52.1

41.4

49.8

56.4

57.1

43.5

11.0

11.9

10.5

28.6

13.7

12.8

12.0

11.5

9.6

12.1

4.5

5.6

15.0

9.0

10.7

10.5

13.5

9.4

13.6

18.8

10.8

10.4

12.3

11.7

4.3

2.4

4.6

0.9

0.0

2.7

3.2

4.0

4.9

0.9

1.2

1.1

5.6

2.5

3.0

0.0

1.9

3.9

0.0

0.0

2.1

5.4

1.5

2.5

1.3

2.2

11.3

12.2

10.8

21.4

9.6

12.8

12.0

8.8

14.8

11.5

5.7

9.9

12.5

9.5

7.1

14.3

13.5

9.9

13.6

10.4

19.8

14.1

7.8

6.5

17.4

1.4

1.5

1.3

14.3

1.4

0.0

2.0

0.5

0.9

1.2

3.4

1.4

2.5

2.0

0.0

1.0

0.4

1.0

9.1

2.1

0.0

1.1

1.4

0.0

6.5

2.8

1.8

1.8

0.0

1.4

1.1

1.0

2.2

1.3

3.0

2.3

5.6

0.0

1.0

0.0

2.9

0.4

3.1

0.0

2.1

1.8

1.5

1.8

3.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

男 性(n=394)

女 性(n=553)

18～19歳(n=14)

20～29歳(n=73)

30～39歳(n=94)

40～49歳(n=100)

50～59歳(n=182)

60～69歳(n=229)

70～79歳(n=165)

80歳以上(n=88)

自営業(n=71)

専門職(n=40)

会社員(n=200)

公務員・教職員

(n=28)

派遣契約社員

(n=105)

無職(n=229)

家事(n=192)

学生(n=22)

その他(n=48)

単身(n=111)

夫婦(n=269)

２世代(n=438)

３世代以上(n=77)

その他(n=46)

非常に住み

やすい

やや住み

やすい

やや住み

にくい

非常に住み

にくい

どちらとも

言えない

わからない 無回答無回答

性
別

年

齢

別

職

業

別

家
族
構
成
別

■ 住みやすさ ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別》 

 「非常に住みやすい」は性別による差はありませんが、「やや住みやすい」は男性（48.7％）よ

りも女性（54.6％）の方が多くなっています。 

《年齢別》 

 80歳以上では 40.9％が「非常に住みやすい」と回答しています。20～79歳では、住みやすさに

対する意識は、年齢による差はあまりみられません。 
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53.5

24.7

8.0

6.4

5.4

3.4

2.9

2.6

19.1

4.3

7.1

2.9

0 10 20 30 40 50 60

買い物など日常生活が便利である

医療施設に恵まれている

働く場がある

住宅を確保しやすい

福祉サービスが充実している

子どもの教育がしやすい

体育（スポーツ）施設に恵まれている

社会教育・文化施設に恵まれている

特になし

わからない

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

２ 大牟田市に住んで良かったこと（問２） 

 

大牟田市に住んで良かったこと 

買い物など日常生活が便利である ········· 53.5％ 

医療施設に恵まれている ················· 24.7％ 

 

■ 大牟田市に住んで良かったこと ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田市に住んでいて良かったこととしては、「買い物など日常生活が便利である」が 53.5％と圧

倒的に多くなっています。次いで、「医療施設に恵まれている」が 24.7％となっています。 

 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

問２．大牟田市に住んで良かったこと 

大牟田市に住んでいて良かったと思うことは何ですか（○は２つ以内） 

買い物など日常生活が便利である 53.5%

医療施設に恵まれている 24.7%

働く場所がある 8.0%

買い物など日常生活が便利である 51.4%

医療施設に恵まれている 29.4%

良い住宅に恵まれている（住めそう） 11.1%

買い物など日常生活が便利である 58.3%

医療施設に恵まれている 29.9%

良い住宅に恵まれている（住めそう） 14.0%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度
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サ
ン
プ
ル
数

働
く
場
が
あ
る

買
い
物
な
ど
日
常
生
活

が
便
利
で
あ
る

福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
充
実

し
て
い
る

医
療
施
設
に
恵
ま
れ
て

い
る

社
会
教
育
・
文
化
施
設

に
恵
ま
れ
て
い
る

住
宅
を
確
保
し
や
す
い

子
ど
も
の
教
育
が
し
や

す
い

体
育
（

ス
ポ
ー

ツ
）

施

設
に
恵
ま
れ
て
い
る

特
に
な
し

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 8.0 53.5 5.4 24.7 2.6 6.4 3.4 2.9 19.1 4.3 7.1 2.9

男　　性 394 11.7 51.0 6.1 22.3 3.0 6.3 2.5 3.6 21.3 4.1 8.4 1.0

女　　性 553 5.6 56.2 5.1 26.8 2.4 6.5 4.2 2.5 17.9 4.5 6.3 2.5

18～19歳 14 14.3 21.4 14.3 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 7.1 0.0

20～29歳 73 11.0 47.9 4.1 11.0 4.1 0.0 2.7 2.7 27.4 9.6 8.2 0.0

30～39歳 94 10.6 54.3 3.2 19.1 5.3 10.6 7.4 3.2 16.0 5.3 6.4 0.0

40～49歳 100 15.0 49.0 3.0 30.0 1.0 9.0 3.0 4.0 18.0 3.0 11.0 0.0

50～59歳 182 11.5 53.8 4.9 20.9 2.2 6.0 5.5 3.3 20.3 3.3 7.7 3.3

60～69歳 229 5.2 58.1 4.4 26.2 1.7 7.4 3.1 2.6 21.0 3.5 6.1 1.7

70～79歳 165 4.2 54.5 7.3 26.7 1.8 6.1 1.8 3.0 21.2 1.8 6.1 3.0

80歳以上 88 2.3 58.0 11.4 42.0 2.3 4.5 1.1 2.3 9.1 5.7 6.8 3.4

自営業 71 11.3 52.1 5.6 25.4 1.4 5.6 2.8 2.8 21.1 2.8 4.2 7.0

専門職 40 12.5 52.5 7.5 15.0 5.0 7.5 0.0 0.0 15.0 15.0 12.5 0.0

会社員 200 19.5 50.5 2.5 20.0 2.0 6.5 4.5 4.0 17.5 4.5 9.5 0.5

公務員・教職員 28 14.3 57.1 10.7 25.0 0.0 17.9 3.6 0.0 17.9 0.0 7.1 0.0

派遣契約社員 105 10.5 52.4 5.7 19.0 2.9 5.7 6.7 1.0 24.8 4.8 4.8 2.9

無職 229 2.6 56.8 6.6 30.6 1.3 5.7 0.9 3.9 20.1 3.1 9.6 0.9

家事 192 0.5 61.5 2.6 32.3 2.6 8.9 4.2 2.6 18.2 3.1 3.1 1.6

学生 22 9.1 31.8 9.1 0.0 22.7 0.0 4.5 4.5 18.2 13.6 9.1 0.0

その他 48 2.1 45.8 16.7 22.9 4.2 0.0 6.3 2.1 16.7 4.2 6.3 6.3

単身 111 7.2 47.7 5.4 25.2 0.0 2.7 0.0 3.6 29.7 3.6 8.1 1.8

夫婦 269 5.9 56.5 7.1 27.1 1.5 6.7 2.2 2.2 17.8 3.3 8.2 2.2

２世代 438 9.6 52.5 4.6 24.4 4.6 8.2 4.6 3.4 18.0 4.8 6.6 1.4

３世代以上 77 7.8 64.9 9.1 23.4 1.3 2.6 5.2 1.3 14.3 2.6 9.1 1.3

その他 46 10.9 52.2 0.0 19.6 0.0 4.3 6.5 4.3 21.7 10.9 2.2 4.3

みなと 46 6.5 56.5 10.9 23.9 2.2 8.7 4.3 2.2 19.6 2.2 4.3 0.0

天領 45 2.2 55.6 4.4 44.4 2.2 4.4 4.4 2.2 13.3 0.0 6.7 4.4

駛馬南 36 8.3 52.8 11.1 33.3 2.8 5.6 0.0 0.0 22.2 2.8 2.8 5.6

駛馬北 41 9.8 56.1 4.9 19.5 0.0 9.8 0.0 2.4 26.8 2.4 4.9 0.0

天の原 39 17.9 51.3 5.1 17.9 2.6 12.8 2.6 5.1 10.3 7.7 2.6 2.6

玉川 34 11.8 41.2 14.7 14.7 0.0 5.9 2.9 2.9 26.5 5.9 5.9 5.9

上官 18 0.0 55.6 5.6 27.8 5.6 5.6 5.6 0.0 22.2 0.0 11.1 0.0

大牟田 74 8.1 52.7 8.1 23.0 5.4 6.8 4.1 4.1 17.6 1.4 12.2 1.4

大正 44 6.8 77.3 2.3 36.4 2.3 2.3 0.0 9.1 13.6 2.3 2.3 0.0

中友 24 16.7 58.3 0.0 12.5 4.2 0.0 0.0 12.5 16.7 4.2 4.2 4.2

明治 38 5.3 44.7 5.3 15.8 0.0 7.9 2.6 0.0 26.3 5.3 15.8 0.0

白川 51 13.7 64.7 2.0 21.6 2.0 3.9 2.0 0.0 19.6 3.9 5.9 0.0

平原 43 7.0 53.5 7.0 16.3 2.3 4.7 7.0 0.0 25.6 2.3 7.0 4.7

高取 42 4.8 54.8 0.0 21.4 2.4 19.0 7.1 2.4 19.0 0.0 9.5 0.0

三池 62 9.7 53.2 4.8 22.6 6.5 4.8 1.6 4.8 19.4 8.1 9.7 1.6

羽山台 33 6.1 54.5 3.0 30.3 0.0 9.1 0.0 3.0 18.2 6.1 6.1 0.0

銀水 79 8.9 53.2 2.5 26.6 3.8 8.9 2.5 1.3 16.5 7.6 5.1 1.3

上内 16 25.0 12.5 6.3 18.8 0.0 0.0 25.0 6.3 25.0 18.8 6.3 0.0

吉野 65 7.7 70.8 4.6 35.4 3.1 6.2 0.0 1.5 15.4 0.0 3.1 1.5

倉永 49 2.0 44.9 4.1 22.4 2.0 2.0 12.2 4.1 16.3 8.2 12.2 2.0

手鎌 59 3.4 47.5 6.8 25.4 1.7 3.4 3.4 3.4 27.1 6.8 11.9 0.0

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「わからない」「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 大牟田市に住んで良かったこと ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 全年齢を通して、「買い物など日常生活が便利である」の回答割合が最も高くなっています。 

 80歳以上では、「医療施設に恵まれている」が 42.0％と多くなっています。 
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サ
ン
プ
ル
数

働
く
場
が
あ
る

買
い
物
な
ど
日
常
生
活

が
便
利
で
あ
る

福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
充
実

し
て
い
る

医
療
施
設
に
恵
ま
れ
て

い
る

社
会
教
育
・
文
化
施
設

に
恵
ま
れ
て
い
る

住
宅
を
確
保
し
や
す
い

子
ど
も
の
教
育
が
し
や

す
い

体
育
（

ス
ポ
ー

ツ
）

施

設
に
恵
ま
れ
て
い
る

特
に
な
し

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 8.0 53.5 5.4 24.7 2.6 6.4 3.4 2.9 19.1 4.3 7.1 2.9

非常に住みやすい 187 9.6 71.1 7.0 39.6 3.7 5.9 5.3 3.7 7.0 1.1 10.2 1.1

やや住みやすい 494 9.3 63.2 5.7 25.9 2.6 7.9 3.4 3.6 13.0 2.4 6.5 1.0

やや住みにくい 105 3.8 31.4 4.8 16.2 3.8 5.7 1.9 1.0 31.4 9.5 6.7 3.8

非常に住みにくい 23 4.3 13.0 8.7 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 60.9 13.0 0.0 0.0

どちらとも言えない 108 6.5 22.2 3.7 10.2 0.0 3.7 2.8 1.9 46.3 7.4 6.5 3.7

わからない 13 0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 46.2 7.7 7.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「わからない」「その他」「無回答」は除く
斜字 全体より5ポイント以上低い

住
み
や
す
さ

■ 大牟田市に住んで良かったこと ■（問１住みやすさ別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《住みやすさ別》 

 非常に住みやすい、やや住みやすいと回答した人は、「買い物など日常生活が便利である」が 6

～7割にのぼり、非常に多くなっていますが、やや住みにくいと回答した人では 31.4％、非常に

住みにくいと回答した人では 13.0％と少なくなっています。 
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働く場がない 34.4%

社会教育・文化施設が十分でない 13.3%

買い物など日常生活が不便である 10.6%

良い仕事が得られない 37.3%

文化施設が十分でない 20.0%

福祉が充実していない 18.0%

良い仕事が得られない 49.7%

文化施設が十分でない 20.8%

福祉が充実していない 19.1%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

34.4

13.3

10.6

8.7

6.6

5.9

4.0

3.1

25.5

5.7

8.0

5.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

働く場がない

社会教育・文化施設が十分でない

買い物など日常生活が不便である

福祉サービスが充実していない

医療施設が十分でない

体育（スポーツ）施設が十分でない

子どもの教育がしにくい

住宅に恵まれない

特になし

わからない

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

３ 大牟田市に住んでいて困ること（問３） 

 

大牟田市に住んでいて困ること 

働く場がない ························· 34.4％ 

社会教育・文化施設が十分でない ······· 13.3％ 

買い物など日常生活が不便である ······· 10.6％ 

 

■ 大牟田市に住んで困ること ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大牟田市に住んでいて困ることとしては、「働く場がない」が 34.4％と最も多くなっています。次

いで、「社会教育・文化施設が十分でない」が 13.3％、「買い物など日常生活が不便である」が 10.6％

となっています。 

 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

問３．大牟田市に住んでいて困ること 

大牟田市に住んでいて困ることは何ですか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

働
く
場
が
な
い

買
い
物
な
ど
日
常
生
活

が
不
便
で
あ
る

福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
充
実

し
て
い
な
い

医
療
施
設
が
十
分
で
な

い 社
会
教
育
・
文
化
施
設

が
十
分
で
な
い

住
宅
に
恵
ま
れ
な
い

子
ど
も
の
教
育
が
し
に

く
い

体
育
（

ス
ポ
ー

ツ
）

施

設
が
十
分
で
な
い

特
に
な
し

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 34.4 10.6 8.7 6.6 13.3 3.1 4.0 5.9 25.5 5.7 8.0 5.0

男　　性 394 32.7 7.1 10.2 6.3 14.2 2.8 4.1 7.1 28.4 5.8 9.4 2.8

女　　性 553 36.2 13.2 7.8 6.9 12.8 3.4 4.0 5.1 23.9 5.8 7.2 4.9

18～19歳 14 28.6 21.4 7.1 7.1 7.1 0.0 7.1 7.1 14.3 14.3 7.1 0.0

20～29歳 73 38.4 12.3 4.1 4.1 9.6 4.1 1.4 11.0 17.8 17.8 9.6 0.0

30～39歳 94 33.0 7.4 6.4 5.3 8.5 4.3 16.0 6.4 19.1 6.4 13.8 3.2

40～49歳 100 42.0 8.0 11.0 7.0 17.0 2.0 10.0 5.0 20.0 4.0 13.0 1.0

50～59歳 182 42.9 12.6 11.5 4.9 22.5 3.8 2.7 6.6 16.5 4.4 8.2 2.7

60～69歳 229 41.0 9.2 10.9 9.6 14.0 4.8 2.2 7.0 24.5 2.6 6.6 3.9

70～79歳 165 19.4 14.5 6.1 7.9 9.1 1.2 0.6 3.6 40.0 5.5 6.1 5.5

80歳以上 88 21.6 6.8 6.8 3.4 6.8 1.1 0.0 2.3 43.2 8.0 3.4 12.5

自営業 71 31.0 11.3 8.5 5.6 12.7 1.4 7.0 8.5 31.0 4.2 4.2 7.0

専門職 40 30.0 7.5 5.0 0.0 20.0 2.5 5.0 7.5 30.0 12.5 12.5 0.0

会社員 200 31.0 9.0 10.0 6.5 12.5 2.5 5.0 7.0 22.5 8.5 12.0 2.0

公務員・教職員 28 35.7 0.0 0.0 3.6 35.7 0.0 7.1 7.1 32.1 3.6 7.1 0.0

派遣契約社員 105 53.3 10.5 5.7 8.6 11.4 5.7 4.8 4.8 14.3 5.7 6.7 1.9

無職 229 31.9 10.9 10.5 5.2 8.7 2.6 1.7 3.9 33.2 6.1 8.3 5.2

家事 192 39.6 12.5 9.4 9.9 16.1 2.6 4.7 5.2 23.4 2.6 5.7 4.7

学生 22 27.3 18.2 0.0 4.5 9.1 0.0 4.5 18.2 18.2 9.1 4.5 0.0

その他 48 20.8 12.5 12.5 8.3 18.8 8.3 0.0 6.3 27.1 2.1 10.4 8.3

単身 111 38.7 14.4 7.2 8.1 6.3 9.0 0.0 2.7 32.4 3.6 9.0 1.8

夫婦 269 29.7 8.9 10.8 9.7 12.6 3.0 3.0 5.2 28.3 5.9 7.1 5.6

２世代 438 35.8 11.6 8.7 4.6 15.5 2.3 5.3 6.8 22.1 6.2 9.8 3.2

３世代以上 77 40.3 5.2 5.2 6.5 18.2 1.3 7.8 9.1 24.7 6.5 5.2 5.2

その他 46 34.8 10.9 6.5 4.3 8.7 2.2 0.0 4.3 32.6 6.5 2.2 4.3

みなと 46 34.8 13.0 4.3 6.5 15.2 4.3 6.5 2.2 26.1 4.3 10.9 0.0

天領 45 28.9 8.9 6.7 8.9 11.1 0.0 4.4 2.2 35.6 8.9 6.7 2.2

駛馬南 36 41.7 8.3 5.6 5.6 8.3 2.8 8.3 8.3 19.4 2.8 16.7 2.8

駛馬北 41 34.1 7.3 4.9 7.3 14.6 0.0 4.9 0.0 36.6 7.3 4.9 0.0

天の原 39 35.9 5.1 12.8 2.6 23.1 5.1 2.6 7.7 17.9 2.6 2.6 10.3

玉川 34 32.4 11.8 8.8 8.8 5.9 0.0 2.9 5.9 29.4 5.9 8.8 2.9

上官 18 55.6 11.1 5.6 11.1 0.0 5.6 5.6 5.6 16.7 0.0 5.6 11.1

大牟田 74 45.9 12.2 6.8 5.4 17.6 2.7 5.4 6.8 21.6 2.7 5.4 1.4

大正 44 31.8 4.5 9.1 2.3 15.9 2.3 9.1 4.5 34.1 0.0 11.4 4.5

中友 24 25.0 4.2 0.0 8.3 16.7 12.5 4.2 0.0 41.7 0.0 4.2 4.2

明治 38 47.4 21.1 7.9 7.9 7.9 2.6 0.0 0.0 21.1 7.9 10.5 2.6

白川 51 25.5 7.8 7.8 3.9 17.6 7.8 3.9 7.8 29.4 11.8 5.9 3.9

平原 43 18.6 11.6 7.0 4.7 16.3 4.7 2.3 4.7 30.2 7.0 2.3 9.3

高取 42 40.5 11.9 7.1 4.8 4.8 11.9 2.4 7.1 21.4 2.4 16.7 2.4

三池 62 29.0 9.7 3.2 6.5 11.3 1.6 3.2 8.1 24.2 11.3 12.9 4.8

羽山台 33 27.3 3.0 15.2 9.1 21.2 0.0 0.0 9.1 18.2 9.1 9.1 6.1

銀水 79 35.4 7.6 13.9 8.9 17.7 1.3 2.5 10.1 19.0 8.9 6.3 2.5

上内 16 37.5 31.3 6.3 12.5 6.3 0.0 6.3 0.0 25.0 6.3 6.3 0.0

吉野 65 33.8 7.7 15.4 9.2 6.2 1.5 3.1 13.8 29.2 1.5 6.2 10.8

倉永 49 30.6 20.4 8.2 10.2 18.4 0.0 0.0 2.0 28.6 8.2 2.0 4.1

手鎌 59 45.8 13.6 16.9 3.4 11.9 1.7 8.5 3.4 18.6 5.1 15.3 1.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「わからない」「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 大牟田市に住んで困ること ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 年齢別にみると、「働く場がない」は、40～49歳（42.0％）、50～59歳（42.9％）、60～69歳（41.0％）

で特に多くなっています。 
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サ
ン
プ
ル
数

働
く
場
が
な
い

買
い
物
な
ど
日
常
生
活

が
不
便
で
あ
る

福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
充
実

し
て
い
な
い

医
療
施
設
が
十
分
で
な

い 社
会
教
育
・
文
化
施
設

が
十
分
で
な
い

住
宅
に
恵
ま
れ
な
い

子
ど
も
の
教
育
が
し
に

く
い

体
育
（

ス
ポ
ー

ツ
）

施

設
が
十
分
で
な
い

特
に
な
し

わ
か
ら
な
い

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 34.4 10.6 8.7 6.6 13.3 3.1 4.0 5.9 25.5 5.7 8.0 5.0

非常に住みやすい 187 30.5 4.3 4.3 5.9 10.2 3.2 2.7 7.0 41.2 2.7 8.6 4.8

やや住みやすい 494 36.8 7.7 8.9 6.7 17.2 2.8 3.2 6.3 24.3 5.9 6.5 3.4

やや住みにくい 105 41.0 24.8 15.2 6.7 13.3 2.9 10.5 5.7 6.7 5.7 13.3 3.8

非常に住みにくい 23 43.5 21.7 17.4 17.4 13.0 8.7 8.7 8.7 8.7 0.0 30.4 0.0

どちらとも言えない 108 28.7 19.4 7.4 6.5 4.6 4.6 3.7 2.8 25.0 10.2 6.5 4.6

わからない 13 23.1 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.1 30.8 0.0 7.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「わからない」「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

住
み
や
す
さ

■ 大牟田市に住んで困ること ■（問１住みやすさ別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《住みやすさ別》 

 住みやすさ別に大牟田市に住んで困ったことをみると、大牟田市に住んで良かったこととの比較

においても、住みやすさ別の差は大きくありません。 

 大牟田市に住んで良かったことでは、住みやすいと回答した人と住みにくいと回答した人で差が

大きかった買い物についてみると、「買い物など日常生活が不便である」は、確かに住みにくい

と回答した人の方が住みやすいと回答した人よりも多くはなっていますが、20 ポイント程度の

差で収まっています。 

 「働く場がない」は、住みにくいと回答した人では 4割と多くなっていますが、住みやすいと回

答した人でも 3割台の回答率となっています。 
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三池炭鉱宮原坑跡 74

旧三井港倶楽部 71.2
三池港 66.5

大牟田市役所本庁舎旧館 47.5
三池炭鉱三川坑跡 46.6

165

45

37

32

26

22

18

12

12

11

9

8

8

7

7

5

4

3

48

246

18

40

43

22

27

25

21

10

7

15

11

15

6

12

5

8

60

297

32

23

35

22

44

25

9

3

4

9

11

7

7

75

0 50 100 150 200 250 300 350

大蛇山（夏祭り）

自然災害が少ない

石炭・炭鉱関連

動物園

物価が安い

交通の便

自然環境

住みやすい

新幹線

草木まんじゅう

福祉

市民の人柄

イオンモール（前回・買い物の便）

三池港

公園整備

カルタ館

道路整備

病院

その他

平成26年度

平成21年度

平成16年度

(件)

４ 大牟田市が自慢できるもの（問４） 

 

 大牟田市が自慢できるものは、「大蛇山（夏祭り）」（165件） 

 

■ 大牟田市が自慢できるもの ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大牟田市で自慢できるものを自由回答形式で記入してもらったところ、前回に引き続き、「大蛇山

（夏祭り）が 165件と圧倒的に多くなっています。 

 

問４．大牟田市が自慢できるもの（自由回答） 

大牟田市が自慢できるものとして、まず何を思い浮かべますか。 

思い浮かべることを１つあげてください。 
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三池炭鉱宮原坑跡 74
旧三井港倶楽部 71.2
三池港 66.5
大牟田市役所本庁舎旧館 47.5
三池炭鉱三川坑跡 46.6

137

57

35

25

21

21

16

15

14

12

10

179

87

19

13

57

34

41

233

111

15

9

29

55

0 50 100 150 200 250

働く場所

活気

若者

企業

シンボル・観光名所

交通環境

娯楽施設

教育文化施設

商業施設

高齢者対策

子ども数

平成26年度

平成21年度

平成16年度

(件)

（注）回答内容が多岐にわたるため、平成26年度におい

て10件以上あげられた項目のみ表示しています。

５ 大牟田市に不足している（問５） 

 

 大牟田市に不足しているものは、「働く場所」（137件） 

 

■ 大牟田市に不足しているもの ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大牟田市に不足しているものとしては、前回同様、「働く場所」（137件）が最も多く、次いで、「活

気」（57件）となっています。 

 また、今回は、「若者」や「企業」というキーワードが多くあげられているのが特徴です。 

 

問５.大牟田市に不足しているもの（自由回答） 

大牟田市に不足しているものを１つあげるとすれば何を思い浮かべますか。 
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9.0 61.8 6.4 1.6 15.9 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

ぜひとも

住みたい

住みたい あまり

住みたくない

すぐにでも

転出したい

わからない 無回答 .

６ 定住意向（問６） 

  

定住意向が 70.8％（「ぜひとも住みたい」9.0％＋「住みたい」61.8％） 

 

■ 定住意向 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の定住意向をみると、「ぜひとも住みたい」が 9.0％、「住みたい」が 61.8％、合計した定住意向

率は 70.8％となっています。 

 

■ 定住意向 ■（経年推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年推移】 

 「ぜひとも住みたい」と「住みたい」を合計した定住意向は 70.8％と、平成 21年度より増加して

いますが、「ぜひ住みたい」という割合は、平成 16年度以降、減少傾向にあります。 

 また、「あまり住みたくない」と「すぐにでも転出したい」を合計した定住意向は 8％と、平成 21

年度の調査と比較して 9.3ポイント減少しています。 

 

 

 

 

問６．定住意向 

大牟田市に今後も住みたいと思いますか。（○は１つ） 

9.0

9.8

13.6

61.8

52.2

58.3

6.4

16.3

12.6

1.6

1.4

1.1

15.9

16.8

12.3

5.4

3.4

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成26年度(n= 957)

平成21年度(n= 987)

平成16年度(n=1006)

ぜひとも

住みたい

住みたい あまり

住みたくない

すぐにでも

転出したい

わからない 無回答 .
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9.0

8.9

9.0

0.0

6.8

6.4

8.0

8.8

10.9

4.8

19.3

4.2

2.5

10.0

10.7

9.5

9.2

12.0

0.0

6.3

8.1

8.9

8.9

13.0

6.5

61.8

59.4

63.7

35.7

49.3

57.4

58.0

62.1

66.8

67.9

60.2

64.8

67.5

61.0

57.1

59.0

62.0

65.6

50.0

56.3

56.8

68.4

59.6

64.9

52.2

6.4

6.9

6.1

7.1

16.4

10.6

8.0

6.6

4.4

4.2

1.1

9.9

15.0

5.0

7.1

8.6

7.0

3.1

9.1

4.2

10.8

5.2

7.3

3.9

0.0

1.6

2.5

0.9

7.1

4.1

2.1

0.0

3.3

0.0

1.2

1.1

2.8

0.0

1.5

3.6

1.0

1.7

0.0

9.1

2.1

1.8

1.1

1.8

1.3

2.2

15.9

16.2

15.9

42.9

19.2

19.1

23.0

13.7

15.7

12.7

10.2

11.3

15.0

17.0

17.9

18.1

13.5

15.6

27.3

22.9

18.9

9.7

18.5

10.4

32.6

5.4

6.1

4.3

7.1

4.1

4.3

3.0

5.5

2.2

9.1

8.0

7.0

0.0

5.5

3.6

3.8

6.6

3.6

4.5

8.3

3.6

6.7

3.9

6.5

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

男 性(n=394)

女 性(n=553)

18～19歳(n=14)

20～29歳(n=73)

30～39歳(n=94)

40～49歳(n=100)

50～59歳(n=182)

60～69歳(n=229)

70～79歳(n=165)

80歳以上(n=88)

自営業(n=71)

専門職(n=40)

会社員(n=200)

公務員・教職員

(n=28)

派遣契約社員

(n=105)

無職(n=229)

家事(n=192)

学生(n=22)

その他(n=48)

単身(n=111)

夫婦(n=269)

２世代(n=438)

３世代以上(n=77)

その他(n=46)

ぜひとも

住みたい

住みたい あまり

住みたくない

すぐにでも

転出したい

わからない 無回答 .

性
別

年

齢

別

職

業

別

家
族
構
成
別

■ 定住意向 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別》 

 「ぜひとも住みたい」は性別による差はありませんが、「住みたい」は男性（59.4％）よりも女

性（63.7％）の方が多くなっています。 

 

《年齢別》 

 年齢が高いほど、定住意向率も高くなっています。 

 若者の定住意向率が低い傾向にあります。 
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サ
ン
プ
ル
数

ぜ
ひ
と
も
住
み
た

い 住
み
た
い

あ
ま
り
住
み
た
く

な
い

す
ぐ
に
で
も
転
出

し
た
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全　　体 957 9.0 61.8 6.4 1.6 15.9 5.4

働く場がある 77 14.3 67.5 5.2 0.0 7.8 5.2

買い物など日常生活が便利である 512 11.1 72.9 3.1 0.8 8.4 3.7

福祉サービスが充実している 52 9.6 75.0 5.8 1.9 1.9 5.8

医療施設に恵まれている 236 13.1 72.0 2.1 0.0 10.6 2.1

社会教育・文化施設に恵まれている 25 20.0 64.0 4.0 0.0 8.0 4.0

住宅を確保しやすい 61 11.5 59.0 4.9 1.6 18.0 4.9

子どもの教育がしやすい 33 18.2 60.6 3.0 0.0 12.1 6.1

体育（スポーツ）施設に恵まれている 28 21.4 60.7 0.0 0.0 10.7 7.1

特になし 183 3.3 42.6 13.7 3.8 29.5 7.1

わからない 41 4.9 36.6 7.3 4.9 46.3 0.0

その他 68 11.8 58.8 11.8 2.9 8.8 5.9

働く場がない 329 6.1 64.7 7.9 2.1 16.7 2.4

買い物など日常生活が不便である 101 5.9 46.5 13.9 2.0 26.7 5.0

福祉サービスが充実していない 83 6.0 63.9 10.8 1.2 14.5 3.6

医療施設が十分でない 63 6.3 61.9 7.9 3.2 12.7 7.9

社会教育・文化施設が十分でない 127 7.1 68.5 7.1 0.8 11.8 4.7

住宅に恵まれない 30 10.0 56.7 6.7 6.7 20.0 0.0

子どもの教育がしにくい 38 5.3 52.6 18.4 5.3 18.4 0.0

体育（スポーツ）施設が十分でない 56 10.7 66.1 12.5 5.4 3.6 1.8

特になし 244 13.5 65.6 1.6 0.4 12.3 6.6

わからない 55 5.5 60.0 1.8 0.0 23.6 9.1

その他 77 7.8 51.9 10.4 6.5 16.9 6.5

太字 全体よりも5ポイント以上高い

斜字 全体より5ポイント以上低い

※「わからない」「無回答」は除く

大
牟
田
市
に
住
ん
で
良
か
っ

た
こ
と

大
牟
田
市
に
住
ん
で
困
っ

て
い
る
こ
と

■ 定住意向 ■（大牟田市に住んで良かったこと、困っていること別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「あまり住みたくない」の割合の高いところをみると、良かったことが特になし、その他と回答

した人、困っていることとして子どもの教育がしにくい、体育施設が十分でないと回答した人で

10％台、「すぐにでも転出したい」は住宅に恵まれないと回答した人で 6％台となっており、住

みたくないという人は少なくなっています。 

 大牟田市に住んで良かったこと、困ったことにかかわらず、大牟田市への愛着は非常に強いもの

と思われます。 
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 住みたくない、転居したいの理由のトップは、「税金・公共料金が高い」（13件） 

 

■ 住みたくない・転出したい理由 ■ 

 

 税金・公共料金が高い（13件） 

 活気がない（衰退・夢が持てない）（10件） 

 買い物が不便（8件） 

 交通が不便（6件） 

 働く場所・仕事がない（5件） 

 治安が良くない（暴走族）（3件） 

 レジャー・娯楽施設がない（3件） 

 医療施設・費用助成がない（3件） 

 高齢者が多い（3件） 

 人口減少（2件） 

 閉鎖的・よそ者意識（2 件） 

           （2件以上あげられたもの、詳細は P181～182） 

 

 

 住みたくない、転居したいの理由は、「税金・公共料金が高い」（13 件）が最も多く、次いで、「活

気がない（衰退・夢が持てない）」（10 件）、「買い物が不便」（8 件）となっています。 

 

 

 

 

 

「３．あまり住みたくない」「４．すぐにでも転出したい」を選んだ方はその理由について、自由に

お書きください。 
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満足度

1位 飲料水・水道施設の整備状況 3.50

2位 消防・救急・救助体制 3.45

3位 買い物の便 3.45

4位 自然環境 3.40

5位 診療所・病院など医療施設 3.36

1位 消防・救急体制 3.25

2位 市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ） 3.22

3位 自然環境 3.21

4位 飲料水・水道施設の整備 3.19

5位 買い物の便 3.16

1位 診療所・病院等医療の充実 3.25

2位 幼稚園・保育園（幼児教育の充実） 3.20

3位 自然環境 3.15

4位 小・中学校・養護学校（義務教育の充実） 3.13

5位 高等学校 3.11

項　　　　　目

平
成
26
年
度

平
成
21
年
度

平
成
16
年
度

７ 生活環境について（問７） 

（１）満足度 

生活環境の評価（満足度） 

1位 飲料水・水道施設の整備状況 ············ 3.50点 

2位 消防・救急・救助体制 ·················· 3.45点 

3位 買い物の便 ···························· 3.45点 

   ：  

32位 大学・短大・専門学校 ················· 2.80点 

33位 まち並みやまちの景観 ················· 2.58点 

34位 働く場所の多さ ······················· 2.15点 

 

■ 満足度スコア上位 5項目の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 満足度スコアの上位項目は、年度によって差がみられます。「自然環境」については、平成 16

年度以降、毎回上位 5項目ランクインしています。 

 

 

問７．生活環境について 

大牟田市で生活していて、次のことがらについてどのように感じていますか。 

満足度と重要度についてそれぞれあてはまる番号に○印を付けてください。 

（注）満足度・重要度スコア計算のウェイト 

・満足度のウェイト  5 に近いほど満足度は高く、1 に近いほど満足度は低い 

・重要度のウェイト  5 に近いほど重要度は高く、1 に近いほど重要度は低い 
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3.499

3.450

3.446

3.399

3.357

3.285

3.214

3.176

3.083

3.071

3.065

3.062

3.043

3.041

3.039

3.030

3.019

3.007

3.000

2.997

2.988

2.974

2.969

2.960

2.943

2.937

2.933

2.885

2.882

2.861

2.847

2.802

2.577

2.146

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

飲料水・水道施設の整備状況

消防・救急・救助体制

買い物の便

自然環境

診療所・病院など医療施設

市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ）

住宅事情

文化施設

近所づきあいなどの人間関係

健康づくりの取組み

高校

高齢者福祉サービス

救急・先進医療

生活道路の整備状況

文化財の保護

小・中学校・特別支援学校における教育環境

文化行事

市民活動やボランティアに対する市のサポート

障害者福祉サービス

下水道の整備状況

就学前の教育環境

児童福祉サービス

市役所の窓口サービス

スポーツイベント

公園・広場・子どもの遊び場所

風水害、地震などの防災対策

子育て環境

交通安全対策

通勤・通学などの公共交通の便

体育施設

防犯対策

大学・短大・専門学校

まち並みやまちの景観

働く場所の多さ

(スコア)

■ 生活環境についての満足度 ■（満足度スコア高位順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※満足度平均 3.029 

 

 「働く場所の多さ」の満足度の低さが目立っています。 
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（％）

平成26
年度

平成21
年度

生活・環境・安全 （分野計） 3.12 2.97 0.15

　飲料水・水道施設の整備状況 21.7 19.3 43.4 7.8 3.6 4.2 3.50 3.19 0.31

　消防・救急・救助体制 13.8 21.1 56.5 3.2 1.1 4.2 3.45 3.25 0.20

　買い物の便 20.0 26.3 31.3 12.1 5.7 4.5 3.45 3.16 0.29

　自然環境 14.7 19.1 49.2 7.6 2.0 7.3 3.40 3.21 0.19

　住宅事情 11.7 13.7 55.8 9.2 3.9 5.7 3.21 3.06 0.15

　近所づきあいなどの人間関係 6.9 13.3 60.4 10.8 4.2 4.5 3.08 3.05 0.03

　生活道路の整備状況 7.6 16.9 48.8 15.6 6.4 4.7 3.04 2.97 0.07

　下水道の整備状況 11.6 14.9 39.5 18.8 9.8 5.3 3.00 2.71 0.29

　公園・広場・子どもの遊び場所 6.6 13.2 46.6 21.8 4.9 6.9 2.94 2.80 0.14

　風水害、地震などの防災対策 2.8 9.5 64.1 14.6 3.2 5.7 2.94 2.79 0.15

　交通安全対策 4.4 11.3 54.0 20.0 5.5 4.8 2.89 2.76 0.13

　通勤・通学などの公共交通の便 9.1 12.5 39.4 21.8 9.9 7.2 2.88 2.95 ▲ 0.07

　防犯対策 2.7 6.2 62.9 16.8 4.5 6.9 2.85 2.72 0.13

教育文化 （分野計） 2.99 2.93 0.06

　文化施設 7.6 17.9 52.9 10.9 3.0 7.7 3.18 3.05 0.13

　高校 4.6 9.7 60.8 9.7 1.8 13.4 3.07 3.03 0.04

　文化財の保護 2.8 10.1 66.7 7.5 2.4 10.4 3.04 3.00 0.04

　小・中学校・特別支援学校における教育環境 2.5 8.3 66.7 7.1 1.8 13.7 3.03 3.08 ▲ 0.05

　文化行事 2.9 8.9 67.0 8.9 2.1 10.2 3.02 2.88 0.14

　就学前の教育環境 2.1 9.0 66.4 7.5 3.3 11.7 2.99 3.08 ▲ 0.09

　スポーツイベント 1.5 6.1 70.6 7.5 2.5 11.8 2.96 2.91 0.05

　体育施設 2.8 8.4 56.5 19.3 3.7 9.3 2.86 2.74 0.12

　大学・短大・専門学校 2.2 7.0 53.5 19.1 4.7 13.5 2.80 2.58 0.22

医療・福祉 （分野計） 3.08 2.93 0.15

　診療所・病院など医療施設 9.5 28.8 44.7 8.7 2.7 5.5 3.36 3.15 0.21

　健康づくりの取組み 3.6 11.1 69.5 6.8 2.4 6.7 3.07 3.00 0.07

　高齢者福祉サービス 4.8 16.4 54.3 13.0 3.7 7.8 3.06 2.82 0.24

　救急・先進医療 4.6 17.6 53.3 13.9 4.4 6.3 3.04 2.92 0.12

　障害者福祉サービス 3.0 12.0 60.7 11.2 3.4 9.6 3.00 2.84 0.16

　児童福祉サービス 2.0 9.3 63.9 8.7 3.4 12.6 2.97 2.86 0.11

その他 （分野計） 2.82 2.72 0.10

　市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ） 9.6 16.7 58.9 6.1 1.7 7.0 3.29 3.22 0.06

　市民活動やボランティアに対する市のサポート 2.5 8.8 68.9 7.5 2.8 9.5 3.01 2.96 0.05

　市役所の窓口サービス 6.4 10.8 57.5 14.5 6.0 4.9 2.97 2.93 0.04

　子育て環境 1.5 9.7 61.3 13.0 2.8 11.7 2.93 2.84 0.09

　まち並みやまちの景観 1.3 5.7 48.6 27.4 10.1 6.9 2.58 2.46 0.12

　働く場所の多さ 0.6 1.8 29.4 37.7 21.5 9.0 2.15 1.92 0.23

経年変化
(H26-H21)

満
足

や
や
満
足

普
通

や
や
不
満

無
回
答

満足度スコア
不
満

■ 生活環境についての満足度 ■（分野別満足度スコア高位順・前回比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全体的に満足度は、平成 21年度よりも好転しています。悪化しているのは、「通勤・通学などの

公共交通の便」、「小・中学校・特別支援学校における教育環境」、「就学前の教育環境」の 3項目

のみです。 
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重要度

1位 働く場所の多さ 4.33

2位 救急・先進医療 4.27

3位 診療所・病院など医療施設 4.26

4位 防犯対策 4.24

5位 風水害、地震などの防災対策 4.21

1位 働く場所の多さ 4.36

2位 救急・先進医療 4.29

3位 診療所・病院など医療の充実 4.26

4位 防犯対策 4.21

5位 高齢者福祉サービス 4.14

項　　　　　目

平
成
26
年
度

平
成
21
年
度

（２）重要度 

生活環境の評価（重要度） 

1位 働く場所の多さ ························ 4.33点 

2位 救急・先進医療 ························ 4.27点 

3位 診療所・病院など医療施設 ·············· 4.26点 

   ： 

   ： 

32位 文化行事 ····························· 3.40点 

33位 文化財の保護 ························· 3.40点 

34位 スポーツイベント ····················· 3.27点 

 

■ 重要度スコア上位 5項目の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重要度スコアの上位 5項目のうち 1位から 4位までは平成 26年度と平成 21年度はまったく同じ

です。5位に平成 21年度は「高齢者福祉サービス」がランクされていましたが、平成 26年度は

「風水害、地震などの防災対策」に変わっています。 

 

 

 

 

 

 

（注）満足度・重要度スコア計算のウェイト 

・満足度のウェイト  5 に近いほど満足度は高く、1 に近いほど満足度は低い 

・重要度のウェイト  5 に近いほど重要度は高く、1 に近いほど重要度は低い 
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4.327

4.269

4.260

4.238

4.214

4.202

4.192

4.157

4.099

4.072

4.065

4.049

4.020

4.013

3.982

3.903

3.891

3.878

3.857

3.812

3.807

3.789

3.786

3.775

3.774

3.721

3.691

3.691

3.677

3.522

3.515

3.407

3.400

3.272

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

働く場所の多さ

救急・先進医療

診療所・病院など医療施設

防犯対策

風水害、地震などの防災対策

飲料水・水道施設の整備状況

消防・救急・救助体制

買い物の便

高齢者福祉サービス

下水道の整備状況

交通安全対策

自然環境

通勤・通学などの公共交通の便

子育て環境

障害者福祉サービス

生活道路の整備状況

児童福祉サービス

公園・広場・子どもの遊び場所

小・中学校・特別支援学校における教育環境

市役所の窓口サービス

就学前の教育環境

住宅事情

高校

まち並みやまちの景観

近所づきあいなどの人間関係

健康づくりの取組み

文化施設

市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ）

大学・短大・専門学校

市民活動やボランティアに対する市のサポート

体育施設

文化行事

文化財の保護

スポーツイベント

(スコア)

■ 生活環境についての重要度 ■（重要度スコア高位順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※重要度平均 3.892 

 

 満足度の最も低い「働く場所の多さ」の重要度が最も高くなっています。 
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（％）

平成26
年度

平成21
年度

生活・環境・安全 （分野計） 4.04 3.96 0.08

　防犯対策 45.0 20.2 21.8 0.9 0.1 11.9 4.24 4.21 0.03

　風水害、地震などの防災対策 43.6 21.1 22.9 0.7 0.1 11.6 4.21 4.09 0.12

　飲料水・水道施設の整備状況 45.4 16.0 25.8 0.7 0.1 12.0 4.20 4.13 0.07

　消防・救急・救助体制 44.3 17.8 26.3 0.3 0.1 11.2 4.19 4.10 0.09

　買い物の便 38.2 26.5 22.8 0.6 0.1 11.7 4.16 3.99 0.17

　下水道の整備状況 38.9 19.7 25.9 2.1 0.8 12.5 4.07 3.99 0.08

　交通安全対策 35.1 25.9 26.9 0.9 0.2 11.0 4.07 3.99 0.08

　自然環境 34.6 22.9 25.7 1.9 0.3 14.6 4.05 4.04 0.01

　通勤・通学などの公共交通の便 33.0 25.5 25.6 2.2 0.4 13.3 4.02 3.80 0.22

　生活道路の整備状況 28.2 25.9 30.9 2.1 0.5 12.3 3.90 3.78 0.12

　公園・広場・子どもの遊び場所 27.8 23.7 31.1 2.9 0.4 14.0 3.88 3.90 ▲ 0.02

　住宅事情 25.5 20.1 40.0 1.5 0.3 12.6 3.79 3.68 0.11

　近所づきあいなどの人間関係 25.7 21.1 38.3 2.9 0.5 11.4 3.77 3.73 0.04

教育文化 （分野計） 3.60 3.62 ▲ 0.02

　小・中学校・特別支援学校における教育環境 26.9 20.2 34.6 1.5 0.4 16.5 3.86 3.88 ▲ 0.02

　就学前の教育環境 25.7 19.1 37.6 1.3 0.6 15.7 3.81 3.81 ▲ 0.00

　高校 23.2 21.7 36.2 1.5 0.6 16.8 3.79 3.77 0.02

　文化施設 18.9 25.6 39.3 2.1 0.7 13.4 3.69 3.72 ▲ 0.03

　大学・短大・専門学校 19.9 21.2 37.3 3.0 1.0 17.6 3.68 3.64 0.04

　体育施設 13.7 22.3 45.7 3.7 0.8 13.9 3.52 3.53 ▲ 0.01

　文化行事 10.2 19.2 51.4 3.8 0.6 14.7 3.41 3.46 ▲ 0.05

　文化財の保護 13.8 16.8 47.4 5.3 2.4 14.2 3.40 3.50 ▲ 0.10

　スポーツイベント 7.6 14.6 56.7 4.0 1.5 15.6 3.27 3.26 0.01

医療・福祉 （分野計） 4.04 4.05 ▲ 0.01

　救急・先進医療 45.0 22.5 20.0 0.5 0.1 11.9 4.27 4.29 ▲ 0.02

　診療所・病院など医療施設 44.5 22.9 20.4 0.4 0.1 11.7 4.26 4.26 0.00

　高齢者福祉サービス 37.4 23.0 24.3 1.5 0.5 13.3 4.10 4.14 ▲ 0.04

　障害者福祉サービス 32.1 21.9 30.1 1.1 0.4 14.3 3.98 4.01 ▲ 0.03

　児童福祉サービス 28.4 21.0 32.9 1.3 0.7 15.7 3.89 3.93 ▲ 0.04

　健康づくりの取組み 22.5 21.8 40.6 2.2 0.6 12.2 3.72 3.65 0.07

その他 （分野計） 3.86 3.86 ▲ 0.00

　働く場所の多さ 48.0 20.6 14.1 2.2 0.5 14.6 4.33 4.60 ▲ 0.27

　子育て環境 33.0 19.6 28.1 1.5 0.3 17.5 4.01 3.99 0.02

　市役所の窓口サービス 25.4 22.2 39.3 0.8 0.3 12.0 3.81 3.82 ▲ 0.01

　まち並みやまちの景観 20.7 29.2 34.3 2.2 0.5 13.2 3.78 3.76 0.02

　市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ） 20.8 20.2 44.1 0.9 0.5 13.5 3.69 3.66 0.03

　市民活動やボランティアに対する市のサポート 14.5 18.2 49.4 2.0 0.5 15.4 3.52 3.55 ▲ 0.03

重要度スコア

経年変化
(H26-H21)

重
要

や
や
重
要

普
通

あ

ま

り

重

要

で
な
い

重
要
で
な
い

無
回
答

■ 生活環境についての重要度 ■（分野別重要度スコア高位順・前回比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 21年度と平成 26年度の重要度スコアに大きな差はみられませんが、平成 21年度との数字

だけの比較でみると、生活・環境・安全の分野で重要度スコアが高くなっている項目が多く、教

育文化、医療・福祉分野では、重要度スコアが低くなっている項目が多くなっています。 
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（３）満足度と重要度からみる生活環境の評価 

住民対象の調査による満足度と重要度の回答結果にウェイトをつけて平均スコア（注）を算出し

て次の基準で全項目を４つのグループに分類することにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全
体
平
均
ス
コ
ア 

全体平均スコア 

低い←    満足度    →高い 

満足傾向で重要度が高い 満足度が低く重要度が高い 

満足傾向で重要度が低い 満足度と重要度がともに低い 

推移をみながら 

維持が望まれるグループ 

推移をみながら 

改善が望まれるグループ 

重点的改善が 

望まれるグループ 

積極的維持が 

望まれるグループ 

高
い
← 

 
 

重
要
度 

 
 

低
い
→ 

（注）平均スコア計算のウェイト 

・満足度のウェイト  5 に近いほど満足度は高く、1 に近いほど満足度は低い 

・重要度のウェイト  5 に近いほど重要度は高く、1 に近いほど重要度は低い 
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積極的維持が望まれるグループ 

満足傾向にあって重要度が高いもので、積極的な維持が望まれるものと言えます。 

これに該当するのは次の 8項目です。 

 

救急・先進医療 

診療所・病院など医療施設 

飲料水・水道施設の整備状況 

消防・救急・救助体制 

買い物の便 

高齢者福祉サービス 

自然環境 

生活道路の整備状況 

 

推移をみながら維持が望まれるグループ 

満足傾向にあって重要度が低いもので、重要度の推移をみながら維持が望まれるものと言えます。 

これに該当するのは次の 8項目です。 

 

小・中学校・特別支援学校における教育環境 

住宅事情 

高校 

近所づきあいなどの人間関係 

健康づくりの取組み 

市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ） 

文化施設 

文化財の保護 

 

重点的改善が望まれるグループ 

満足度は低いが重要度が高いもので、重点的な改善が望まれるものと言えます。 

これに該当するのは次の 8項目です。 

 

働く場所の多さ 

防犯対策 

風水害、地震などの防災対策 

下水道の整備状況 

交通安全対策 

通勤・通学などの公共交通の便 

子育て環境 

障害者福祉サービス 

 

推移をみながら改善が望まれるグループ 

満足度と重要度がともに低いもので、推移をみながら改善が望まれるものと言えます。 

これに該当するのは次の 10 項目です。 

 

児童福祉サービス 

公園・広場・子どもの遊び場所 

市役所の窓口サービス 

就学前の教育環境 

まち並みやまちの景観 

大学・短大・専門学校 

市民活動やボランティアに対する市のサポート 

体育施設 

文化行事 

スポーツイベント 
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項目
L)自然環境
L)飲料水・水道施設の整備状況
L)下水道の整備状況
L)住宅事情
L)公園・広場・子どもの遊び場所
L)買い物の便
L)通勤・通学などの公共交通の便
L)生活道路の整備状況
L)近所づきあいなどの人間関係
L)消防・救急・救助体制
L)交通安全対策
L)風水害、地震などの防災対策
L)防犯対策
E)就学前の教育環境

E)高校
E)大学・短大・専門学校
E)文化施設
E)文化行事
E)体育施設
E)スポーツイベント
E)文化財の保護
M)診療所・病院など医療施設
M)救急・先進医療
M)高齢者福祉サービス
M)障害者福祉サービス
M)児童福祉サービス
M)健康づくりの取組み
子育て環境
働く場所の多さ
まち並みやまちの景観
市役所の窓口サービス

平均

L)自然環境

L)飲料水・水道

施設の整備状況

L)下水道の整備状況

L)住宅事情

L)公園・広場・子どもの

遊び場所

L)買い物の便

L)通勤・通学などの

公共交通の便

L)生活道路の整備状況

L)近所づきあい

などの人間関係

L)消防・救急・救助体制

L)交通安全対策

L)風水害、地震などの

防災対策

L)防犯対策

E)就学前の教育環境

E)小・中学校・特別支援

学校における教育環

E)高校

E)大学・短大・専門学校
E)文化施設

E)文化行事

E)体育施設

E)スポーツイベント

E)文化財の保護

M)診療所・病院など

医療施設
M)救急・先進医療

M)高齢者福祉サービス

M)障害者福祉サービス

M)児童福祉サービス

M)健康づくりの取組み

子育て環境

働く場所の多さ

まち並みやまちの景観

市役所の窓口サービス

市からの情報提供

市民活動やボランティアに

対する市のサポート

平均

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

重
要
度
（
ス
コ
ア
）

満足度（スコア）

維持が

望まれるグループ

重点的改善が

望まれるグループ

推移をみながら見直しが

望まれるグループ

見直しも含めて維持が

望まれるグループ

（注）カテゴリーの最初のアルファベット

L)生活・環境・安全分野 E)教育文化分野 M)医療・福祉 無印はその他

維持が

望まれるグループ

重点的改善が

望まれるグループ

推移をみながら見直しが

望まれるグループ

見直しも含めて維持が

望まれるグループ

（注）カテゴリーの最初のアルファベット

L)生活・環境・安全分野 E)教育文化分野 M)医療・福祉 無印はその他

維持が

望まれるグループ

重点的改善が

望まれるグループ

推移をみながら見直しが

望まれるグループ

見直しも含めて維持が

望まれるグループ

（注）カテゴリーの最初のアルファベット

L)生活・環境・安全分野 E)教育文化分野 M)医療・福祉 無印はその他

維持が

望まれるグループ

重点的改善が

望まれるグループ

推移をみながら見直しが

望まれるグループ

見直しも含めて維持が

望まれるグループ

（注）カテゴリーの最初のアルファベット

L)生活・環境・安全分野 E)教育文化分野 M)医療・福祉 無印はその他

（重要度平均3.892）

（満足度平均3.029）

■今回調査における満足度・重要度散布図■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的改善が 

望まれるグループ 

積極的維持が 

望まれるグループ 

推移をみながら 

改善が望まれるグループ 

推移をみながら 

維持が望まれるグループ 
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14.7

21.7

11.6

11.7

6.6

20.0

9.1

7.6

6.9

13.8

4.4

2.8

2.7

19.1

19.3

14.9

13.7

13.2

26.3

12.5

16.9

13.3

21.1

11.3

9.5

6.2

49.2

43.4

39.5

55.8

46.6

31.3

39.4

48.8

60.4

56.5

54.0

64.1

62.9

7.6

7.8

18.8

9.2

21.8

12.1

21.8

15.6

10.8

3.2

20.0

14.6

16.8

2.0

3.6

9.8

3.9

4.9

5.7

9.9

6.4

4.2

1.1

5.5

3.2

4.5

7.3

4.2

5.3

5.7

6.9

4.5

7.2

4.7

4.5

4.2

4.8

5.7

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然環境

飲料水・水道施設の整備状況

下水道の整備状況

住宅事情

公園・広場・子どもの遊び場所

買い物の便

通勤・通学などの公共交通の便

生活道路の整備状況

近所づきあいなどの人間関係

（支え合い）

消防・救急・救助体制

交通安全対策（カーブミラー・

ガードレールなどの充実）

風水害、地震などの防災対策

防犯対策

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答無回答

（４）分野別満足度 

次に４つの分野ごとに満足度の状況をみることにします。 

① 生活・環境・安全に関する満足度 

生活・環境・安全に関する分野についてみると、満足度（「満足」＋「やや満足」、以下同様）は、

「買い物の便」（46.3％）が最も高く、「飲料水・水道施設の整備状況」が 41.0％、「消防・救急・

救助体制」が 34.9％、「自然環境」が 33.8％となっています。 

逆に、満足度が低いのは、「防犯対策」が 8.9％で最も低く、「風水害、地震などの防災対策」

（12.3％）、「交通安全対策（カーブミラー・ガードレールなどの充実）」（15.7％）、「公園・広場・

子どもの遊び場所」（19.8％）なども 10％台の満足度となっています。 

 

 

■生活・環境・安全に関する満足度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

自
然
環
境

飲
料
水
・
水
道
施
設
の
整
備
状
況

下
水
道
の
整
備
状
況

住
宅
事
情

公
園
・
広
場
・
子
ど
も
の
遊
び
場
所

買
い
物
の
便

通
勤
・
通
学
な
ど
の
公
共
交
通
の
便

生
活
道
路
の
整
備
状
況

近
所
づ
き
あ
い
な
ど
の
人
間
関
係

（

支
え
合
い
）

消
防
・
救
急
・
救
助
体
制

交
通
安
全
対
策
（

カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー

・

ガ
ー

ド
レ
ー

ル
な
ど
の
充
実
）

風
水
害
、

地
震
な
ど
の
防
災
対
策

防
犯
対
策

全体 957 3.399 3.499 2.997 3.214 2.943 3.446 2.882 3.041 3.083 3.450 2.885 2.937 2.847

男性 394 3.365 3.509 2.939 3.162 2.922 3.523 2.879 2.989 2.955 3.442 2.802 2.947 2.797

女性 553 3.417 3.478 3.025 3.231 2.949 3.385 2.868 3.068 3.168 3.445 2.935 2.928 2.879

18～19歳 14 3.214 3.357 3.214 3.214 3.000 2.929 3.000 2.857 3.154 3.214 2.786 2.857 2.714

20～29歳 73 3.451 3.437 3.211 3.183 3.056 3.521 2.972 3.056 3.127 3.380 2.750 2.944 2.611

30～39歳 94 3.387 3.183 3.043 3.075 2.857 3.613 3.033 3.075 3.075 3.323 2.753 2.839 2.742

40～49歳 100 3.344 3.347 2.939 3.000 2.907 3.500 2.908 2.959 3.062 3.313 2.773 2.938 2.823

50～59歳 182 3.419 3.450 2.833 3.107 2.877 3.433 2.644 2.989 3.000 3.385 2.790 2.849 2.787

60～69歳 229 3.405 3.531 2.917 3.236 2.921 3.453 2.848 3.076 3.058 3.412 2.898 2.964 2.868

70～79歳 165 3.291 3.611 3.048 3.338 2.958 3.342 2.879 2.993 3.007 3.603 3.041 2.986 2.978

80歳以上 88 3.586 3.896 3.211 3.520 3.110 3.356 3.162 3.194 3.430 3.789 3.178 3.116 3.118

自営業 71 3.348 3.552 3.047 3.338 2.953 3.485 2.969 3.091 3.119 3.567 2.881 2.862 2.813

専門職 40 3.350 3.350 3.050 3.282 3.077 3.625 2.775 3.000 2.925 3.385 2.950 3.000 2.821

会社員 200 3.368 3.365 2.866 3.021 2.917 3.459 2.938 3.020 2.990 3.323 2.736 2.929 2.760

公務員・教職員 28 3.321 3.286 2.750 3.250 3.000 3.714 2.964 3.000 3.143 3.250 2.964 3.071 2.964

派遣契約社員 105 3.525 3.573 2.951 3.039 2.901 3.356 2.700 3.010 3.059 3.294 2.796 2.853 2.784

無職 229 3.340 3.623 3.014 3.241 2.957 3.449 2.866 3.046 3.005 3.564 2.958 3.019 2.892

家事 192 3.407 3.516 3.044 3.393 2.895 3.410 2.892 3.078 3.217 3.538 3.000 2.926 2.943

学生 22 3.682 3.455 3.409 3.364 3.000 3.455 3.136 2.818 3.333 3.318 2.591 2.818 2.545

その他 48 3.476 3.295 2.909 3.000 2.933 3.333 2.667 2.884 3.163 3.378 2.860 2.860 2.878

単身 111 3.366 3.417 3.184 3.067 3.058 3.280 2.913 3.066 3.028 3.352 2.942 3.000 2.882

夫婦 269 3.328 3.549 3.004 3.275 2.907 3.465 2.855 2.996 3.055 3.434 2.913 2.904 2.886

２世代 438 3.370 3.449 2.936 3.186 2.892 3.408 2.863 3.045 3.109 3.430 2.826 2.934 2.821

３世代以上 77 3.726 3.568 3.000 3.351 3.162 3.824 3.068 3.227 3.147 3.613 3.133 3.027 2.851

その他 46 3.537 3.744 3.000 3.079 2.946 3.436 2.615 2.816 2.976 3.641 2.600 2.895 2.806

みなと 46 3.333 3.489 3.136 3.200 3.326 3.533 3.000 3.133 2.956 3.523 2.864 2.844 2.911

天領 45 3.489 3.614 3.605 3.643 3.619 3.767 3.465 3.477 3.400 3.674 3.000 3.024 3.023

駛馬南 36 3.294 3.441 2.206 3.294 2.576 3.412 2.485 2.758 2.971 3.324 2.771 2.938 2.697

駛馬北 41 3.457 3.513 2.675 3.211 3.075 3.564 2.816 2.872 3.026 3.325 2.974 2.949 2.816

天の原 39 3.571 3.861 2.486 3.114 3.029 3.333 2.909 2.857 2.889 3.389 2.943 3.171 3.000

玉川 34 3.621 3.484 2.862 3.533 3.143 3.172 2.633 3.226 3.188 3.719 3.219 3.032 2.967

上官 18 3.063 3.882 3.313 3.067 2.500 3.529 2.929 2.941 3.125 3.563 3.250 3.250 3.000

大牟田 74 3.507 3.437 3.352 3.211 3.071 3.556 3.099 3.278 3.110 3.500 2.889 3.070 2.861

大正 44 3.103 3.293 3.400 3.195 3.179 4.024 3.553 3.325 3.350 3.600 2.950 3.024 2.872

中友 24 3.391 3.522 3.696 3.174 3.304 3.391 2.957 3.391 3.000 3.273 2.870 3.043 2.913

明治 38 3.229 3.211 2.974 2.973 3.083 3.184 2.892 3.189 3.243 3.568 2.757 2.784 2.914

白川 51 3.083 3.160 3.160 3.180 2.540 3.551 2.979 3.020 2.902 3.255 2.740 2.833 2.872

平原 43 3.231 3.550 3.179 3.000 2.692 3.488 2.865 2.865 3.300 3.450 2.974 2.973 2.973

高取 42 3.524 3.452 2.902 3.190 2.619 3.190 2.450 2.690 3.024 3.524 2.805 2.800 2.700

三池 62 3.439 3.246 2.738 3.085 2.800 3.356 2.800 2.754 3.000 3.250 2.800 2.898 2.672

羽山台 33 3.438 3.576 2.697 3.273 2.879 3.576 2.909 2.879 3.091 3.394 2.636 2.879 2.879

銀水 79 3.493 3.592 2.961 3.216 2.842 3.481 2.805 2.911 3.221 3.633 2.779 2.962 2.908

上内 16 3.786 3.733 2.643 2.667 2.786 2.267 1.933 2.800 3.467 3.333 2.867 2.750 2.800

吉野 65 3.460 3.635 2.661 3.270 2.918 3.619 2.949 3.145 2.902 3.290 2.953 2.869 2.738

倉永 49 3.233 3.442 2.854 3.190 2.625 3.047 2.659 2.884 3.167 3.273 2.786 2.860 2.762

手鎌 59 3.500 3.655 3.207 3.310 3.000 3.379 2.638 3.259 2.862 3.483 2.983 2.914 2.754

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

【生活・環境・安全に関する満足度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小

学校区別） 
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2.1

2.5

4.6

2.2

7.6

2.9

2.8

1.5

2.8

9.0

8.3

9.7

7.0

17.9

8.9

8.4

6.1

10.1

66.4

66.7

60.8

53.5

52.9

67.0

56.5

70.6

66.7

7.5

7.1

9.7

19.1

10.9

8.9

19.3

7.5

7.5

3.3

1.8

1.8

4.7

3.0

2.1

3.7

2.5

2.4

11.7

13.7

13.4

13.5

7.7

10.2

9.3

11.8

10.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の教育環境

小・中学校・特別支援学校に

おける教育環境

高校（学校数、科目・コース）

大学・短大・専門学校

（学校数、学部）

文化施設（文化会館、

図書館など）

文化行事

体育施設（体育館、プールなど）

スポーツイベント

文化財(近代化遺産含む)の保護

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答無回答

② 教育文化に関する満足度 

教育文化に関する分野についてみると、満足度は、「文化施設（文化会館、図書館など）」が 25.5％

と最も高く、「高校（学校数、科目・コース）」が 14.3％、「文化財(近代化遺産含む)の保護」が 12.9％

と続いていますが、他の分野に比べると、満足度は全般的に低くなっています。 

「体育施設（体育館、プールなど）」や「大学・短大・専門学校（学校数、学部）」では不満度（「や

や不満」＋「不満」、以下同様）が 20％を超えています。 

 

 

■教育文化の満足度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

就
学
前
の
教
育
環
境

小
・
中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
に
お

け
る
教
育
環
境

高
校
（

学
校
数
、

科
目
・
コ
ー

ス
）

大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
（

学
校

数
、

学
部
）

文
化
施
設
（

文
化
会
館
、

図
書
館
な

ど
）

文
化
行
事

体
育
施
設
（

体
育
館
、

プ
ー

ル
な

ど
）

ス
ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン
ト

文
化
財

(

近
代
化
遺
産
含
む

)

の
保

護

全体 957 2.988 3.030 3.065 2.802 3.176 3.019 2.861 2.960 3.039

男性 394 2.921 3.009 3.040 2.742 3.114 2.983 2.763 2.868 2.989

女性 553 3.031 3.044 3.078 2.836 3.211 3.041 2.923 3.025 3.066

18～19歳 14 2.857 2.714 3.143 2.786 3.000 3.143 3.000 3.000 2.929

20～29歳 73 2.829 3.086 3.171 2.732 3.169 3.029 2.930 2.930 3.141

30～39歳 94 2.901 2.967 2.977 2.787 3.207 2.978 2.914 2.967 3.054

40～49歳 100 2.958 2.958 2.875 2.688 3.113 2.969 2.732 2.928 2.969

50～59歳 182 2.971 3.000 2.982 2.744 3.000 2.884 2.727 2.908 2.960

60～69歳 229 2.990 3.049 3.098 2.754 3.112 3.033 2.854 2.928 3.048

70～79歳 165 3.129 3.122 3.176 2.923 3.367 3.064 2.924 3.034 3.048

80歳以上 88 3.085 3.086 3.220 3.136 3.478 3.323 3.063 3.113 3.159

自営業 71 3.034 3.000 3.017 2.724 3.076 2.873 2.968 2.855 2.938

専門職 40 3.108 3.081 3.000 2.703 3.150 3.103 2.921 2.946 3.158

会社員 200 2.884 2.941 2.979 2.753 3.138 2.942 2.772 2.880 2.974

公務員・教職員 28 3.037 3.107 3.107 2.929 2.964 2.893 2.786 2.857 2.857

派遣契約社員 105 3.010 2.980 3.030 2.703 3.098 2.960 2.772 2.950 3.079

無職 229 2.979 3.061 3.131 2.842 3.240 3.098 2.872 3.000 3.043

家事 192 3.049 3.125 3.082 2.870 3.222 3.072 2.929 3.056 3.123

学生 22 2.909 2.909 3.045 2.773 3.091 3.182 3.091 3.091 2.955

その他 48 3.026 3.000 3.231 2.821 3.250 3.024 2.762 2.951 3.000

単身 111 2.956 3.023 3.161 2.830 3.111 3.021 2.884 2.933 2.978

夫婦 269 2.956 3.027 3.078 2.819 3.258 3.030 2.850 2.961 3.030

２世代 438 3.007 3.025 3.005 2.767 3.134 3.005 2.827 2.958 3.034

３世代以上 77 3.014 3.042 3.194 2.836 3.200 3.095 2.892 2.959 3.080

その他 46 3.000 3.086 3.143 2.857 3.139 2.943 3.086 3.029 3.086

みなと 46 2.907 3.000 3.140 2.767 3.222 3.136 3.114 3.071 3.071

天領 45 3.143 3.122 3.150 3.000 3.209 3.119 2.976 3.073 3.214

駛馬南 36 2.897 3.034 3.000 2.500 3.233 3.000 2.759 2.833 3.226

駛馬北 41 2.861 2.971 2.971 2.735 3.194 2.971 2.882 3.000 2.886

天の原 39 3.000 3.125 3.031 2.903 3.229 3.152 2.943 2.938 3.091

玉川 34 3.000 3.143 3.069 2.929 3.419 3.143 3.069 2.964 3.000

上官 18 3.143 3.571 3.571 3.000 3.500 3.214 3.071 3.133 2.929

大牟田 74 3.059 3.134 2.970 2.765 3.200 2.958 2.928 2.925 3.059

大正 44 2.897 2.973 2.974 2.789 3.325 2.895 2.949 3.086 3.205

中友 24 3.000 2.667 2.909 2.652 3.043 2.739 2.565 2.864 2.955

明治 38 3.118 2.939 3.088 2.735 3.351 3.029 2.778 3.056 2.944

白川 51 2.932 3.023 3.023 2.977 3.040 2.809 2.714 2.792 3.063

平原 43 3.028 3.059 3.212 2.909 3.077 3.056 2.972 3.000 3.054

高取 42 3.105 3.054 3.056 2.757 3.211 3.051 2.816 3.054 3.053

三池 62 2.865 2.944 3.111 2.673 3.119 3.035 2.807 2.877 2.852

羽山台 33 3.031 2.968 3.100 2.871 3.000 2.939 2.688 2.906 3.000

銀水 79 3.028 3.085 3.071 2.700 3.108 3.014 2.781 2.958 3.000

上内 16 2.625 2.786 3.267 3.000 2.688 2.867 2.625 2.733 3.200

吉野 65 2.982 3.018 3.036 2.947 3.190 3.183 2.864 3.102 3.109

倉永 49 2.950 2.947 3.050 2.590 3.190 3.050 2.756 2.947 3.050

手鎌 59 3.000 3.054 2.946 2.836 3.125 2.982 2.877 2.860 2.912

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【教育文化の満足度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
9.5

4.6

4.8

3.0

2.0

3.6

28.8

17.6

16.4

12.0

9.3

11.1

44.7

53.3

54.3

60.7

63.9

69.5

8.7

13.9

13.0

11.2

8.7

6.8

2.7

4.4

3.7

3.4

3.4

2.4

5.5

6.3

7.8

9.6

12.6

6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所・病院など医療施設

救急・先進医療

高齢者福祉サービス

障害者福祉サービス

児童福祉サービス

健康づくりの取組み

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答無回答

③ 医療・福祉に関する満足度 

医療・福祉に関する分野についてみると、満足度は、「診療所・病院など医療施設」が 38.3％で

最も高く、次いで、「救急・先進医療」が 22.2％、「高齢者福祉サービス」が 21.2％となっていま

す。満足度の最も低いのは、「児童福祉サービス」の 11.3％です。 

 

 

■医療・福祉の満足度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

診
療
所
・
病
院
な
ど
医
療
施
設

救
急
・
先
進
医
療

高
齢
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス

障
害
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス

児
童
福
祉
サ
ー

ビ
ス

健
康
づ
く
り
の
取
組
み

全体 957 3.357 3.043 3.062 3.000 2.974 3.071

男性 394 3.350 3.035 3.005 2.995 2.918 3.008

女性 553 3.355 3.039 3.099 2.992 3.011 3.105

18～19歳 14 3.000 2.714 3.357 3.000 2.929 2.929

20～29歳 73 3.236 2.887 3.028 2.944 2.930 2.915

30～39歳 94 3.516 3.118 3.111 3.067 2.957 3.065

40～49歳 100 3.258 2.938 2.979 2.979 2.896 2.979

50～59歳 182 3.265 2.966 2.978 2.909 2.889 2.989

60～69歳 229 3.315 2.982 3.023 3.000 3.019 3.059

70～79歳 165 3.417 3.181 3.185 3.038 3.060 3.161

80歳以上 88 3.676 3.362 3.174 3.094 3.089 3.386

自営業 71 3.446 2.970 3.143 3.016 2.951 3.077

専門職 40 3.400 3.077 3.154 3.000 3.000 3.025

会社員 200 3.291 2.959 2.881 2.943 2.871 2.949

公務員・教職員 28 3.250 3.179 3.179 3.000 2.893 3.000

派遣契約社員 105 3.212 2.913 3.039 3.030 3.000 3.049

無職 229 3.457 3.142 3.059 3.000 2.967 3.094

家事 192 3.411 3.105 3.178 3.030 3.101 3.171

学生 22 3.182 2.864 3.364 3.045 3.000 3.136

その他 48 3.140 2.952 3.073 2.950 2.950 3.119

単身 111 3.214 2.960 2.908 2.883 2.911 3.000

夫婦 269 3.394 3.036 3.058 2.991 2.982 3.053

２世代 438 3.344 3.057 3.077 3.015 2.980 3.083

３世代以上 77 3.432 3.027 3.189 3.054 2.986 3.110

その他 46 3.462 3.081 3.077 2.974 2.971 3.026

みなと 46 3.356 2.978 3.178 3.024 3.122 3.273

天領 45 3.659 3.238 3.195 3.200 3.231 3.238

駛馬南 36 3.400 3.029 3.063 2.970 3.032 3.000

駛馬北 41 3.432 3.000 3.135 3.083 2.972 3.184

天の原 39 3.324 3.114 3.176 3.088 2.938 3.086

玉川 34 3.323 2.867 3.103 2.867 3.036 3.226

上官 18 3.353 2.882 2.941 2.938 3.000 3.133

大牟田 74 3.500 3.129 3.254 3.056 3.000 3.043

大正 44 3.615 3.244 3.025 3.024 3.027 3.122

中友 24 3.273 3.000 2.955 2.810 2.810 3.045

明治 38 3.270 2.973 3.028 3.057 2.944 3.028

白川 51 3.314 3.020 3.100 2.872 2.957 2.920

平原 43 3.250 2.947 3.184 3.114 2.971 3.179

高取 42 3.256 3.051 2.947 3.000 3.053 2.950

三池 62 3.169 2.914 3.000 3.037 3.000 3.034

羽山台 33 3.364 2.969 3.030 2.935 2.935 2.909

銀水 79 3.429 3.078 3.014 2.945 2.775 3.039

上内 16 2.867 3.188 3.214 2.875 3.000 2.875

吉野 65 3.349 3.033 2.935 2.915 2.914 3.000

倉永 49 3.214 2.900 2.951 3.024 2.974 3.024

手鎌 59 3.362 3.103 2.930 2.930 2.911 3.088

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【医療・福祉の満足度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
1.5

0.6

1.3

6.4

9.6

2.5

9.7

1.8

5.7

10.8

16.7

8.8

61.3

29.4

48.6

57.5

58.9

68.9

13.0

37.7

27.4

14.5

6.1

7.5

2.8

21.5

10.1

6.0

1.7

2.8

11.7

9.0

6.9

4.9

7.0

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て環境

働く場所の多さ

まち並みやまちの景観

市役所の窓口サービス

市からの情報提供

（広報おおむた、公式ＨＰ）

市民活動やボランティアに

対する市のサポート

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答無回答

④ その他に関する満足度 

その他の分野についてみると、満足度は、「市からの情報提供（広報おおむた、公式ＨＰ）」が

26.3％と最も高く、次いで、「市役所の窓口サービス」が 17.2％となっています。 

満足度の最も低いのは、「働く場所の多さ」が 2.4％と低く、不満度が 59.2％と高くなっていま

す。 

不満度についてみると、「まち並みやまちの景観」が 37.5％と高くなっています。 

 

 

■その他の満足度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

子
育
て
環
境

働
く
場
所
の
多
さ

ま
ち
並
み
や
ま
ち
の
景
観

市
役
所
の
窓
口
サ
ー

ビ
ス

市
か
ら
の
情
報
提
供
（

広
報
お
お
む

た
、

公
式
Ｈ
Ｐ
）

市
民
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
対
す

る
市
の
サ
ポ
ー

ト

全体 957 2.933 2.146 2.577 2.969 3.285 3.007

男性 394 2.886 2.112 2.519 2.958 3.190 2.921

女性 553 2.967 2.164 2.613 2.958 3.346 3.059

18～19歳 14 2.786 2.429 2.643 3.071 3.214 2.857

20～29歳 73 2.806 2.125 2.542 2.746 3.070 2.915

30～39歳 94 2.867 2.424 2.626 2.758 3.239 3.000

40～49歳 100 2.938 2.122 2.588 2.835 3.104 2.938

50～59歳 182 2.902 1.888 2.480 2.771 3.146 2.949

60～69歳 229 2.938 2.092 2.530 2.877 3.241 2.962

70～79歳 165 2.984 2.214 2.559 3.289 3.556 3.105

80歳以上 88 3.169 2.492 2.924 3.560 3.725 3.281

自営業 71 2.935 2.077 2.569 3.075 3.269 2.800

専門職 40 2.921 2.410 2.725 2.900 3.154 3.075

会社員 200 2.876 2.141 2.582 2.733 3.057 2.902

公務員・教職員 28 3.000 2.179 2.500 2.821 3.000 2.821

派遣契約社員 105 2.930 1.961 2.440 2.718 3.178 2.960

無職 229 2.941 2.128 2.564 3.196 3.428 3.061

家事 192 2.969 2.148 2.636 3.106 3.480 3.140

学生 22 2.909 2.318 2.636 2.955 3.273 3.091

その他 48 2.905 2.231 2.488 2.682 3.302 3.000

単身 111 2.899 2.032 2.476 2.943 3.210 2.927

夫婦 269 2.961 2.209 2.560 3.082 3.321 3.000

２世代 438 2.924 2.116 2.572 2.861 3.266 3.002

３世代以上 77 2.918 2.233 2.730 3.000 3.284 3.000

その他 46 2.972 2.054 2.629 3.103 3.361 3.189

みなと 46 2.775 2.049 2.419 2.929 3.405 3.100

天領 45 3.098 2.366 2.512 3.136 3.310 2.976

駛馬南 36 2.968 1.970 2.686 3.206 3.265 3.129

駛馬北 41 2.900 2.125 2.610 3.073 3.293 2.975

天の原 39 3.000 2.167 2.594 3.000 3.333 3.194

玉川 34 2.929 2.286 2.793 3.300 3.355 3.034

上官 18 2.714 1.500 2.500 3.059 3.667 2.867

大牟田 74 2.941 2.070 2.681 2.861 3.153 2.957

大正 44 2.972 2.282 2.821 2.800 3.053 2.921

中友 24 2.957 2.435 2.391 2.909 3.333 2.895

明治 38 2.941 2.028 2.571 2.857 3.389 3.028

白川 51 2.756 2.149 2.469 2.860 3.143 2.800

平原 43 2.939 2.182 2.684 3.050 3.553 3.257

高取 42 3.105 1.821 2.375 3.100 3.158 2.973

三池 62 2.943 2.196 2.508 2.915 3.333 2.982

羽山台 33 2.906 2.219 2.727 2.939 3.303 2.970

銀水 79 2.959 2.240 2.461 2.899 3.286 3.000

上内 16 3.071 2.375 2.467 3.063 3.286 3.000

吉野 65 2.983 2.283 2.610 3.066 3.359 3.000

倉永 49 2.816 2.024 2.525 2.837 3.341 3.025

手鎌 59 2.895 2.053 2.603 2.763 3.121 2.983

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【その他の満足度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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（５）分野別重要度 

次に４つの分野ごとに重要の状況をみることにします。 

① 生活・環境・安全に関する重要度 

生活・環境・安全に関する分野についてみると、重要度（「重要」＋「やや重要」、以下同様）は、

「防犯対策」（65.2％）をトップに、「買い物の便」（64.7％）、「風水害、地震などの防災対策」（64.7％）、

「消防・救急・救助体制」（62.1％）、「飲料水・水道施設の整備状況」（61.4％）などが 60％を超

える高い率となっています。 

 

 

■生活・環境・安全に関する重要度■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.6

45.4

38.9

25.5

27.8

38.2

33.0

28.2

25.7

44.3

35.1

43.6

45.0

22.9

16.0

19.7

20.1

23.7

26.5

25.5

25.9

21.1

17.8

25.9

21.1

20.2

25.7

25.8

25.9

40.0

31.1

22.8

25.6

30.9

38.3

26.3

26.9

22.9

21.8

1.9

0.7

2.1

1.5

2.9

0.6

2.2

2.1

2.9

0.3

0.9

0.7

0.9

0.3

0.1

0.8

0.3

0.4

0.1

0.4

0.5

0.5

0.1

0.2

0.1

0.1

14.6

12.0

12.5

12.6

14.0

11.7

13.3

12.3

11.4

11.2

11.0

11.6

11.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自然環境

飲料水・水道施設の整備状況

下水道の整備状況

住宅事情

公園・広場・子どもの遊び場所

買い物の便

通勤・通学などの公共交通の便

生活道路の整備状況

近所づきあいなどの人間関係

（支え合い）

消防・救急・救助体制

交通安全対策（カーブミラー・

ガードレールなどの充実）

風水害、地震などの防災対策

防犯対策

重要 やや重要 普通 あまり重要でない 重要でない 無回答無回答
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サ
ン
プ
ル
数

自
然
環
境

飲
料
水
・
水
道
施
設
の
整
備
状
況

下
水
道
の
整
備
状
況

住
宅
事
情

公
園
・
広
場
・
子
ど
も
の
遊
び
場
所

買
い
物
の
便

通
勤
・
通
学
な
ど
の
公
共
交
通
の
便

生
活
道
路
の
整
備
状
況

近
所
づ
き
あ
い
な
ど
の
人
間
関
係

（

支
え
合
い
）

消
防
・
救
急
・
救
助
体
制

交
通
安
全
対
策
（

カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー

・

ガ
ー

ド
レ
ー

ル
な
ど
の
充
実
）

風
水
害
、

地
震
な
ど
の
防
災
対
策

防
犯
対
策

全体 957 4.049 4.202 4.072 3.789 3.878 4.157 4.020 3.903 3.774 4.192 4.065 4.214 4.238

男性 394 3.953 4.120 3.997 3.744 3.819 4.040 3.948 3.896 3.742 4.178 3.989 4.113 4.157

女性 553 4.119 4.259 4.127 3.826 3.929 4.242 4.069 3.904 3.797 4.202 4.123 4.290 4.298

18～19歳 14 3.857 4.286 3.714 3.786 4.071 4.286 4.214 4.143 3.214 4.286 4.071 4.214 4.214

20～29歳 73 4.014 4.271 4.290 3.943 4.000 4.429 4.114 4.014 3.676 4.127 4.042 4.197 4.225

30～39歳 94 4.088 4.228 4.000 4.044 4.100 4.242 4.154 3.922 3.692 4.176 4.130 4.293 4.391

40～49歳 100 3.978 3.969 4.010 3.688 3.958 4.115 4.042 3.884 3.684 4.094 4.031 4.167 4.156

50～59歳 182 4.147 4.182 4.099 3.789 3.847 4.118 4.118 3.918 3.791 4.170 4.115 4.222 4.256

60～69歳 229 4.047 4.272 4.119 3.856 3.773 4.176 3.970 3.961 3.811 4.314 4.096 4.282 4.293

70～79歳 165 3.935 4.190 4.008 3.480 3.702 4.015 3.766 3.721 3.802 4.098 3.984 4.115 4.094

80歳以上 88 4.143 4.242 4.016 3.850 4.067 4.109 4.018 3.836 4.032 4.258 3.983 4.150 4.220

自営業 71 4.049 4.180 3.966 3.900 3.831 4.016 3.807 3.839 3.919 4.226 4.094 4.313 4.242

専門職 40 4.225 4.175 4.125 3.974 3.949 4.375 4.150 3.923 3.875 4.026 3.925 4.050 4.175

会社員 200 4.000 4.178 4.111 3.803 3.857 4.100 4.095 3.952 3.611 4.183 4.021 4.193 4.293

公務員・教職員 28 4.308 4.115 3.885 3.808 3.846 4.000 4.077 3.923 3.808 4.231 4.115 4.115 4.154

派遣契約社員 105 4.032 4.134 4.020 3.763 3.825 4.094 3.927 3.763 3.677 3.980 4.051 4.143 4.152

無職 229 3.904 4.175 4.005 3.654 3.811 4.073 3.945 3.780 3.788 4.172 3.968 4.150 4.159

家事 192 4.175 4.265 4.158 3.891 4.038 4.329 4.104 4.074 3.970 4.367 4.251 4.389 4.377

学生 22 4.143 4.545 4.091 3.857 4.095 4.476 4.364 4.190 3.619 4.571 4.364 4.455 4.455

その他 48 4.171 4.286 4.200 3.722 3.833 4.139 3.769 3.811 3.658 4.028 3.974 4.028 4.000

単身 111 3.892 4.102 4.054 3.642 3.667 4.115 3.958 3.760 3.694 4.051 4.010 4.160 4.229

夫婦 269 4.000 4.263 4.076 3.781 3.805 4.049 3.890 3.934 3.712 4.176 4.044 4.222 4.230

２世代 438 4.094 4.184 4.092 3.841 3.972 4.219 4.115 3.937 3.820 4.219 4.097 4.264 4.273

３世代以上 77 4.246 4.357 4.000 3.900 4.043 4.129 3.944 3.845 3.887 4.352 4.000 4.100 4.261

その他 46 4.000 4.081 4.108 3.600 3.636 4.405 4.139 3.833 3.703 4.194 4.237 4.158 4.057

みなと 46 4.116 4.116 4.143 3.750 4.024 4.279 3.905 3.833 3.767 4.071 4.143 4.326 4.326

天領 45 4.125 4.357 4.244 3.974 4.225 4.250 4.317 4.098 4.000 4.429 4.143 4.220 4.349

駛馬南 36 4.212 4.424 4.545 3.939 4.212 4.294 4.406 4.375 4.088 4.469 4.353 4.516 4.667

駛馬北 41 3.938 4.222 4.000 3.571 3.611 4.222 3.778 3.757 3.611 4.222 4.000 4.167 4.194

天の原 39 3.967 4.419 4.242 3.833 3.690 4.000 4.233 3.813 3.645 4.094 4.031 4.212 4.419

玉川 34 4.000 4.462 4.292 3.808 3.833 4.308 4.208 4.074 3.885 4.333 4.111 4.222 4.115

上官 18 4.000 4.286 4.286 4.000 3.923 4.643 4.500 3.714 3.867 4.267 4.000 4.357 4.385

大牟田 74 4.090 4.273 4.197 3.882 4.063 4.167 4.136 3.864 3.621 4.227 4.101 4.324 4.368

大正 44 3.811 4.105 4.053 3.868 3.842 4.270 4.081 3.816 3.763 4.000 3.895 3.974 4.135

中友 24 3.952 4.048 4.143 3.667 3.714 4.143 4.143 3.857 3.952 4.190 3.905 4.190 4.100

明治 38 3.879 4.086 4.059 4.000 3.824 4.200 3.886 3.970 3.758 4.171 4.114 4.314 4.222

白川 51 3.711 3.915 3.851 3.723 3.826 4.021 3.800 3.681 3.542 4.000 4.087 4.213 4.234

平原 43 3.844 4.059 3.912 3.714 3.636 4.111 3.824 3.818 3.649 4.114 3.794 3.971 4.059

高取 42 3.947 4.103 3.816 3.821 3.744 4.179 3.811 3.846 3.667 4.200 3.925 3.974 4.128

三池 62 4.127 4.036 3.911 3.630 3.964 4.105 4.018 3.982 3.750 4.105 4.241 4.123 4.228

羽山台 33 3.968 3.938 3.813 3.594 3.531 3.844 3.688 3.719 3.500 3.844 3.906 4.031 3.844

銀水 79 4.116 4.371 4.205 3.855 3.819 4.155 4.014 3.973 3.863 4.370 4.225 4.408 4.329

上内 16 4.357 4.200 4.200 3.867 3.929 4.200 4.200 3.467 3.800 3.933 4.067 4.200 4.200

吉野 65 4.169 4.102 3.898 3.712 3.927 3.983 3.845 3.982 3.847 4.254 3.947 4.193 4.102

倉永 49 4.162 4.175 3.838 3.632 3.703 4.256 4.000 3.872 4.026 4.128 4.026 4.200 4.205

手鎌 59 4.208 4.415 4.057 3.852 4.019 4.130 4.094 3.962 3.778 4.278 4.036 4.236 4.250

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

【生活・環境・安全に関する重要度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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25.7

26.9

23.2

19.9

18.9

10.2

13.7

7.6

13.8

19.1

20.2

21.7

21.2

25.6

19.2

22.3

14.6

16.8

37.6

34.6

36.2

37.3

39.3

51.4

45.7

56.7

47.4

1.3

1.5

1.5

3.0

2.1

3.8

3.7

4.0

5.3

0.6

0.4

0.6

1.0

0.7

0.6

0.8

1.5

2.4

15.7

16.5

16.8

17.6

13.4

14.7

13.9

15.6

14.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前の教育環境

小・中学校・特別支援学校に

おける教育環境

高校（学校数、科目・コース）

大学・短大・専門学校

（学校数、学部）

文化施設（文化会館、

図書館など）

文化行事

体育施設（体育館、プールなど）

スポーツイベント

文化財(近代化遺産含む)の保護

重要 やや重要 普通 あまり重要でない 重要でない 無回答無回答

② 教育文化に関する重要度 

教育文化に関する分野では、重要度は、「小・中学校・特別支援学校における教育環境」（47.1％）

をトップに、「高校（学校数、科目・コース）」（44.9％）、「就学前の教育環境」（44.8％）、「文化施

設（文化会館、図書館など）」（44.5％）、「大学・短大・専門学校（学校数、学部）」（41.1％）など

が高くなっています。 

 

 

■教育文化の重要度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

就
学
前
の
教
育
環
境

小
・
中
学
校
・
特
別
支
援
学
校
に
お

け
る
教
育
環
境

高
校
（

学
校
数
、

科
目
・
コ
ー

ス
）

大
学
・
短
大
・
専
門
学
校
（

学
校

数
、

学
部
）

文
化
施
設
（

文
化
会
館
、

図
書
館
な

ど
）

文
化
行
事

体
育
施
設
（

体
育
館
、

プ
ー

ル
な

ど
）

ス
ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン
ト

文
化
財

(
近
代
化
遺
産
含
む

)

の
保

護

全体 957 3.807 3.857 3.786 3.677 3.691 3.407 3.515 3.272 3.400

男性 394 3.789 3.799 3.701 3.660 3.631 3.411 3.577 3.350 3.387

女性 553 3.822 3.905 3.849 3.694 3.734 3.406 3.473 3.214 3.411

18～19歳 14 4.000 4.071 4.071 3.643 3.714 3.571 3.500 3.143 3.357

20～29歳 73 3.729 3.714 3.681 3.521 3.563 3.329 3.338 2.986 3.211

30～39歳 94 4.033 4.144 3.932 3.727 3.500 3.207 3.402 3.087 3.185

40～49歳 100 3.792 3.896 3.937 3.768 3.684 3.305 3.568 3.168 3.253

50～59歳 182 3.749 3.814 3.780 3.619 3.754 3.435 3.576 3.287 3.491

60～69歳 229 3.862 3.870 3.771 3.736 3.720 3.475 3.565 3.413 3.455

70～79歳 165 3.664 3.718 3.604 3.648 3.758 3.487 3.496 3.318 3.513

80歳以上 88 3.796 3.833 3.815 3.706 3.732 3.482 3.545 3.509 3.526

自営業 71 3.780 3.700 3.661 3.667 3.629 3.361 3.541 3.417 3.371

専門職 40 3.892 3.784 3.806 3.703 3.700 3.487 3.447 3.053 3.237

会社員 200 3.809 3.785 3.772 3.670 3.595 3.341 3.529 3.202 3.314

公務員・教職員 28 4.000 4.038 3.846 3.538 3.654 3.385 3.615 3.308 3.385

派遣契約社員 105 3.674 3.771 3.745 3.622 3.582 3.278 3.351 3.073 3.371

無職 229 3.708 3.790 3.643 3.617 3.687 3.405 3.449 3.326 3.373

家事 192 3.962 4.103 4.045 3.857 3.944 3.609 3.687 3.442 3.620

学生 22 3.909 4.136 3.952 3.818 3.682 3.500 3.455 3.227 3.364

その他 48 3.676 3.730 3.639 3.541 3.579 3.231 3.513 3.216 3.462

単身 111 3.782 3.714 3.595 3.590 3.637 3.389 3.457 3.337 3.432

夫婦 269 3.739 3.790 3.730 3.737 3.670 3.457 3.453 3.316 3.419

２世代 438 3.876 3.938 3.857 3.708 3.725 3.387 3.553 3.234 3.347

３世代以上 77 3.841 3.882 3.897 3.612 3.667 3.471 3.643 3.329 3.586

その他 46 3.500 3.758 3.667 3.455 3.706 3.303 3.424 3.219 3.588

みなと 46 3.900 4.025 3.927 3.707 3.884 3.452 3.714 3.366 3.575

天領 45 4.098 4.024 3.846 3.718 3.738 3.439 3.476 3.375 3.268

駛馬南 36 4.034 4.179 4.138 4.148 3.867 3.536 3.655 3.414 3.839

駛馬北 41 3.571 3.611 3.556 3.727 3.559 3.471 3.441 3.161 3.229

天の原 39 3.935 3.862 3.793 3.714 3.516 3.310 3.367 3.276 3.290

玉川 34 3.857 3.917 3.792 3.792 3.577 3.375 3.542 3.333 3.615

上官 18 4.167 4.167 4.167 4.500 3.583 3.500 3.417 3.000 3.417

大牟田 74 4.090 4.015 4.061 3.742 3.868 3.537 3.672 3.373 3.412

大正 44 3.622 3.778 3.667 3.528 3.703 3.361 3.368 3.167 3.405

中友 24 3.810 3.800 3.500 3.667 3.905 3.667 3.762 3.476 3.619

明治 38 3.735 3.794 3.758 3.625 3.618 3.294 3.471 3.059 3.206

白川 51 3.628 3.690 3.667 3.452 3.617 3.304 3.521 3.213 3.191

平原 43 3.806 3.903 3.742 3.710 3.600 3.324 3.545 3.281 3.441

高取 42 3.605 3.730 3.514 3.432 3.216 3.132 3.378 3.083 3.216

三池 62 3.709 4.000 3.745 3.768 3.786 3.436 3.411 3.236 3.630

羽山台 33 3.484 3.552 3.467 3.448 3.613 3.313 3.419 3.161 3.194

銀水 79 3.809 3.809 3.851 3.806 3.814 3.478 3.565 3.358 3.478

上内 16 3.667 3.571 3.571 3.143 3.533 3.333 3.267 3.200 3.429

吉野 65 3.782 3.857 3.804 3.589 3.737 3.456 3.534 3.298 3.339

倉永 49 3.553 3.658 3.514 3.649 3.590 3.231 3.308 3.105 3.184

手鎌 59 4.019 3.885 4.058 3.588 3.615 3.453 3.642 3.358 3.434

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【教育文化の重要度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
44.5

45.0

37.4

32.1

28.4

22.5

22.9

22.5

23.0

21.9

21.0

21.8

20.4

20.0

24.3

30.1

32.9

40.6

0.4

0.5

1.5

1.1

1.3

2.2

0.1

0.1

0.5

0.4

0.7

0.6

11.7

11.9

13.3

14.3

15.7

12.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診療所・病院など医療施設

救急・先進医療

高齢者福祉サービス

障害者福祉サービス

児童福祉サービス

健康づくりの取組み

重要 やや重要 普通 あまり重要でない 重要でない 無回答無回答

③ 医療・福祉に関する重要度 

医療・福祉に関する分野についてみると、重要度は、「救急・先進医療」（67.5％）、「診療所・病

院など医療施設」（67.4％）、「高齢者福祉サービス」（60.4％）がいずれも 60％を超える高い率と

なっています。最も低い「健康づくりの取組み」で 44.3％あり、市民の医療・福祉分野に対する

重要度がうかがえます。 

 

 

■医療・福祉の重要度■ 
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サ
ン
プ
ル
数

診
療
所
・
病
院
な
ど
医
療
施
設

救
急
・
先
進
医
療

高
齢
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス

障
害
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス

児
童
福
祉
サ
ー

ビ
ス

健
康
づ
く
り
の
取
組
み

全体 957 4.260 4.269 4.099 3.982 3.891 3.721

男性 394 4.181 4.184 4.081 3.910 3.830 3.697

女性 553 4.325 4.337 4.121 4.038 3.939 3.742

18～19歳 14 4.214 4.286 4.214 4.214 4.071 3.357

20～29歳 73 4.211 4.070 3.986 3.857 3.886 3.557

30～39歳 94 4.272 4.304 3.876 3.775 3.912 3.500

40～49歳 100 4.232 4.208 4.031 3.906 3.875 3.579

50～59歳 182 4.257 4.287 4.163 4.006 3.905 3.821

60～69歳 229 4.316 4.420 4.228 4.090 3.889 3.761

70～79歳 165 4.185 4.164 4.065 3.958 3.804 3.800

80歳以上 88 4.390 4.237 4.172 4.164 4.019 3.983

自営業 71 4.111 4.175 4.049 3.950 3.733 3.556

専門職 40 4.175 4.179 4.000 3.921 3.973 3.625

会社員 200 4.242 4.241 4.106 3.899 3.862 3.637

公務員・教職員 28 4.154 4.154 3.962 3.769 3.808 3.692

派遣契約社員 105 4.206 4.237 4.010 3.866 3.845 3.582

無職 229 4.217 4.218 4.066 3.961 3.828 3.775

家事 192 4.460 4.476 4.258 4.204 4.079 3.940

学生 22 4.318 4.318 4.182 4.091 4.000 3.591

その他 48 4.300 4.308 4.243 4.179 3.949 3.846

単身 111 4.229 4.305 4.194 4.088 3.865 3.726

夫婦 269 4.302 4.305 4.121 3.939 3.827 3.754

２世代 438 4.259 4.267 4.091 3.998 3.940 3.697

３世代以上 77 4.319 4.261 4.116 4.014 3.926 3.809

その他 46 4.237 4.222 4.026 3.861 3.818 3.757

みなと 46 4.227 4.279 4.000 3.897 4.051 3.810

天領 45 4.419 4.310 4.250 4.158 3.923 3.780

駛馬南 36 4.706 4.576 4.438 4.364 4.258 3.903

駛馬北 41 4.278 4.306 4.314 4.167 4.000 3.778

天の原 39 4.516 4.394 4.161 4.065 3.828 3.656

玉川 34 4.214 4.500 4.115 4.208 4.083 3.889

上官 18 4.643 4.429 4.286 4.071 4.250 3.846

大牟田 74 4.338 4.324 4.118 4.029 3.985 3.779

大正 44 4.000 4.053 3.842 3.526 3.500 3.737

中友 24 4.238 4.476 4.200 4.100 3.900 4.000

明治 38 4.371 4.257 4.294 4.086 4.029 3.457

白川 51 4.085 4.255 4.021 4.044 3.911 3.574

平原 43 4.029 4.059 3.750 3.688 3.647 3.735

高取 42 4.316 4.289 3.947 3.730 3.865 3.615

三池 62 4.232 4.250 4.054 3.873 3.800 3.857

羽山台 33 4.097 4.000 4.031 3.700 3.700 3.563

銀水 79 4.271 4.357 4.087 4.088 3.925 3.757

上内 16 4.133 4.200 4.071 3.933 3.429 3.733

吉野 65 4.203 4.172 4.259 4.105 3.965 3.780

倉永 49 4.154 4.263 3.846 3.744 3.579 3.475

手鎌 59 4.283 4.148 4.170 4.000 3.962 3.566

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【医療・福祉の重要度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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④ その他に関する重要度 

その他の分野についてみると、重要度は、「働く場所の多さ」が 68.6％と特に高く、「子育て環

境」も 52.6％と半数を超えています。次いで、「まち並みやまちの景観」（49.9％）、「市役所の窓

口サービス」（47.6％）となっています。 

 

 

■その他の重要度■ 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
33.0

48.0

20.7

25.4

20.8

14.5

19.6

20.6

29.2

22.2

20.2

18.2

28.1

14.1

34.3

39.3

44.1

49.4

1.5

2.2

2.2

0.8

0.9

2.0

0.3

0.5

0.5

0.3

0.5

0.5

17.5

14.6

13.2

12.0

13.5

15.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て環境

働く場所の多さ

まち並みやまちの景観

市役所の窓口サービス

市からの情報提供

（広報おおむた、公式ＨＰ）

市民活動やボランティアに

対する市のサポート

重要 やや重要 普通 あまり重要でない 重要でない 無回答無回答
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サ
ン
プ
ル
数

子
育
て
環
境

働
く
場
所
の
多
さ

ま
ち
並
み
や
ま
ち
の
景
観

市
役
所
の
窓
口
サ
ー

ビ
ス

市
か
ら
の
情
報
提
供
（

広
報
お
お
む

た
、

公
式
Ｈ
Ｐ
）

市
民
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
対
す

る
市
の
サ
ポ
ー

ト

全体 957 4.013 4.327 3.775 3.812 3.691 3.522

男性 394 3.931 4.301 3.736 3.751 3.623 3.532

女性 553 4.082 4.357 3.805 3.857 3.739 3.514

18～19歳 14 4.071 4.071 3.571 3.571 3.357 3.429

20～29歳 73 4.087 4.420 3.789 3.671 3.557 3.300

30～39歳 94 4.284 4.300 3.678 3.780 3.589 3.348

40～49歳 100 3.938 4.375 3.705 3.695 3.474 3.358

50～59歳 182 4.104 4.459 3.840 3.814 3.633 3.547

60～69歳 229 3.948 4.391 3.833 3.878 3.752 3.619

70～79歳 165 3.787 4.079 3.740 3.837 3.855 3.607

80歳以上 88 4.057 4.193 3.764 3.983 4.035 3.788

自営業 71 3.966 4.339 3.806 3.968 3.836 3.754

専門職 40 4.105 4.342 3.825 3.575 3.590 3.500

会社員 200 3.989 4.464 3.714 3.732 3.478 3.360

公務員・教職員 28 4.115 4.308 3.846 3.500 3.538 3.615

派遣契約社員 105 4.000 4.289 3.708 3.820 3.612 3.367

無職 229 3.877 4.264 3.724 3.898 3.809 3.598

家事 192 4.196 4.399 3.939 3.915 3.847 3.658

学生 22 4.000 4.045 3.636 3.818 3.455 3.500

その他 48 4.000 4.081 3.806 3.595 3.833 3.432

単身 111 3.881 4.337 3.821 3.905 3.648 3.438

夫婦 269 3.961 4.264 3.759 3.739 3.724 3.541

２世代 438 4.061 4.373 3.782 3.824 3.649 3.516

３世代以上 77 4.179 4.353 3.794 3.779 3.836 3.667

その他 46 3.935 4.343 3.697 4.027 3.818 3.457

みなと 46 4.000 4.375 4.000 3.875 3.700 3.590

天領 45 4.263 4.439 3.762 3.833 3.683 3.550

駛馬南 36 4.200 4.625 3.939 3.813 3.938 3.667

駛馬北 41 3.861 4.389 3.568 3.917 3.730 3.579

天の原 39 3.967 4.406 3.613 3.767 3.600 3.452

玉川 34 4.125 4.280 3.680 3.852 3.852 3.577

上官 18 4.333 4.667 4.000 4.286 3.846 3.462

大牟田 74 4.164 4.397 3.870 3.884 3.652 3.448

大正 44 4.059 4.184 3.639 3.590 3.556 3.441

中友 24 4.000 4.450 3.850 3.947 3.737 3.778

明治 38 4.030 4.324 3.818 3.647 3.606 3.364

白川 51 4.116 4.267 3.674 3.708 3.574 3.455

平原 43 3.871 4.273 3.727 3.657 3.735 3.613

高取 42 3.865 4.316 3.658 3.737 3.474 3.405

三池 62 4.000 4.170 3.870 3.842 3.736 3.566

羽山台 33 3.767 4.000 3.548 3.613 3.645 3.452

銀水 79 4.045 4.388 3.761 3.836 3.634 3.493

上内 16 4.214 4.400 3.667 3.600 3.500 3.400

吉野 65 3.868 4.143 3.828 3.982 3.895 3.679

倉永 49 3.763 4.250 3.667 3.923 3.667 3.436

手鎌 59 4.058 4.538 3.889 3.727 3.630 3.500

太字 全体よりも1.05倍以上高い

斜字 全体より0.95倍以下低い

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

小
　
学
　
校
　
区
　
別

【その他の重要度】（平均スコア）（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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33.4

30.5

22.9

18.2

16.9

16.6

13.7

10.7

8.2

6.0

5.7

3.0

1.8

1.8

3.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

福祉・医療が充実しているまち

安心して、子どもを産み、育てられるまち

商業・サービス業が盛んで賑わっているまち

九州新幹線や有明海沿岸道路などの交通の便を

活かした交流の盛んなまち

技術集積を活かした"ものづくり"の盛んなまち

大蛇山や近代化産業遺産などの固有の地域資源を

活かした観光客で賑わっているまち

防災・防犯の機能が充実しているまち

自然環境に恵まれたまち

隣近所で支え合うまち

農林水産業を大切にし、自然と調和のとれているまち

市民が積極的にまちづくりに参加する、市民協働のまち

歴史と文化の香りただよう教育文化の盛んなまち

外国人が訪れやすく、住みやすいまち

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

福祉・医療が充実しているまち 33.4%

安心して、子どもを産み、育てられるまち 30.5%

商業・サービス業が盛んで賑わっているまち 22.9%

高齢者や障害者をはじめとする誰もが安心して暮らせる都市 52.9%

商業・サービス業が盛んで賑わいのある都市 22.1%

技術集積を活かした”ものづくり”の盛んな都市 19.1%

高齢者や障害者をはじめとする誰もが安心して暮らせる都市 47.4%

緑にあふれ、快適な住環境に恵まれた都市 24.3%

商業・サービス業が盛んで賑わいのある都市 22.5%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

８ まちづくりの方向性（問８） 

 

まちづくりの方向性 

福祉・医療が充実しているまち ··················· 33.4％ 

安心して、子どもを産み、育てられるまち ········· 30.5％ 

商業・サービス業が盛んで賑わっているまち ······· 22.9％ 

■ まちづくりの方向 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大牟田市が将来どのようなまちになってほしいかをみると、「福祉・医療が充実しているまち」が

33.4％と最も多くなっています。次いで、「安心して、子どもを産み、育てられるまち」が 30.5％、

「商業・サービス業が盛んで賑わっているまち」が 22.9％となっています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

 

 

問８．まちづくりの方向性 

大牟田市は将来どのようなまちになってほしいですか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

技
術
集
積
を
活
か
し
た
"
も
の
づ
く

り
"
の
盛
ん
な
ま
ち

商
業
・
サ
ー

ビ
ス
業
が
盛
ん
で
賑

わ
っ

て
い
る
ま
ち

大
蛇
山
や
近
代
化
産
業
遺
産
な
ど
の

固
有
の
地
域
資
源
を
活
か
し
た
観
光

客
で
賑
わ
っ

て
い
る
ま
ち

農
林
水
産
業
を
大
切
に
し
、

自
然
と

調
和
の
と
れ
て
い
る
ま
ち

九
州
新
幹
線
や
有
明
海
沿
岸
道
路
な

ど
の
交
通
の
便
を
活
か
し
た
交
流
の

盛
ん
な
ま
ち

自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
ま
ち

防
災
・
防
犯
の
機
能
が
充
実
し
て
い

る
ま
ち

福
祉
・
医
療
が
充
実
し
て
い
る
ま
ち

隣
近
所
で
支
え
合
う
ま
ち

安
心
し
て
、

子
ど
も
を
産
み
、

育
て

ら
れ
る
ま
ち

歴
史
と
文
化
の
香
り
た
だ
よ
う
教
育

文
化
の
盛
ん
な
ま
ち

市
民
が
積
極
的
に
ま
ち
づ
く
り
に
参

加
す
る
、

市
民
協
働
の
ま
ち

外
国
人
が
訪
れ
や
す
く
、

住
み
や
す

い
ま
ち

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 16.9 22.9 16.6 6.0 18.2 10.7 13.7 33.4 8.2 30.5 3.0 5.7 1.8 1.8 3.9

男　　性 394 21.6 22.6 14.7 7.4 21.3 10.4 14.5 31.5 7.4 26.1 2.8 6.6 3.0 2.3 3.0

女　　性 553 13.7 23.0 17.7 4.9 15.9 10.8 12.8 34.7 8.5 34.2 3.3 5.1 0.9 1.4 4.2

18～19歳 14 14.3 14.3 28.6 7.1 7.1 0.0 28.6 35.7 7.1 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

20～29歳 73 5.5 20.5 21.9 9.6 19.2 8.2 6.8 30.1 5.5 52.1 1.4 1.4 1.4 5.5 2.7

30～39歳 94 13.8 21.3 29.8 3.2 11.7 7.4 10.6 18.1 5.3 60.6 3.2 3.2 1.1 1.1 3.2

40～49歳 100 15.0 26.0 17.0 4.0 18.0 5.0 15.0 36.0 4.0 41.0 6.0 3.0 1.0 2.0 1.0

50～59歳 182 24.7 20.9 15.4 1.6 19.8 13.7 9.9 36.8 5.5 29.7 2.7 7.7 2.7 2.2 1.6

60～69歳 229 16.6 23.6 11.4 7.9 21.4 11.8 14.4 32.8 6.6 29.7 2.2 8.7 2.2 2.2 3.1

70～79歳 165 18.2 26.1 9.7 10.3 15.8 13.3 18.8 37.6 15.2 10.3 2.4 4.8 1.8 0.6 5.5

80歳以上 88 15.9 20.5 21.6 3.4 19.3 9.1 13.6 36.4 13.6 13.6 5.7 4.5 1.1 0.0 11.4

自営業 71 16.9 28.2 8.5 16.9 18.3 9.9 11.3 21.1 7.0 32.4 1.4 8.5 2.8 4.2 4.2

専門職 40 15.0 15.0 25.0 5.0 20.0 15.0 5.0 25.0 15.0 47.5 2.5 2.5 5.0 0.0 0.0

会社員 200 19.5 24.5 20.0 3.0 21.0 10.5 14.0 33.5 3.5 36.0 0.5 4.5 1.5 2.0 1.0

公務員・教職員 28 14.3 28.6 7.1 3.6 21.4 7.1 3.6 28.6 7.1 50.0 10.7 10.7 0.0 3.6 0.0

派遣契約社員 105 20.0 16.2 21.0 4.8 17.1 6.7 14.3 30.5 9.5 42.9 4.8 4.8 1.9 1.0 0.0

無職 229 17.5 25.8 13.1 7.4 18.3 11.8 15.7 37.6 10.5 19.2 3.5 5.7 2.2 2.2 4.4

家事 192 16.7 21.4 15.1 3.1 15.1 13.0 12.0 37.0 6.8 27.6 5.2 6.8 1.6 0.5 5.7

学生 22 9.1 18.2 36.4 9.1 9.1 0.0 18.2 27.3 9.1 31.8 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5

その他 48 10.4 22.9 16.7 10.4 25.0 10.4 12.5 31.3 12.5 22.9 0.0 6.3 0.0 4.2 14.6

単身 111 21.6 26.1 18.9 5.4 18.0 10.8 18.0 36.9 14.4 18.9 1.8 4.5 0.9 0.9 2.7

夫婦 269 17.5 23.4 14.5 7.1 21.2 11.2 19.0 33.8 8.2 22.3 3.3 5.9 1.5 2.2 4.5

２世代 438 16.0 21.0 16.4 4.8 16.0 10.3 10.7 33.8 6.4 38.8 3.7 6.2 1.8 1.8 2.7

３世代以上 77 15.6 26.0 16.9 10.4 23.4 11.7 9.1 24.7 7.8 41.6 1.3 3.9 0.0 1.3 3.9

その他 46 17.4 21.7 23.9 4.3 10.9 10.9 6.5 34.8 6.5 17.4 2.2 4.3 8.7 2.2 8.7

みなと 46 30.4 17.4 8.7 4.3 23.9 15.2 4.3 21.7 8.7 37.0 4.3 2.2 0.0 0.0 6.5

天領 45 20.0 28.9 15.6 2.2 20.0 15.6 4.4 33.3 0.0 42.2 4.4 4.4 2.2 0.0 2.2

駛馬南 36 16.7 22.2 19.4 5.6 22.2 11.1 16.7 30.6 11.1 25.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6

駛馬北 41 19.5 17.1 14.6 4.9 4.9 4.9 19.5 51.2 9.8 31.7 2.4 4.9 2.4 2.4 2.4

天の原 39 35.9 15.4 15.4 2.6 15.4 2.6 7.7 41.0 5.1 17.9 5.1 10.3 5.1 0.0 12.8

玉川 34 14.7 14.7 17.6 17.6 17.6 17.6 20.6 35.3 8.8 17.6 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0

上官 18 5.6 38.9 33.3 11.1 11.1 11.1 16.7 27.8 5.6 16.7 0.0 5.6 0.0 5.6 5.6

大牟田 74 18.9 24.3 13.5 1.4 16.2 12.2 9.5 40.5 2.7 39.2 2.7 8.1 1.4 1.4 1.4

大正 44 13.6 27.3 15.9 2.3 18.2 9.1 22.7 20.5 9.1 27.3 6.8 4.5 2.3 0.0 6.8

中友 24 16.7 25.0 20.8 8.3 20.8 8.3 16.7 37.5 25.0 12.5 0.0 4.2 0.0 8.3 0.0

明治 38 13.2 18.4 23.7 2.6 23.7 10.5 10.5 36.8 5.3 39.5 0.0 2.6 2.6 2.6 2.6

白川 51 17.6 31.4 15.7 9.8 9.8 9.8 19.6 33.3 11.8 31.4 7.8 2.0 2.0 0.0 0.0

平原 43 18.6 27.9 16.3 2.3 14.0 14.0 11.6 32.6 2.3 27.9 7.0 4.7 4.7 0.0 9.3

高取 42 16.7 21.4 23.8 7.1 7.1 11.9 7.1 23.8 14.3 31.0 0.0 4.8 2.4 7.1 4.8

三池 62 21.0 21.0 22.6 4.8 21.0 11.3 14.5 27.4 9.7 32.3 3.2 8.1 0.0 1.6 1.6

羽山台 33 15.2 33.3 12.1 9.1 6.1 3.0 18.2 42.4 6.1 33.3 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0

銀水 79 13.9 13.9 12.7 6.3 20.3 10.1 20.3 29.1 7.6 32.9 2.5 12.7 1.3 1.3 2.5

上内 16 0.0 18.8 0.0 6.3 31.3 6.3 0.0 43.8 12.5 37.5 12.5 0.0 0.0 0.0 6.3

吉野 65 9.2 24.6 24.6 6.2 27.7 15.4 15.4 36.9 7.7 30.8 0.0 7.7 1.5 0.0 1.5

倉永 49 16.3 20.4 12.2 6.1 20.4 16.3 10.2 38.8 12.2 24.5 0.0 2.0 4.1 4.1 6.1

手鎌 59 11.9 27.1 11.9 8.5 25.4 1.7 11.9 27.1 6.8 35.6 3.4 8.5 3.4 3.4 3.4

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

【属性別クロス表】（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別》 

 「安心して、子どもを産み、育てられるまち」は女性が 34.2％に対し、男性は 26.1％と少なく

なっています。 

《年齢別》 

 「安心して、子どもを産み、育てられるまち」は 30～39 歳では 60.6％、20～29 歳では 52.1％、

40～49 歳では 41.0％と特に多くなっています。 
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52.6

28.2

25.1

21.6

16.1

15.7

8.9

5.0

1.9

4.1

0 10 20 30 40 50 60

企業誘致の推進

商店・個店の魅力づくり

地場企業の育成と競争力強化の促進

新エネルギー関連産業の振興

地域の特産品などの開発と育成

環境・リサイクル産業の振興

近代化産業遺産をはじめとした観光資源の活用

農林水産業の振興

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

企業誘致の推進 52.6%

商店・個店の魅力づくり 28.2%

地場企業の育成と競争力強化の促進 25.1%

企業誘致の推進 38.6%

地元企業の育成 37.0%

福祉関連産業の振興 16.5%

企業誘致の推進 50.2%

中小企業の育成 29.4%

環境･リサイクル産業の振興 15.1%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

９ 産業の振興のための重要な施策（問９） 

  

産業の振興のための重要な施策 

企業誘致の推進 ································· 52.6％ 

商店・個店の魅力づくり ························· 28.2％ 

地場企業の育成と競争力強化の促進 ··············· 25.1％ 

新エネルギー関連産業の振興 ····················· 21.6％ 

 

■ 産業の振興のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大牟田市の産業の振興のために重要な取組についてみると、「企業誘致の推進」が 52.6％と圧倒的

に多く、半数以上があげています。次いで、「商店・個店の魅力づくり」が 28.2％、「地場企業の育

成と競争力強化の促進」が 25.1％、「新エネルギー関連産業の振興」が 21.6％となっています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

 

 

問９．産業の振興のための重要な施策 

大牟田市の産業の振興を図るためには、どのような取組みが重要であると思いますか。（○は２

つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

企
業
誘
致
の
推
進

地
場
企
業
の
育
成
と
競

争
力
強
化
の
促
進

環
境
・
リ
サ
イ
ク
ル
産

業
の
振
興

新
エ
ネ
ル
ギ
ー

関
連
産

業
の
振
興

商
店
・
個
店
の
魅
力
づ

く
り

近
代
化
産
業
遺
産
を
は

じ
め
と
し
た
観
光
資
源

の
活
用

地
域
の
特
産
品
な
ど
の

開
発
と
育
成

農
林
水
産
業
の
振
興

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 52.6 25.1 15.7 21.6 28.2 8.9 16.1 5.0 1.9 4.1

男　　性 394 54.1 31.0 17.8 24.6 22.3 9.4 12.2 7.1 2.5 2.0

女　　性 553 51.5 21.3 14.3 19.5 32.0 8.3 19.2 3.4 1.3 5.2

18～19歳 14 42.9 0.0 14.3 21.4 42.9 0.0 35.7 0.0 0.0 0.0

20～29歳 73 42.5 26.0 13.7 17.8 32.9 8.2 15.1 5.5 1.4 2.7

30～39歳 94 37.2 19.1 16.0 25.5 30.9 19.1 21.3 2.1 2.1 1.1

40～49歳 100 53.0 28.0 15.0 28.0 26.0 8.0 10.0 6.0 2.0 2.0

50～59歳 182 54.4 29.1 23.6 22.0 23.6 6.0 13.2 2.7 2.7 3.3

60～69歳 229 59.0 25.8 13.5 20.5 28.4 7.9 17.9 5.2 1.7 3.1

70～79歳 165 53.3 23.6 15.2 21.8 30.9 7.3 15.2 9.1 1.8 4.2

80歳以上 88 56.8 27.3 9.1 15.9 23.9 10.2 20.5 3.4 0.0 12.5

自営業 71 59.2 25.4 5.6 12.7 32.4 5.6 18.3 14.1 2.8 1.4

専門職 40 40.0 27.5 15.0 17.5 37.5 12.5 27.5 5.0 0.0 0.0

会社員 200 53.0 30.5 19.0 23.5 26.5 7.5 10.0 3.5 3.0 1.5

公務員・教職員 28 39.3 46.4 10.7 32.1 10.7 14.3 17.9 10.7 7.1 0.0

派遣契約社員 105 56.2 31.4 19.0 20.0 23.8 7.6 13.3 4.8 1.0 3.8

無職 229 56.3 24.9 17.5 22.3 25.8 10.5 14.4 4.8 1.3 4.4

家事 192 53.6 18.8 12.5 23.4 28.1 9.4 20.8 3.1 0.5 6.8

学生 22 36.4 0.0 13.6 18.2 59.1 9.1 22.7 0.0 0.0 0.0

その他 48 41.7 18.8 16.7 22.9 37.5 6.3 25.0 4.2 4.2 8.3

単身 111 58.6 20.7 14.4 22.5 29.7 8.1 13.5 4.5 1.8 5.4

夫婦 269 56.9 27.1 13.0 25.3 25.3 7.4 17.8 5.9 3.0 3.7

２世代 438 49.3 26.3 17.4 21.0 28.1 9.6 15.8 4.1 1.4 3.0

３世代以上 77 54.5 27.3 18.2 20.8 24.7 7.8 15.6 9.1 1.3 2.6

その他 46 45.7 17.4 13.0 6.5 41.3 10.9 19.6 2.2 0.0 10.9

みなと 46 45.7 21.7 21.7 30.4 32.6 2.2 17.4 6.5 0.0 4.3

天領 45 64.4 26.7 13.3 28.9 28.9 8.9 13.3 0.0 0.0 0.0

駛馬南 36 63.9 25.0 19.4 36.1 16.7 5.6 2.8 2.8 5.6 2.8

駛馬北 41 41.5 26.8 14.6 29.3 31.7 7.3 26.8 4.9 0.0 4.9

天の原 39 56.4 41.0 7.7 15.4 25.6 5.1 15.4 0.0 0.0 12.8

玉川 34 61.8 26.5 20.6 11.8 20.6 8.8 14.7 14.7 0.0 5.9

上官 18 38.9 11.1 16.7 16.7 38.9 5.6 11.1 5.6 0.0 11.1

大牟田 74 40.5 32.4 20.3 24.3 32.4 10.8 9.5 2.7 4.1 4.1

大正 44 45.5 29.5 9.1 6.8 34.1 18.2 11.4 2.3 2.3 4.5

中友 24 75.0 8.3 20.8 12.5 29.2 4.2 8.3 0.0 4.2 0.0

明治 38 52.6 18.4 21.1 26.3 26.3 10.5 13.2 7.9 0.0 0.0

白川 51 49.0 39.2 13.7 19.6 25.5 3.9 17.6 2.0 0.0 2.0

平原 43 48.8 23.3 16.3 25.6 25.6 7.0 18.6 2.3 0.0 7.0

高取 42 54.8 23.8 16.7 9.5 28.6 9.5 19.0 7.1 0.0 7.1

三池 62 61.3 21.0 14.5 22.6 30.6 12.9 17.7 1.6 1.6 0.0

羽山台 33 54.5 42.4 9.1 18.2 24.2 9.1 18.2 0.0 3.0 3.0

銀水 79 55.7 20.3 16.5 24.1 27.8 12.7 21.5 7.6 2.5 0.0

上内 16 37.5 31.3 0.0 12.5 31.3 12.5 37.5 12.5 0.0 0.0

吉野 65 49.2 16.9 26.2 21.5 29.2 10.8 20.0 4.6 3.1 4.6

倉永 49 44.9 22.4 10.2 22.4 26.5 8.2 18.4 10.2 4.1 6.1

手鎌 59 61.0 23.7 11.9 16.9 25.4 5.1 15.3 11.9 1.7 3.4

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

【属性別クロス表】（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別》 

 男性は「地場企業の育成と競争力強化の促進」、女性は「商店・個店の魅力づくり」がトップと

なっており、性別により重視する項目に差がみられます。 
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39.3

31.2

23.8

20.2

19.5

13.5

10.6

9.8

4.9

2.7

2.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

多くの商店（店舗）が集まる商店街などの商業機能の充実

病院、高齢者福祉施設などの保健・医療・福祉機能の充実

バス乗り場や駐車場などの交通結節機能の向上

公園や緑地などの市民の憩う公共空間の整備

飲食物の提供を行う店舗が集まる飲食機能の充実

民間企業の事務所などが集まるオフィス機能の充実

教育・文化、市民活動など交流機能の充実

マンションや集合住宅などの居住環境の整備

行政サービス提供機能の導入

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

多くの商店（店舗）が集まる商店街などの商業機能の充実 39.3%

病院、高齢者福祉施設などの保健・医療・福祉機能の充実 31.2%

バス乗り場や駐車場などの交通結節機能の向上 23.8%

個性豊かな魅力ある商店街づくり 34.8%

商業集積施設の整備とあわせた公共公益施設やイベント空間づくり 25.4%

公園、緑地等の憩いの場づくり 20.6%

個性豊かな魅力ある商店街づくり 42.6%

公園、緑地等の憩いの場づくり 24.5%

都市型住宅（マンション等）の導入 11.5%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

10 中心市街地の活性化のための重要な施策（問 10） 

 

 

中心市街地の活性化のための重要な施策 

多くの商店（店舗）が集まる商店街などの商業機能の充実 ····· 39.3％ 

病院、高齢者福祉施設などの保健・医療・福祉機能の充実 ····· 31.2％ 

バス乗り場や駐車場などの交通結節機能の向上 ··············· 23.8％ 

公園や緑地などの市民の憩う公共空間の整備 ················· 20.2％ 

 

■ 中心市街地の活性化のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中心市街地（新栄町地区・築町地区・銀座地区を中心とした地区）の活性化のために重要な取組み

としては、「多くの商店（店舗）が集まる商店街などの商業機能の充実」（39.3％）をトップに、「病

院、高齢者福祉施設などの保健・医療・福祉機能の充実」（31.2％）、「バス乗り場や駐車場などの交

通結節機能の向上」（23.8％）、「公園や緑地などの市民の憩う公共空間の整備」（20.2％）などが多く

あげられています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

問１０．中心市街地の活性化のための重要な施策 

中心市街地（新栄町地区・築町地区・銀座地区を中心とした地区）の活性化のためには、今後、

どのような取組みが重要であると思いますか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

マ
ン
シ
ョ

ン
や
集
合
住
宅
な
ど
の

居
住
環
境
の
整
備

公
園
や
緑
地
な
ど
の
市
民
の
憩
う

公
共
空
間
の
整
備

病
院
、

高
齢
者
福
祉
施
設
な
ど
の

保
健
・
医
療
・
福
祉
機
能
の
充
実

飲
食
物
の
提
供
を
行
う
店
舗
が
集

ま
る
飲
食
機
能
の
充
実

民
間
企
業
の
事
務
所
な
ど
が
集
ま

る
オ
フ
ィ

ス
機
能
の
充
実

多
く
の
商
店
（

店
舗
）

が
集
ま
る

商
店
街
な
ど
の
商
業
機
能
の
充
実

教
育
・
文
化
、

市
民
活
動
な
ど
交

流
機
能
の
充
実

行
政
サ
ー

ビ
ス
提
供
機
能
の
導
入

バ
ス
乗
り
場
や
駐
車
場
な
ど
の
交

通
結
節
機
能
の
向
上

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 9.8 20.2 31.2 19.5 13.5 39.3 10.6 4.9 23.8 2.7 2.9

男　　性 394 11.7 20.6 28.7 21.1 14.7 40.1 11.9 5.3 23.6 3.6 1.8

女　　性 553 8.7 20.1 32.9 18.4 12.5 38.7 9.8 4.7 24.1 2.0 3.6

18～19歳 14 14.3 28.6 14.3 14.3 14.3 21.4 28.6 0.0 35.7 0.0 0.0

20～29歳 73 11.0 23.3 28.8 28.8 21.9 34.2 12.3 4.1 11.0 4.1 0.0

30～39歳 94 16.0 30.9 18.1 30.9 10.6 37.2 8.5 7.4 18.1 1.1 1.1

40～49歳 100 9.0 21.0 34.0 28.0 18.0 32.0 11.0 3.0 21.0 3.0 1.0

50～59歳 182 10.4 24.2 28.6 17.6 17.0 31.3 13.7 6.0 22.5 3.3 2.2

60～69歳 229 7.9 16.2 29.3 17.9 13.1 46.3 11.8 3.9 25.3 3.1 2.6

70～79歳 165 9.7 13.3 40.6 10.9 9.1 47.9 6.1 6.7 32.1 1.8 3.6

80歳以上 88 8.0 20.5 39.8 15.9 5.7 39.8 6.8 3.4 25.0 2.3 9.1

自営業 71 8.5 15.5 22.5 25.4 16.9 38.0 7.0 12.7 21.1 4.2 4.2

専門職 40 12.5 25.0 27.5 32.5 17.5 40.0 5.0 7.5 15.0 2.5 0.0

会社員 200 12.5 24.5 28.0 27.0 17.5 35.0 10.0 4.5 18.5 3.0 1.0

公務員・教職員 28 10.7 21.4 14.3 17.9 21.4 39.3 21.4 7.1 21.4 0.0 0.0

派遣契約社員 105 12.4 19.0 34.3 18.1 12.4 33.3 12.4 4.8 30.5 2.9 1.0

無職 229 9.2 18.3 31.9 15.3 9.6 47.6 10.9 2.6 27.5 3.5 3.5

家事 192 8.3 19.3 37.5 16.7 11.5 37.5 9.4 5.2 22.4 2.1 4.7

学生 22 9.1 31.8 13.6 13.6 18.2 31.8 22.7 0.0 27.3 0.0 0.0

その他 48 4.2 18.8 37.5 10.4 12.5 39.6 12.5 4.2 31.3 0.0 8.3

単身 111 7.2 13.5 38.7 15.3 12.6 41.4 9.9 3.6 23.4 4.5 5.4

夫婦 269 10.0 18.6 33.5 19.3 13.4 42.4 9.3 5.2 27.1 2.6 2.2

２世代 438 10.3 21.5 29.2 22.4 13.0 37.0 11.9 4.8 22.4 2.5 2.1

３世代以上 77 10.4 26.0 23.4 14.3 22.1 39.0 11.7 6.5 18.2 1.3 3.9

その他 46 13.0 21.7 32.6 10.9 6.5 37.0 8.7 6.5 30.4 2.2 4.3

みなと 46 6.5 30.4 19.6 19.6 15.2 39.1 13.0 6.5 21.7 0.0 4.3

天領 45 11.1 20.0 33.3 17.8 20.0 40.0 15.6 6.7 15.6 2.2 0.0

駛馬南 36 8.3 19.4 25.0 22.2 5.6 52.8 8.3 2.8 27.8 5.6 5.6

駛馬北 41 7.3 14.6 43.9 22.0 9.8 51.2 14.6 2.4 26.8 0.0 0.0

天の原 39 17.9 7.7 25.6 17.9 10.3 43.6 10.3 2.6 20.5 5.1 10.3

玉川 34 14.7 20.6 35.3 11.8 14.7 41.2 8.8 2.9 32.4 0.0 2.9

上官 18 0.0 22.2 44.4 11.1 5.6 50.0 5.6 5.6 16.7 0.0 5.6

大牟田 74 12.2 18.9 36.5 23.0 13.5 32.4 12.2 1.4 29.7 4.1 0.0

大正 44 9.1 18.2 18.2 20.5 22.7 31.8 13.6 4.5 22.7 2.3 4.5

中友 24 12.5 16.7 29.2 12.5 4.2 50.0 8.3 8.3 33.3 12.5 0.0

明治 38 15.8 23.7 23.7 21.1 18.4 39.5 7.9 5.3 13.2 0.0 2.6

白川 51 9.8 21.6 37.3 17.6 15.7 35.3 11.8 2.0 29.4 2.0 2.0

平原 43 4.7 18.6 37.2 20.9 14.0 39.5 2.3 2.3 25.6 0.0 11.6

高取 42 9.5 19.0 28.6 19.0 11.9 47.6 0.0 2.4 26.2 2.4 2.4

三池 62 14.5 19.4 32.3 14.5 16.1 37.1 17.7 1.6 16.1 3.2 0.0

羽山台 33 9.1 21.2 45.5 12.1 12.1 42.4 15.2 9.1 21.2 0.0 0.0

銀水 79 7.6 22.8 29.1 21.5 12.7 30.4 13.9 7.6 32.9 3.8 1.3

上内 16 12.5 12.5 31.3 25.0 0.0 31.3 6.3 12.5 18.8 12.5 6.3

吉野 65 4.6 26.2 27.7 26.2 13.8 44.6 6.2 10.8 18.5 0.0 3.1

倉永 49 6.1 22.4 28.6 22.4 16.3 26.5 14.3 8.2 18.4 2.0 4.1

手鎌 59 13.6 22.0 30.5 18.6 10.2 39.0 6.8 3.4 25.4 5.1 0.0

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 中心市街地の活性化のための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 「多くの商店（店舗）が集まる商店街などの商業機能の充実」は 60～69 歳（46.3％）、70～79

歳（47.9％）、「病院、高齢者福祉施設などの保健・医療・福祉機能の充実」は 70～79 歳（40.6％）

で 40％を超える高い率となっています。また、「飲食物の提供を行う店舗が集まる飲食機能の充

実」は 20～29 歳（28.8％）、30～39 歳（30.9％）、40～49 歳（28.0％）で多くなっています。 
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31.7

25.5

24.0

20.5

19.6

16.3

15.6

14.8

1.8

4.5

0 5 10 15 20 25 30 35

新エネルギー（太陽光発電など）の導入支援

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭などの

公害対策

自然とふれあえる緑地の整備

浄化槽や下水道の整備による生活排水対策

地球温暖化防止の取組み（事業活動・家庭に

おける省エネの推進）

環境に配慮した生活や行動ができる人の育成と

市民の環境美化活動

市民や行政による自然環境の保全に向けた取組み

環境負荷の少ない循環型社会の形成（リサイクルの

推進とごみ減量

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

新エネルギー（太陽光発電など）の導入支援 31.7%

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭などの
公害対策 25.5%

自然とふれあえる緑地の整備 24.0%

自然環境の保全や生態系に配慮した開発 25.9%

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭などの公害対策 25.1%

新エネルギー（太陽光発電等）の導入 24.9%

浄化槽や下水道の整備による排水対策 32.8%

自然環境の保全や生態系に配慮した開発 26.0%

緑化や環境美化の推進 18.5%

平　成
16年度

平　成
26年度

平　成
21年度

11 環境との共生のための重要な施策（問 11） 

 

環境との共生のための重要な施策 

新エネルギー（太陽光発電など）の導入支援 ·················· 31.7％ 

大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭などの公害対策 ········ 25.5％ 

自然とふれあえる緑地の整備 ································ 24.0％ 

浄化槽や下水道の整備による生活排水対策 ···················· 20.5％ 

 

■ 環境との共生のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境との共生のために重要な取組みとしては、「新エネルギー（太陽光発電など）の導入支援」が

31.7％と最も多くなっています。次いで、「大気汚染、水質汚濁、騒音・振動・悪臭などの公害対策」

が 25.5％、「自然とふれあえる緑地の整備」が 24.0％、「浄化槽や下水道の整備による生活排水対策」

が 20.5％と続いています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

問１１．環境との共生のための重要な施策 

環境との共生のために、大牟田市ではどのような取組みが重要であると思いますか。（○は２つ

以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

地
球
温
暖
化
防
止
の
取
組
み
（

事
業
活

動
・
家
庭
に
お
け
る
省
エ
ネ
の
推
進
）

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
（

太
陽
光
発
電
な
ど
）

の

導
入
支
援

市
民
や
行
政
に
よ
る
自
然
環
境
の
保
全
に

向
け
た
取
組
み

自
然
と
ふ
れ
あ
え
る
緑
地
の
整
備

環
境
に
配
慮
し
た
生
活
や
行
動
が
で
き
る

人
の
育
成
と
市
民
の
環
境
美
化
活
動
へ
の

支
援

環
境
負
荷
の
少
な
い
循
環
型
社
会
の
形
成

（

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
と
ご
み
減
量
化
）

浄
化
槽
や
下
水
道
の
整
備
に
よ
る
生
活
排

水
対
策

大
気
汚
染
、

水
質
汚
濁
、

騒
音
・
振
動
・

悪
臭
な
ど
の
公
害
対
策

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 19.6 31.7 15.6 24.0 16.3 14.8 20.5 25.5 1.8 4.5

男　　性 394 16.2 33.0 18.0 24.9 17.5 14.5 23.1 24.9 2.8 2.5

女　　性 553 21.7 30.7 14.1 23.1 15.6 14.8 18.6 26.0 0.9 5.6

18～19歳 14 21.4 21.4 14.3 21.4 21.4 28.6 14.3 35.7 0.0 0.0

20～29歳 73 19.2 35.6 5.5 35.6 11.0 9.6 16.4 32.9 4.1 2.7

30～39歳 94 19.1 42.6 9.6 25.5 8.5 17.0 20.2 26.6 1.1 1.1

40～49歳 100 15.0 35.0 11.0 21.0 13.0 21.0 25.0 29.0 2.0 1.0

50～59歳 182 19.8 41.2 12.6 29.1 19.2 15.4 20.3 20.3 2.2 1.6

60～69歳 229 18.3 24.0 21.0 21.8 19.2 14.0 22.3 23.6 1.3 5.7

70～79歳 165 24.8 24.2 21.8 18.2 16.4 10.9 18.8 29.7 1.8 6.1

80歳以上 88 17.0 29.5 18.2 20.5 19.3 14.8 19.3 21.6 0.0 11.4

自営業 71 15.5 23.9 22.5 23.9 16.9 12.7 9.9 26.8 0.0 8.5

専門職 40 17.5 30.0 12.5 22.5 15.0 15.0 25.0 40.0 2.5 0.0

会社員 200 15.0 41.0 11.0 26.5 11.0 18.5 23.5 22.5 2.5 1.5

公務員・教職員 28 17.9 46.4 14.3 32.1 21.4 10.7 25.0 17.9 0.0 0.0

派遣契約社員 105 18.1 33.3 21.0 20.0 17.1 19.0 24.8 27.6 0.0 4.8

無職 229 22.3 29.3 17.9 22.7 17.5 13.1 21.0 25.8 3.1 4.8

家事 192 21.9 27.6 15.6 23.4 15.6 12.0 18.8 28.1 1.0 5.7

学生 22 13.6 18.2 13.6 40.9 27.3 18.2 4.5 27.3 0.0 0.0

その他 48 27.1 25.0 6.3 18.8 31.3 14.6 18.8 14.6 2.1 10.4

単身 111 23.4 27.0 15.3 17.1 17.1 12.6 21.6 29.7 4.5 4.5

夫婦 269 23.8 32.0 16.7 23.0 18.2 13.4 20.4 25.7 1.1 4.5

２世代 438 17.6 31.7 15.1 25.8 14.2 17.4 21.5 25.3 1.4 2.5

３世代以上 77 10.4 37.7 16.9 24.7 23.4 9.1 18.2 22.1 0.0 6.5

その他 46 17.4 30.4 17.4 23.9 13.0 13.0 13.0 23.9 2.2 13.0

みなと 46 26.1 30.4 10.9 28.3 10.9 28.3 21.7 13.0 0.0 6.5

天領 45 17.8 35.6 22.2 20.0 11.1 20.0 15.6 37.8 2.2 4.4

駛馬南 36 22.2 38.9 13.9 22.2 11.1 16.7 25.0 27.8 0.0 2.8

駛馬北 41 19.5 31.7 22.0 19.5 7.3 22.0 22.0 26.8 0.0 4.9

天の原 39 7.7 33.3 20.5 17.9 17.9 23.1 28.2 7.7 0.0 15.4

玉川 34 14.7 35.3 14.7 29.4 23.5 17.6 8.8 20.6 0.0 5.9

上官 18 11.1 22.2 22.2 16.7 11.1 11.1 11.1 38.9 0.0 11.1

大牟田 74 23.0 33.8 13.5 24.3 13.5 14.9 16.2 36.5 4.1 0.0

大正 44 25.0 29.5 11.4 27.3 22.7 6.8 15.9 22.7 2.3 4.5

中友 24 20.8 25.0 20.8 25.0 20.8 4.2 12.5 37.5 8.3 0.0

明治 38 10.5 34.2 5.3 23.7 15.8 28.9 15.8 23.7 0.0 2.6

白川 51 27.5 37.3 15.7 23.5 17.6 19.6 19.6 17.6 2.0 0.0

平原 43 11.6 25.6 16.3 20.9 11.6 14.0 25.6 34.9 0.0 7.0

高取 42 19.0 16.7 14.3 21.4 23.8 7.1 21.4 31.0 0.0 9.5

三池 62 22.6 33.9 14.5 21.0 16.1 14.5 30.6 19.4 1.6 0.0

羽山台 33 24.2 30.3 18.2 27.3 21.2 9.1 24.2 21.2 0.0 0.0

銀水 79 20.3 29.1 12.7 25.3 21.5 11.4 20.3 31.6 2.5 0.0

上内 16 6.3 31.3 6.3 31.3 18.8 0.0 25.0 25.0 6.3 6.3

吉野 65 16.9 33.8 18.5 29.2 16.9 10.8 30.8 26.2 3.1 6.2

倉永 49 16.3 32.7 14.3 36.7 16.3 10.2 20.4 14.3 0.0 8.2

手鎌 59 25.4 32.2 25.4 13.6 15.3 11.9 8.5 25.4 1.7 5.1

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 環境との共生のための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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35.8

31.6

31.0

27.8

25.0

19.3

1.7

3.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

医療及び介護保険制度の適正な運営

安心して暮らせる住宅や生活環境の整備

高齢者の生きがいづくりの場と機会の提供

高齢者の健康保持のための介護予防や健康

づくり事業の充実

高齢者を支える地域づくりの推進

高齢者の就業機会の確保

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

医療及び介護保険制度の適正な運営 35.8%

安心して暮らせる住宅や生活環境の整備 31.6%

高齢者の生きがいづくりの場と機会の提供 31.0%

年金制度の充実 37.6%

後期高齢者医療（長寿医療）制度の充実 33.7%

介護保険制度の充実 24.2%

年金制度の充実 32.7%

後期高齢者医療（長寿医療）制度の充実 27.5%

高齢者を支える地域コミュニティづくりの推進 24.6%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

12 高齢者福祉のための重要な施策（問 12） 

 

 

高齢者福祉のための重要な施策 

医療及び介護保険制度の適正な運営 ··········· 35.8％ 

安心して暮らせる住宅や生活環境の整備 ······· 31.6％ 

高齢者の生きがいづくりの場と機会の提供 ····· 31.0％ 

 

■ 高齢者福祉のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢社会を迎えて高齢者福祉のために重要な施策についてみると、「医療及び介護保険制度の適正

な運営」が 35.8％と最も多くなっています。次いで、「安心して暮らせる住宅や生活環境の整備」が

31.6％、「高齢者の生きがいづくりの場と機会の提供」が 31.0％となっています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 80 歳以上では「高齢者の健康保持のための介護予防や健康づくり事業の充実」（45.5％）、70～

79 歳では「医療及び介護保険制度の適正な運営」（44.8％）、40～49 歳では「安心して暮らせる

住宅や生活環境の整備」（40.0％）、「高齢者の生きがいづくりの場と機会の提供」（37.0％）と高

くなっており、年齢によって重視する施策に違いがみられます。 

問１２．高齢者福祉のための重要な施策 

高齢社会を迎えて、大牟田市ではどのような取組みが重要であると思いますか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

高
齢
者
の
健
康
保
持
の

た
め
の
介
護
予
防
や
健

康
づ
く
り
事
業
の
充
実

高
齢
者
を
支
え
る
地
域

づ
く
り
の
推
進

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住

宅
や
生
活
環
境
の
整
備

高
齢
者
の
生
き
が
い
づ

く
り
の
場
と
機
会
の
提

供 高
齢
者
の
就
業
機
会
の

確
保

医
療
及
び
介
護
保
険
制

度
の
適
正
な
運
営

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 27.8 25.0 31.6 31.0 19.3 35.8 1.7 3.4

男　　性 394 29.9 26.4 28.2 30.2 21.8 34.0 2.0 2.3

女　　性 553 26.8 24.4 33.1 31.6 17.5 37.3 1.4 4.3

18～19歳 14 28.6 28.6 21.4 50.0 0.0 28.6 0.0 0.0

20～29歳 73 19.2 26.0 35.6 27.4 11.0 38.4 2.7 0.0

30～39歳 94 24.5 25.5 30.9 33.0 21.3 28.7 3.2 3.2

40～49歳 100 18.0 26.0 40.0 37.0 24.0 30.0 2.0 1.0

50～59歳 182 28.6 29.7 30.8 33.0 23.1 34.6 2.2 1.6

60～69歳 229 26.2 20.5 31.9 31.0 28.8 34.9 0.4 3.9

70～79歳 165 32.7 26.1 30.9 27.3 11.5 44.8 2.4 2.4

80歳以上 88 45.5 25.0 17.0 25.0 4.5 38.6 0.0 14.8

自営業 71 21.1 28.2 28.2 32.4 25.4 33.8 1.4 2.8

専門職 40 25.0 30.0 25.0 27.5 27.5 40.0 0.0 0.0

会社員 200 24.0 25.5 29.5 31.5 23.5 32.5 3.0 2.5

公務員・教職員 28 28.6 25.0 35.7 46.4 28.6 17.9 0.0 0.0

派遣契約社員 105 19.0 23.8 43.8 27.6 28.6 32.4 1.0 2.9

無職 229 34.1 23.1 31.9 27.5 15.3 40.2 1.7 4.4

家事 192 31.8 22.4 30.2 32.8 13.5 41.1 2.1 4.2

学生 22 31.8 27.3 18.2 45.5 0.0 27.3 0.0 0.0

その他 48 33.3 33.3 22.9 35.4 16.7 29.2 0.0 8.3

単身 111 22.5 25.2 40.5 27.0 18.0 36.9 3.6 1.8

夫婦 269 34.6 29.4 29.7 29.4 18.6 36.8 1.1 3.0

２世代 438 26.0 24.4 32.2 30.8 19.6 36.3 1.4 3.2

３世代以上 77 32.5 19.5 18.2 39.0 24.7 35.1 0.0 3.9

その他 46 19.6 19.6 23.9 39.1 17.4 26.1 6.5 10.9

みなと 46 26.1 17.4 34.8 34.8 32.6 32.6 0.0 4.3

天領 45 35.6 26.7 20.0 31.1 17.8 44.4 0.0 0.0

駛馬南 36 33.3 25.0 30.6 25.0 19.4 36.1 0.0 5.6

駛馬北 41 29.3 26.8 19.5 31.7 26.8 51.2 0.0 0.0

天の原 39 20.5 17.9 35.9 41.0 17.9 23.1 0.0 15.4

玉川 34 44.1 32.4 32.4 26.5 11.8 32.4 0.0 2.9

上官 18 22.2 38.9 38.9 38.9 22.2 22.2 0.0 0.0

大牟田 74 28.4 23.0 40.5 29.7 23.0 33.8 0.0 1.4

大正 44 22.7 27.3 22.7 36.4 20.5 38.6 2.3 6.8

中友 24 12.5 37.5 20.8 45.8 20.8 29.2 12.5 4.2

明治 38 21.1 21.1 39.5 26.3 15.8 47.4 0.0 0.0

白川 51 25.5 21.6 35.3 25.5 15.7 35.3 2.0 5.9

平原 43 41.9 14.0 27.9 32.6 16.3 25.6 0.0 9.3

高取 42 16.7 33.3 19.0 26.2 19.0 38.1 2.4 7.1

三池 62 24.2 21.0 40.3 32.3 17.7 35.5 1.6 1.6

羽山台 33 45.5 30.3 27.3 21.2 24.2 33.3 3.0 0.0

銀水 79 24.1 25.3 31.6 27.8 16.5 36.7 3.8 1.3

上内 16 37.5 18.8 18.8 37.5 12.5 25.0 6.3 0.0

吉野 65 32.3 26.2 38.5 33.8 12.3 41.5 3.1 1.5

倉永 49 22.4 32.7 30.6 34.7 14.3 30.6 2.0 8.2

手鎌 59 28.8 27.1 22.0 27.1 25.4 39.0 1.7 0.0

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 高齢者福祉のための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《家族構成別》 

 単身では「安心して暮らせる住宅や生活環境の整備」、夫婦では「高齢者の健康保持のための介

護予防や健康づくり事業の充実」、3 世代以上、その他では「高齢者の生きがいづくりの場と機

会の提供」が多くあげられています。 
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30.1

29.7

20.8

18.0

16.4

14.4

11.8

9.7

9.4

9.4

1.6

6.5

0 5 10 15 20 25 30 35

子どもの養育や教育に係る経済的負担の軽減

妊娠・出産・子育てがしやすい職場環境づくり

多様な保育サービスの提供

放課後児童対策の充実

子育てに配慮した公園や道路など生活環境の

整備

子ども医療制度の充実

子育てに関して相談したり情報を得ることが

できる場の充実

障害のある子どもへの支援の強化

小児医療（救急医療など）体制の充実

子どもの安全や虐待防止に関する対策

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

子どもの養育や教育に係る経済的負担の軽減 30.1%

妊娠・出産・子育てがしやすい職場環境づくり 29.7%

多様な保育サービスの提供 20.8%

出産や子育てがしやすい職場環境づくりの促進 39.3%

児童手当などの子どもの養育に係る費用など、経済的負担の軽減 38.8%

保育サービスの充実 18.1%

平　成
26年度

平　成
21年度

13 子育て支援のための重要な施策（問 13） 

 

子育て支援のための重要な施策 

子どもの養育や教育に係る経済的負担の軽減 ······· 30.1％ 

妊娠・出産・子育てがしやすい職場環境づくり ····· 29.7％ 

多様な保育サービスの提供 ······················· 20.8％ 

 

■ 子育て支援のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援のための重要な施策としては、「子どもの養育や教育に係る経済的負担の軽減」（30.1％）

と「妊娠・出産・子育てがしやすい職場環境づくり」（29.7％）が 30％前後で並び、次いで、「多様

な保育サービスの提供」（20.8％）、「放課後児童対策の充実」（18.0％）、「子育てに配慮した公園や道

路など生活環境の整備」（16.4％）となっています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

問１３．子育て支援のための重要な施策 

子育て支援を進める中で、大牟田市ではどのような取組みが重要であると思いますか。（○は２

つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

多
様
な
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
提
供

放
課
後
児
童
対
策
の
充
実

子
育
て
に
配
慮
し
た
公
園
や
道
路
な

ど
生
活
環
境
の
整
備

子
ど
も
医
療
制
度
の
充
実

小
児
医
療
（

救
急
医
療
な
ど
）

体
制

の
充
実

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
が
し
や
す
い

職
場
環
境
づ
く
り

子
育
て
に
関
し
て
相
談
し
た
り
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
場
の
充
実

子
ど
も
の
安
全
や
虐
待
防
止
に
関
す

る
対
策

子
ど
も
の
養
育
や
教
育
に
係
る
経
済

的
負
担
の
軽
減

障
害
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援
の
強

化 そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 20.8 18.0 16.4 14.4 9.4 29.7 11.8 9.4 30.1 9.7 1.6 6.5

男　　性 394 20.3 14.2 20.1 17.5 9.1 29.4 14.0 8.4 30.5 9.6 2.3 4.6

女　　性 553 21.3 20.4 13.7 12.3 9.8 30.2 10.5 10.1 29.7 9.8 0.9 7.8

18～19歳 14 7.1 21.4 0.0 14.3 14.3 21.4 14.3 14.3 42.9 21.4 0.0 0.0

20～29歳 73 21.9 13.7 19.2 15.1 6.8 47.9 13.7 11.0 26.0 6.8 4.1 0.0

30～39歳 94 11.7 24.5 25.5 19.1 11.7 29.8 4.3 8.5 36.2 5.3 1.1 3.2

40～49歳 100 18.0 20.0 16.0 24.0 8.0 31.0 8.0 7.0 40.0 6.0 3.0 1.0

50～59歳 182 28.6 17.6 15.9 15.4 11.0 29.1 13.2 12.1 28.6 7.1 1.1 2.7

60～69歳 229 23.6 20.5 13.1 10.5 11.8 34.1 12.7 7.9 28.8 10.5 1.3 4.4

70～79歳 165 16.4 15.8 17.0 13.3 6.1 20.0 15.8 10.3 30.3 12.1 1.2 13.3

80歳以上 88 21.6 9.1 15.9 9.1 8.0 25.0 11.4 8.0 18.2 18.2 0.0 21.6

自営業 71 28.2 14.1 12.7 16.9 12.7 26.8 14.1 8.5 35.2 5.6 0.0 5.6

専門職 40 27.5 25.0 17.5 10.0 15.0 52.5 2.5 12.5 25.0 2.5 0.0 0.0

会社員 200 18.5 19.5 17.0 18.5 9.0 31.0 7.5 8.0 36.0 7.0 2.5 3.5

公務員・教職員 28 21.4 25.0 21.4 7.1 3.6 35.7 25.0 7.1 32.1 7.1 3.6 0.0

派遣契約社員 105 21.0 21.9 13.3 18.1 8.6 32.4 10.5 11.4 32.4 9.5 1.0 1.9

無職 229 22.7 12.2 17.9 12.7 10.9 26.6 14.4 9.2 23.1 14.4 2.6 9.6

家事 192 20.8 19.3 17.2 10.9 8.3 28.1 12.5 10.4 27.6 10.9 0.5 8.3

学生 22 4.5 18.2 9.1 13.6 9.1 18.2 18.2 13.6 45.5 13.6 0.0 0.0

その他 48 16.7 20.8 14.6 14.6 8.3 27.1 16.7 6.3 37.5 6.3 0.0 12.5

単身 111 22.5 11.7 17.1 9.9 9.0 27.0 9.9 17.1 24.3 14.4 3.6 6.3

夫婦 269 23.4 16.4 16.7 14.9 7.8 30.9 14.5 8.6 28.6 11.5 1.1 7.4

２世代 438 17.1 21.7 15.1 15.5 11.9 29.5 11.9 8.0 33.3 8.2 1.4 4.6

３世代以上 77 29.9 15.6 16.9 16.9 3.9 37.7 5.2 7.8 32.5 5.2 0.0 5.2

その他 46 23.9 10.9 19.6 10.9 6.5 21.7 13.0 10.9 19.6 10.9 0.0 19.6

みなと 46 30.4 10.9 17.4 15.2 8.7 32.6 13.0 13.0 21.7 8.7 2.2 8.7

天領 45 24.4 24.4 22.2 20.0 6.7 31.1 15.6 2.2 31.1 6.7 2.2 2.2

駛馬南 36 25.0 13.9 13.9 19.4 11.1 25.0 5.6 2.8 27.8 8.3 2.8 8.3

駛馬北 41 19.5 17.1 12.2 12.2 19.5 24.4 17.1 14.6 41.5 9.8 0.0 0.0

天の原 39 33.3 23.1 12.8 15.4 12.8 23.1 0.0 2.6 33.3 10.3 0.0 15.4

玉川 34 32.4 8.8 17.6 20.6 11.8 8.8 2.9 11.8 32.4 11.8 0.0 14.7

上官 18 16.7 16.7 11.1 5.6 11.1 16.7 16.7 16.7 27.8 16.7 0.0 16.7

大牟田 74 20.3 31.1 12.2 12.2 9.5 31.1 17.6 9.5 29.7 6.8 2.7 2.7

大正 44 18.2 27.3 13.6 11.4 13.6 27.3 4.5 11.4 18.2 9.1 2.3 11.4

中友 24 8.3 12.5 25.0 20.8 0.0 12.5 4.2 16.7 33.3 20.8 8.3 8.3

明治 38 13.2 7.9 7.9 23.7 7.9 28.9 21.1 5.3 36.8 15.8 0.0 0.0

白川 51 21.6 13.7 17.6 9.8 3.9 37.3 9.8 11.8 25.5 11.8 2.0 7.8

平原 43 18.6 18.6 14.0 9.3 11.6 34.9 9.3 11.6 27.9 7.0 2.3 9.3

高取 42 16.7 7.1 16.7 11.9 2.4 28.6 11.9 23.8 31.0 19.0 0.0 7.1

三池 62 11.3 16.1 22.6 12.9 9.7 29.0 12.9 11.3 32.3 9.7 1.6 6.5

羽山台 33 33.3 9.1 27.3 18.2 9.1 39.4 12.1 6.1 39.4 0.0 0.0 0.0

銀水 79 27.8 16.5 15.2 13.9 13.9 26.6 8.9 5.1 36.7 6.3 1.3 3.8

上内 16 25.0 37.5 6.3 18.8 0.0 18.8 12.5 12.5 31.3 6.3 6.3 0.0

吉野 65 16.9 13.8 23.1 15.4 7.7 38.5 16.9 10.8 26.2 10.8 1.5 4.6

倉永 49 14.3 18.4 22.4 12.2 10.2 36.7 14.3 8.2 12.2 8.2 0.0 12.2

手鎌 59 15.3 25.4 5.1 13.6 8.5 40.7 13.6 3.4 39.0 10.2 0.0 1.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 子育て支援のための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 20～29 歳では「妊娠・出産・子育てがしやすい職場環境づくり」（47.9％）、30～39 歳、40～

49 歳では「子どもの養育や教育に係る経済的負担の軽減」（30～39 歳 36.2％、40～49 歳 40.0％）

が特に多くなっています。 
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46.6

32.3

22.4

15.7

12.9

11.7

11.5

10.6

7.0

1.5

5.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

道徳心を培うための取組みの充実

いじめや不登校の解消

学力の向上のための取組みの充実

非行などの問題行動や悩みへの迅速な対応

体力の向上のための取組みの充実

学校施設の整備・充実

学校外活動の充実（子ども会やスポーツ

少年団など）

家庭教育への支援の充実

幼稚園など就学前教育の振興

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

14 教育・文化の向上のための重要な施策（問 14） 

（１）子ども・若者の育成・支援（問 14(1)） 

 

子ども・若者の育成・支援 

道徳心を培うための取組みの充実 ················· 46.6％ 

いじめや不登校の解消 ··························· 32.3％ 

学力の向上のための取組みの充実 ················· 22.4％ 

 

■ 教育・文化の向上のための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・若者の育成・支援のための重要な施策としては、「道徳心を培うための取組みの充実」が

46.6％と、半数近くがあげています。次いで、「いじめや不登校の解消」が 32.3％、「学力の向上の

ための取組みの充実」が 22.4％となっています。 

 

 

 

 

問１４．(1) 子ども・若者の育成・支援のためには、どのような取組みが重要であると思いますか。

（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

学
力
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
の

充
実

体
力
の
向
上
の
た
め
の
取
組
み
の

充
実

道
徳
心
を
培
う
た
め
の
取
組
み
の

充
実

い
じ
め
や
不
登
校
の
解
消

学
校
施
設
の
整
備
・
充
実

家
庭
教
育
へ
の
支
援
の
充
実

幼
稚
園
な
ど
就
学
前
教
育
の
振
興

学
校
外
活
動
の
充
実
（

子
ど
も
会

や
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
な
ど
）

非
行
な
ど
の
問
題
行
動
や
悩
み
へ

の
迅
速
な
対
応

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 22.4 12.9 46.6 32.3 11.7 10.6 7.0 11.5 15.7 1.5 5.6

男　　性 394 22.3 15.5 46.7 29.4 13.7 9.1 8.9 14.0 15.2 2.3 3.6

女　　性 553 22.6 11.0 46.5 34.2 10.5 11.6 5.6 9.8 16.1 0.7 7.1

18～19歳 14 21.4 28.6 21.4 35.7 14.3 21.4 14.3 0.0 21.4 0.0 0.0

20～29歳 73 24.7 16.4 42.5 37.0 12.3 6.8 17.8 9.6 13.7 4.1 0.0

30～39歳 94 30.9 14.9 45.7 25.5 12.8 8.5 8.5 20.2 6.4 1.1 3.2

40～49歳 100 37.0 17.0 44.0 31.0 14.0 14.0 2.0 12.0 11.0 2.0 1.0

50～59歳 182 19.2 11.0 48.9 35.2 12.6 11.0 9.3 11.5 18.7 1.6 3.8

60～69歳 229 19.7 10.9 48.9 30.6 12.7 10.5 5.7 13.1 16.6 0.9 4.8

70～79歳 165 17.0 12.7 45.5 37.0 9.7 11.5 3.6 10.3 20.0 1.2 7.9

80歳以上 88 20.5 10.2 50.0 25.0 8.0 8.0 5.7 3.4 15.9 0.0 19.3

自営業 71 19.7 14.1 50.7 25.4 16.9 14.1 7.0 8.5 15.5 0.0 4.2

専門職 40 47.5 17.5 40.0 27.5 15.0 5.0 7.5 10.0 12.5 0.0 0.0

会社員 200 24.5 13.5 48.5 31.5 11.5 6.0 7.0 17.0 11.5 2.5 3.5

公務員・教職員 28 21.4 21.4 53.6 7.1 14.3 17.9 21.4 10.7 10.7 3.6 0.0

派遣契約社員 105 23.8 5.7 47.6 37.1 13.3 11.4 6.7 14.3 18.1 1.0 2.9

無職 229 20.5 14.0 49.3 32.3 10.5 8.7 5.7 10.9 17.0 1.7 7.4

家事 192 20.8 10.4 43.2 35.9 11.5 13.5 5.2 9.9 17.2 0.5 7.3

学生 22 22.7 31.8 22.7 40.9 4.5 13.6 13.6 0.0 13.6 4.5 0.0

その他 48 14.6 14.6 45.8 29.2 6.3 18.8 8.3 4.2 25.0 0.0 14.6

単身 111 13.5 14.4 59.5 36.0 9.0 8.1 6.3 12.6 15.3 2.7 4.5

夫婦 269 23.8 9.3 48.3 33.8 11.5 9.7 5.6 11.2 18.6 0.4 5.9

２世代 438 24.4 13.9 45.2 30.1 12.6 10.3 8.0 12.8 15.1 2.1 4.1

３世代以上 77 29.9 13.0 42.9 28.6 15.6 19.5 9.1 9.1 6.5 0.0 3.9

その他 46 8.7 19.6 28.3 37.0 8.7 8.7 2.2 4.3 19.6 0.0 21.7

みなと 46 23.9 17.4 50.0 30.4 13.0 21.7 8.7 8.7 13.0 0.0 8.7

天領 45 33.3 15.6 44.4 37.8 17.8 11.1 4.4 13.3 17.8 2.2 0.0

駛馬南 36 22.2 8.3 50.0 30.6 8.3 8.3 2.8 5.6 19.4 0.0 8.3

駛馬北 41 26.8 4.9 56.1 34.1 4.9 14.6 12.2 14.6 17.1 0.0 0.0

天の原 39 12.8 17.9 38.5 33.3 10.3 10.3 10.3 12.8 12.8 0.0 15.4

玉川 34 26.5 5.9 52.9 32.4 5.9 8.8 8.8 2.9 14.7 2.9 11.8

上官 18 11.1 16.7 38.9 27.8 5.6 22.2 5.6 16.7 11.1 0.0 16.7

大牟田 74 27.0 17.6 37.8 37.8 14.9 9.5 5.4 14.9 16.2 0.0 1.4

大正 44 34.1 9.1 56.8 29.5 6.8 2.3 6.8 6.8 9.1 0.0 11.4

中友 24 20.8 12.5 50.0 33.3 16.7 4.2 4.2 12.5 16.7 8.3 4.2

明治 38 23.7 13.2 50.0 34.2 5.3 15.8 7.9 7.9 15.8 0.0 0.0

白川 51 23.5 11.8 54.9 33.3 9.8 3.9 5.9 13.7 15.7 2.0 3.9

平原 43 25.6 14.0 32.6 25.6 14.0 9.3 4.7 14.0 16.3 0.0 11.6

高取 42 11.9 9.5 40.5 42.9 9.5 7.1 9.5 9.5 9.5 0.0 11.9

三池 62 12.9 12.9 40.3 37.1 6.5 11.3 8.1 11.3 22.6 4.8 4.8

羽山台 33 27.3 12.1 48.5 36.4 9.1 9.1 3.0 24.2 18.2 0.0 0.0

銀水 79 20.3 8.9 55.7 29.1 19.0 6.3 8.9 11.4 16.5 1.3 0.0

上内 16 31.3 18.8 37.5 25.0 12.5 12.5 0.0 6.3 12.5 6.3 0.0

吉野 65 13.8 13.8 47.7 30.8 16.9 21.5 6.2 10.8 20.0 1.5 4.6

倉永 49 26.5 18.4 40.8 20.4 8.2 10.2 6.1 10.2 14.3 2.0 10.2

手鎌 59 22.0 11.9 42.4 30.5 16.9 8.5 10.2 11.9 15.3 1.7 1.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 教育・文化の向上のための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 20 歳以上では「道徳心を培うための取組みの充実」の回答が最も多くなっています。 

 30～49 歳では「学力の向上のための取組みの充実」の回答が他の世代と比べ多くなっています。 
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46.4

25.5

21.9

14.6

12.9

10.6

9.7

8.9

1.5

8.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

公民館・図書館・体育館・文化会館など市民が

利用する施設の整備・充実

市民の学習・スポーツ・文化活動の機会の提供

（公民館での講座開催など）

市民の学習・スポーツ・文化活動を指導・

支援できる人（指導者）の確保・育成

地域で行われる学習・スポーツ・文化活動

への支援

ボランティアの育成・活動支援

サークル活動や指導者養成への支援

交流会の開催など、学習者同士を結ぶ

ネットワークの構築

学習成果を発表する機会や競技（スポーツ）

大会の充実

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

公民館・図書館・体育館・文化会館など市民が
利用する施設の整備・充実 46.4%

市民の学習・スポーツ・文化活動の機会の提供
（公民館での講座開催など） 25.5%

市民の学習・スポーツ・文化活動を指導・
支援できる人（指導者）の確保・育成 21.9%

誰でも気軽に文化・芸術・スポーツに親しめる場の提供 68.8%

資料館や体育館など文化・スポーツ施設の整備・充実 27.1%

市民による文化・芸術・スポーツ活動に対する支援の充実 24.6%

平　成
26年度

平　成
21年度

（２）市民の学習・スポーツ・文化活動の支援（問 14(2)） 

 

市民の学習・スポーツ・文化活動の支援 

公民館・図書館・体育館・文化会館など市民が利用する施設の整備・充実

 ··················· 46.4％ 

市民の学習・スポーツ・文化活動の機会の提供（公民館での講座開催など）

 ··················· 25.5％ 

市民の学習・スポーツ・文化活動を指導・支援できる人（指導者）の確保・

育成 ··············· 21.9％ 

 

■ 市民の学習・スポーツ・文化活動の支援 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の学習・スポーツ・文化活動を支援するための重要な施策としては、「公民館・図書館・体育

館・文化会館など市民が利用する施設の整備・充実」が 46.4％と群を抜いて多くなっています、次

いで、「市民の学習・スポーツ・文化活動の機会の提供（公民館での講座開催など）」が 25.5％、「市

民の学習・スポーツ・文化活動を指導・支援できる人（指導者）の確保・育成」が 21.9％となって

います。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

問１４．(2)市民の学習・スポーツ・文化活動を支援するためには、どのような取組みが重要である

と思いますか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

公
民
館
・
図
書
館
・
体
育
館
・
文

化
会
館
な
ど
市
民
が
利
用
す
る
施

設
の
整
備
・
充
実

市
民
の
学
習
・
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化

活
動
の
機
会
の
提
供
（

公
民
館
で

の
講
座
開
な
ど
）

学
習
成
果
を
発
表
す
る
機
会
や
競

技
（

ス
ポ
ー

ツ
）

大
会
の
充
実

交
流
会
の
開
催
な
ど
、

学
習
者
同

士
を
結
ぶ
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
構
築

サ
ー

ク
ル
活
動
や
指
導
者
養
成
へ

の
支
援

市
民
の
学
習
・
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化

活
動
を
指
導
・
支
援
で
き
る
人

（

指
導
者
）

の
確
保
・
育
成

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
育
成
・
活
動
支

援 地
域
で
行
わ
れ
る
学
習
・
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
活
動
へ
の
支
援

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 46.4 25.5 8.9 9.7 10.6 21.9 12.9 14.6 1.5 8.3

男　　性 394 45.7 25.1 11.9 11.2 8.6 24.1 13.7 17.0 1.5 6.6

女　　性 553 47.0 26.0 6.9 8.9 11.8 20.4 11.8 13.0 1.3 9.4

18～19歳 14 57.1 28.6 14.3 28.6 7.1 14.3 21.4 0.0 0.0 0.0

20～29歳 73 45.2 34.2 11.0 16.4 4.1 15.1 6.8 11.0 1.4 5.5

30～39歳 94 50.0 22.3 13.8 14.9 10.6 18.1 9.6 13.8 2.1 4.3

40～49歳 100 54.0 26.0 16.0 7.0 10.0 20.0 6.0 19.0 2.0 1.0

50～59歳 182 51.6 29.1 7.1 11.0 7.7 22.5 15.4 14.3 1.6 5.5

60～69歳 229 42.4 26.6 7.4 9.6 11.4 24.9 11.4 14.0 1.3 7.4

70～79歳 165 41.2 23.0 6.7 4.2 15.2 26.7 17.6 14.5 1.2 13.3

80歳以上 88 44.3 15.9 5.7 8.0 11.4 18.2 13.6 19.3 0.0 21.6

自営業 71 40.8 12.7 12.7 11.3 12.7 14.1 11.3 23.9 0.0 8.5

専門職 40 67.5 35.0 15.0 5.0 12.5 10.0 12.5 7.5 0.0 0.0

会社員 200 48.0 27.0 14.5 10.0 6.5 24.0 5.5 15.0 2.5 5.5

公務員・教職員 28 50.0 25.0 3.6 32.1 3.6 35.7 10.7 10.7 0.0 0.0

派遣契約社員 105 42.9 32.4 8.6 9.5 8.6 22.9 20.0 11.4 0.0 6.7

無職 229 45.4 21.8 6.6 6.1 11.8 22.7 15.7 17.5 1.7 11.8

家事 192 46.4 28.1 6.3 7.8 13.0 23.4 9.4 13.5 1.6 9.4

学生 22 54.5 27.3 9.1 31.8 4.5 18.2 18.2 0.0 0.0 0.0

その他 48 43.8 22.9 2.1 16.7 12.5 16.7 22.9 14.6 2.1 14.6

単身 111 41.4 26.1 4.5 6.3 12.6 23.4 14.4 13.5 3.6 10.8

夫婦 269 42.4 28.3 8.2 8.9 14.1 23.0 13.0 15.2 2.2 8.2

２世代 438 51.4 26.0 10.3 10.0 8.2 21.7 11.2 14.4 0.5 6.4

３世代以上 77 44.2 22.1 11.7 13.0 10.4 15.6 16.9 19.5 0.0 9.1

その他 46 41.3 13.0 6.5 13.0 4.3 28.3 10.9 8.7 2.2 17.4

みなと 46 52.2 34.8 15.2 10.9 6.5 17.4 10.9 13.0 0.0 6.5

天領 45 51.1 24.4 4.4 8.9 8.9 17.8 15.6 13.3 0.0 8.9

駛馬南 36 44.4 25.0 5.6 5.6 11.1 27.8 5.6 13.9 0.0 13.9

駛馬北 41 39.0 29.3 9.8 19.5 12.2 22.0 19.5 14.6 0.0 4.9

天の原 39 48.7 30.8 5.1 7.7 7.7 20.5 17.9 20.5 0.0 12.8

玉川 34 41.2 23.5 8.8 5.9 5.9 14.7 14.7 14.7 0.0 20.6

上官 18 33.3 22.2 11.1 16.7 0.0 5.6 11.1 11.1 5.6 16.7

大牟田 74 54.1 27.0 2.7 16.2 13.5 24.3 10.8 13.5 2.7 2.7

大正 44 50.0 25.0 11.4 11.4 11.4 18.2 9.1 13.6 2.3 6.8

中友 24 58.3 8.3 8.3 8.3 4.2 29.2 16.7 8.3 4.2 4.2

明治 38 50.0 31.6 13.2 2.6 10.5 28.9 7.9 13.2 2.6 0.0

白川 51 51.0 29.4 15.7 3.9 11.8 21.6 9.8 11.8 0.0 7.8

平原 43 44.2 23.3 2.3 11.6 11.6 11.6 14.0 14.0 0.0 16.3

高取 42 19.0 26.2 7.1 2.4 21.4 28.6 19.0 21.4 0.0 11.9

三池 62 51.6 29.0 6.5 4.8 9.7 19.4 9.7 14.5 3.2 11.3

羽山台 33 48.5 24.2 9.1 15.2 15.2 30.3 6.1 15.2 3.0 0.0

銀水 79 49.4 22.8 12.7 12.7 11.4 17.7 13.9 22.8 1.3 2.5

上内 16 50.0 18.8 18.8 0.0 6.3 12.5 18.8 12.5 6.3 6.3

吉野 65 47.7 27.7 12.3 12.3 6.2 30.8 13.8 18.5 0.0 3.1

倉永 49 38.8 18.4 6.1 12.2 6.1 24.5 14.3 8.2 4.1 16.3

手鎌 59 44.1 22.0 8.5 5.1 13.6 28.8 8.5 11.9 0.0 8.5

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 市民の学習・スポーツ・文化活動の支援 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 



 60 

49.0

35.9

30.4

29.5

15.4

1.1

4.8

0 10 20 30 40 50 60

消防・救急・救助体制の充実

防災施設（避難所など）の機能の充実

災害に対する市民意識啓発

自然災害に備えた基盤（堤防など）の整備

地域などによる自主防災組織の立ち上げ

その他

無回答
全 体(n=957)

(%)

15 災害に強いまちづくりのための重要な施策（問 15） 

 

災害に強いまちづくりのための重要な施策 

消防・救急・救助体制の充実 ···················· 49.0％ 

防災施設（避難所など）の機能の充実 ············ 35.9％ 

災害に対する市民意識啓発 ······················ 30.4％ 

 

■ 災害に強いまちづくりのための重要な施策 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害に強いまちづくりを推進するための重要な施策としては、「消防・救急・救助体制の充実」が

49.0％と最も多くなっています。次いで、「防災施設（避難所など）の機能の充実」が 35.9％、「災

害に対する市民意識啓発」が 30.4％、「自然災害に備えた基盤（堤防など）の整備」が 29.5％となっ

ています。「地域などによる自主防災組織の立ち上げ」は 15.4％とやや少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１５．災害に強いまちづくりのための重要な施策 

 災害に強いまちづくりを推進するためには、どのような取組みが重要であると思いますか。

（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

消
防
・
救
急
・
救
助
体

制
の
充
実

災
害
に
対
す
る
市
民
意

識
啓
発

地
域
な
ど
に
よ
る
自
主

防
災
組
織
の
立
ち
上
げ

自
然
災
害
に
備
え
た
基

盤
（

堤
防
な
ど
）

の
整

備 防
災
施
設
（

避
難
所
な

ど
）

の
機
能
の
充
実

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 49.0 30.4 15.4 29.5 35.9 1.1 4.8

男　　性 394 49.2 31.7 17.3 30.5 36.5 1.8 3.6

女　　性 553 48.6 29.7 13.9 29.1 35.6 0.7 5.6

18～19歳 14 35.7 35.7 14.3 35.7 50.0 0.0 0.0

20～29歳 73 45.2 24.7 4.1 37.0 39.7 2.7 2.7

30～39歳 94 53.2 37.2 9.6 23.4 34.0 1.1 3.2

40～49歳 100 50.0 28.0 15.0 41.0 27.0 4.0 1.0

50～59歳 182 50.0 34.1 13.7 31.3 39.0 0.0 3.3

60～69歳 229 47.6 34.9 19.7 24.0 33.6 0.9 4.4

70～79歳 165 49.1 26.7 18.2 29.7 41.8 0.6 5.5

80歳以上 88 50.0 19.3 18.2 28.4 31.8 1.1 14.8

自営業 71 52.1 32.4 14.1 26.8 36.6 0.0 4.2

専門職 40 55.0 40.0 7.5 35.0 25.0 0.0 2.5

会社員 200 51.5 30.5 12.0 30.5 35.0 1.0 3.0

公務員・教職員 28 46.4 42.9 32.1 25.0 17.9 3.6 0.0

派遣契約社員 105 45.7 31.4 14.3 38.1 32.4 2.9 3.8

無職 229 48.5 28.8 14.8 31.4 36.2 1.7 7.0

家事 192 50.5 26.6 19.3 23.4 41.7 0.5 5.2

学生 22 40.9 31.8 13.6 36.4 36.4 0.0 0.0

その他 48 37.5 39.6 18.8 31.3 37.5 0.0 8.3

単身 111 46.8 29.7 18.9 32.4 27.0 4.5 5.4

夫婦 269 49.1 31.2 21.6 31.2 35.7 1.1 3.0

２世代 438 50.0 30.6 12.1 28.1 38.1 0.5 4.8

３世代以上 77 45.5 31.2 9.1 31.2 40.3 0.0 3.9

その他 46 47.8 26.1 10.9 28.3 32.6 2.2 13.0

みなと 46 50.0 19.6 15.2 34.8 45.7 0.0 6.5

天領 45 42.2 33.3 24.4 33.3 31.1 0.0 2.2

駛馬南 36 52.8 19.4 8.3 33.3 36.1 0.0 8.3

駛馬北 41 58.5 36.6 17.1 24.4 31.7 0.0 2.4

天の原 39 61.5 25.6 12.8 35.9 23.1 2.6 12.8

玉川 34 64.7 32.4 8.8 17.6 32.4 0.0 8.8

上官 18 33.3 38.9 16.7 16.7 44.4 0.0 5.6

大牟田 74 60.8 29.7 13.5 24.3 31.1 0.0 2.7

大正 44 47.7 38.6 15.9 22.7 29.5 2.3 9.1

中友 24 29.2 33.3 12.5 29.2 33.3 8.3 4.2

明治 38 36.8 26.3 10.5 50.0 39.5 0.0 0.0

白川 51 43.1 33.3 19.6 37.3 33.3 0.0 3.9

平原 43 44.2 34.9 9.3 25.6 32.6 4.7 7.0

高取 42 38.1 33.3 19.0 23.8 40.5 0.0 7.1

三池 62 50.0 32.3 17.7 21.0 32.3 1.6 4.8

羽山台 33 51.5 36.4 12.1 33.3 42.4 0.0 0.0

銀水 79 59.5 29.1 12.7 26.6 43.0 1.3 1.3

上内 16 31.3 25.0 6.3 43.8 31.3 6.3 6.3

吉野 65 56.9 23.1 18.5 24.6 53.8 0.0 1.5

倉永 49 40.8 30.6 14.3 30.6 28.6 2.0 10.2

手鎌 59 40.7 32.2 20.3 39.0 32.2 1.7 1.7

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 災害に強いまちづくりのための重要な施策 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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4.6 59.6 21.6 5.3 3.1 5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

積極的に

関わりたい

機会があれば

関わりたい

あまり

関わりたくない

関わりたくない その他 無回答 .

16 まちづくりへの関わりについて（問 16） 

（１）協働によるまちづくりの推進（問 16(1)） 

 

『関わりたい』は 64.2％ 

（「積極的に関わりたい」4.6％＋「機会があれば関わりたい」59.6％」） 

 

■ 協働によるまちづくりの推進 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働によるまちづくりにおける市民活動への関わり方をみると、「積極的に関わりたい」は 4.6％

にとどまっていますが、「機会があれば関わりたい」が 59.6％となっており、合計すると 64.2％、約

3 人に 2 人までが関わりたいとしています。一方、「あまり関わりたくない」は 21.6％、「関わりた

くない」が 5.3％、合計すると 26.9％が関わりたくないと回答しています。 

 

 

 

問１６．(1)協働によるまちづくりを推進していく上では、地域コミュニティや個人・ボランティア

団体、ＮＰＯなどによる市民活動が大きな役割を果たしていくことになります。今後、市民活動

にどのように関わりたいですか。（○は１つ） 
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4.6

6.9

2.9

0.0

2.7

4.3

4.0

4.4

4.8

4.8

6.8

7.0

2.5

6.5

7.1

3.8

3.5

3.1

0.0

6.3

3.6

5.2

3.9

7.8

4.3

59.6

62.7

57.5

78.6

63.0

60.6

69.0

61.5

63.3

51.5

44.3

54.9

75.0

59.5

82.1

61.9

55.9

57.8

72.7

60.4

50.5

54.6

64.2

68.8

56.5

21.6

19.5

23.1

21.4

21.9

24.5

16.0

22.5

23.1

23.6

15.9

29.6

12.5

23.0

7.1

22.9

21.4

23.4

22.7

14.6

23.4

22.3

21.2

19.5

17.4

5.3

4.8

5.8

0.0

11.0

3.2

4.0

4.9

3.9

4.8

11.4

2.8

5.0

5.0

0.0

4.8

8.3

4.7

4.5

2.1

9.9

8.2

3.7

0.0

4.3

3.1

2.3

3.6

0.0

1.4

2.1

3.0

3.3

1.3

6.1

4.5

1.4

2.5

1.5

3.6

1.9

3.5

4.7

0.0

6.3

5.4

4.1

2.3

1.3

2.2

5.7

3.8

7.1

0.0

0.0

5.3

4.0

3.3

3.5

9.1

17.0

4.2

2.5

4.5

0.0

4.8

7.4

6.3

0.0

10.4

7.2

5.6

4.8

2.6

15.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

男 性(n=394)

女 性(n=553)

18～19歳(n=14)

20～29歳(n=73)

30～39歳(n=94)

40～49歳(n=100)

50～59歳(n=182)

60～69歳(n=229)

70～79歳(n=165)

80歳以上(n=88)

自営業(n=71)

専門職(n=40)

会社員(n=200)

公務員・教職員

(n=28)

派遣契約社員

(n=105)

無職(n=229)

家事(n=192)

学生(n=22)

その他(n=48)

単身(n=111)

夫婦(n=269)

２世代(n=438)

３世代以上(n=77)

その他(n=46)

積極的に

関わりたい

機会があれば

関わりたい

あまり

関わりたくない

関わりたくない その他 無回答 .

性
別

年

齢

別

職

業

別

家
族
構
成
別

■ 協働によるまちづくりの推進 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《性別》 

 女性よりも男性の方が『関わりたい』という意識が強くなっています。 
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4.6

6.5

8.9

2.8

4.9

5.1

0.0

5.6

8.1

6.8

4.2

5.3

2.0

4.7

4.8

1.6

6.1

5.1

6.3

4.6

0.0

1.7

59.6

58.7

62.2

61.1

56.1

64.1

64.7

44.4

56.8

70.5

58.3

63.2

52.9

53.5

52.4

54.8

60.6

60.8

56.3

64.6

55.1

71.2

21.6

21.7

17.8

25.0

26.8

15.4

8.8

16.7

25.7

13.6

20.8

13.2

33.3

23.3

19.0

29.0

24.2

22.8

31.3

13.8

24.5

22.0

5.3

2.2

4.4

8.3

4.9

2.6

5.9

11.1

2.7

0.0

0.0

13.2

5.9

4.7

7.1

6.5

3.0

7.6

0.0

9.2

6.1

5.1

3.1

0.0

2.2

0.0

2.4

2.6

5.9

11.1

2.7

4.5

8.3

0.0

3.9

2.3

9.5

4.8

3.0

0.0

6.3

3.1

4.1

0.0

5.7

10.9

4.4

2.8

4.9

10.3

14.7

11.1

4.1

4.5

8.3

5.3

2.0

11.6

7.1

3.2

3.0

3.8

0.0

4.6

10.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 体(n=957)

みなと(n=46)

天領(n=45)

駛馬南(n=36)

駛馬北(n=41)

天の原(n=39)

玉川(n=34)

上官(n=18)

大牟田(n=74)

大正(n=44)

中友(n=24)

明治(n=38)

白川(n=51)

平原(n=43)

高取(n=42)

三池(n=62)

羽山台(n=33)

銀水(n=79)

上内(n=16)

吉野(n=65)

倉永(n=49)

手鎌(n=59)

積極的に

関わりたい

機会があれば

関わりたい

あまり

関わりたくない

関わりたくない その他 無回答 .

■ 協働によるまちづくりの推進 ■（小学校区別） 
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36.5

25.7

19.1

8.8

17.6

3.6

10.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

地域が行うまちづくりへの参加（地域の清掃

活動や見守り活動への参加など）

個人として行うまちづくり活動への参加（個人の

趣味・特技を活かしたボランティア活動など）

ボランティア団体・NPOなどが行うまちづくり活動への

参加（特定の目的をもった団体の活動など）

行政運営への参加（計画づくり、ワーク

ショップ、審議会委員など）

参加したくない

その他

無回答
全 体(n=957)

(%)

地域が行うまちづくりへの参加（地域の清掃
活動や見守り活動への参加など） 36.5%

個人として行うまちづくり活動への参加（個人の
趣味・特技を活かしたボランティア活動など） 25.7%

ボランティア団体・NPOなどが行うまちづくり活動への参加（特定の目的をもった団体の活動など） 19.1%

アンケートなどへの回答 48.0%

イベントや講演会への参加 21.9%

地域懇談会や説明会などへの参加 11.8%

アンケートなどへの回答 47.8%

イベントや講演会への参加 26.9%

地域懇談会や説明会などへの参加 18.3%

平　成
26年度

平　成
21年度

平　成
16年度

（２）参加したい活動（問 16(2)） 

  

参加したい活動 

地域が行うまちづくりへの参加（地域の清掃活動や見守り活動への参加など）

 ······························ 36.5％ 

個人として行うまちづくり活動への参加（個人の趣味・特技を活かしたボラン

ティア活動など） ·············· 25.7％ 

ボランティア団体・NPO などが行うまちづくり活動への参加（特定の目的をも

った団体の活動など） ·········· 19.1％ 

 

■ 参加したい活動 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加したい活動についてみると、「地域が行うまちづくりへの参加（地域の清掃活動や見守り活動

への参加など）」が 36.5％と最も多くなっています。次いで、「個人として行うまちづくり活動への

参加（個人の趣味・特技を活かしたボランティア活動など）」が 25.7％、「ボランティア団体・NPO

などが行うまちづくり活動への参加（特定の目的をもった団体の活動など）」が 19.1％、「行政運営

への参加（計画づくり、ワークショップ、審議会委員など）」が 8.8％となっています。 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

問１６．(2)どのような形でまちづくりに参加したいと思いますか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

行
政
運
営
へ
の
参
加
（

計
画
づ
く

り
、

ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ

プ
、

審
議
会

委
員
な
ど
）

地
域
が
行
う
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参

加
（

地
域
の
清
掃
活
動
や
見
守
り

活
動
へ
の
参
加
な
ど
）

個
人
と
し
て
行
う
ま
ち
づ
く
り
活

動
へ
の
参
加
（

個
人
の
趣
味
・
特

技
を
活
か
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活

動
な
ど
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
・
N
P
O
な

ど
が
行
う
ま
ち
づ
く
り
活
動
へ
の

参
加
（

特
定
の
目
的
を
も
っ

た
団

体
の
活
動
な
ど
）

参
加
し
た
く
な
い

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 8.8 36.5 25.7 19.1 17.6 3.6 10.3

男　　性 394 13.7 37.1 26.9 23.1 16.0 2.5 7.6

女　　性 553 5.1 36.2 25.0 16.1 18.6 4.2 12.3

18～19歳 14 7.1 35.7 14.3 64.3 14.3 0.0 0.0

20～29歳 73 6.8 26.0 31.5 21.9 17.8 2.7 6.8

30～39歳 94 9.6 45.7 24.5 14.9 13.8 4.3 5.3

40～49歳 100 11.0 38.0 27.0 22.0 16.0 4.0 4.0

50～59歳 182 13.7 38.5 26.4 19.8 15.9 2.2 6.6

60～69歳 229 6.1 37.1 25.8 20.1 19.7 3.1 7.4

70～79歳 165 7.9 33.3 27.3 16.4 17.0 4.8 18.8

80歳以上 88 3.4 35.2 18.2 11.4 22.7 4.5 26.1

自営業 71 9.9 35.2 28.2 14.1 18.3 4.2 8.5

専門職 40 0.0 40.0 27.5 27.5 15.0 2.5 5.0

会社員 200 11.5 38.5 23.5 19.5 17.0 3.0 7.0

公務員・教職員 28 17.9 57.1 35.7 25.0 0.0 0.0 0.0

派遣契約社員 105 12.4 31.4 26.7 17.1 17.1 3.8 9.5

無職 229 7.0 34.1 24.9 17.9 22.7 3.5 11.4

家事 192 4.2 37.0 27.6 15.6 17.7 3.6 15.1

学生 22 9.1 31.8 31.8 45.5 9.1 0.0 0.0

その他 48 14.6 41.7 18.8 25.0 10.4 8.3 14.6

単身 111 9.9 25.2 21.6 20.7 25.2 7.2 11.7

夫婦 269 9.7 34.9 24.9 18.6 19.7 3.7 11.2

２世代 438 9.1 40.4 24.9 18.9 15.3 2.5 8.9

３世代以上 77 1.3 41.6 39.0 20.8 7.8 2.6 7.8

その他 46 8.7 30.4 26.1 17.4 21.7 4.3 17.4

みなと 46 8.7 34.8 37.0 13.0 15.2 0.0 13.0

天領 45 4.4 35.6 24.4 35.6 15.6 4.4 8.9

駛馬南 36 16.7 38.9 16.7 13.9 19.4 0.0 13.9

駛馬北 41 4.9 34.1 24.4 24.4 22.0 2.4 7.3

天の原 39 5.1 38.5 35.9 10.3 17.9 5.1 12.8

玉川 34 11.8 47.1 17.6 17.6 8.8 5.9 20.6

上官 18 5.6 27.8 33.3 16.7 11.1 11.1 16.7

大牟田 74 9.5 31.1 27.0 27.0 16.2 4.1 4.1

大正 44 11.4 52.3 25.0 13.6 2.3 2.3 15.9

中友 24 29.2 29.2 16.7 12.5 25.0 4.2 12.5

明治 38 10.5 44.7 26.3 13.2 15.8 5.3 7.9

白川 51 7.8 27.5 23.5 15.7 37.3 2.0 5.9

平原 43 9.3 37.2 11.6 18.6 18.6 2.3 14.0

高取 42 14.3 38.1 23.8 19.0 11.9 7.1 11.9

三池 62 4.8 24.2 25.8 21.0 21.0 8.1 6.5

羽山台 33 3.0 48.5 39.4 18.2 15.2 3.0 3.0

銀水 79 8.9 43.0 25.3 20.3 15.2 2.5 6.3

上内 16 0.0 50.0 12.5 6.3 31.3 0.0 12.5

吉野 65 7.7 29.2 30.8 23.1 18.5 1.5 10.8

倉永 49 8.2 22.4 26.5 20.4 18.4 4.1 20.4

手鎌 59 3.4 47.5 27.1 15.3 16.9 0.0 6.8

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ 参加したい活動 ■（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《年齢別》 

 20～29 歳では「個人として行うまちづくり活動への参加（個人の趣味・特技を活かしたボラン

ティア活動など）」（31.5％）、30～39 歳では「地域が行うまちづくりへの参加（地域の清掃活動

や見守り活動への参加など）」（45.7％）となっており、年齢層により意識の差がみられます。 
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17 広域連系について（問 17） 

 

 

※大牟田市は、みやま市、柳川市、荒尾市、南関町、長洲町と有明圏域定住自立圏を形成し、広域連携を

進めています。この圏域において、各市町それぞれが有する施設やサービスを相互に活用し、不足して

いるものを補い合っていくことで、地域全体の魅力を高めて、地域への定住促進を図ることとしていま

す。 

 

 圏域の自治体にはあるが大牟田市にはない（不足する）施設・サービスのうち、利用

したいと思うものトップは、「プール」（10 件） 

 

■ 広域連携について ■ 

 

 プール（10 件） 

 図書館（4件） 

 アイススケート（3件） 

 温泉施設（3 件） 

 道の駅（2件） 

 水族館（2件） 

 スポーツジム（2件） 

 美術館（2件） 

 科学館（2件） 

 娯楽施設（2 件） 

           （2件以上あげられたもの、詳細は P183～185） 

 

 

 圏域の自治体にはあるが大牟田市にはない（不足する）施設・サービスのうち、利用したいと思う

ものとしては、「プール」が 10 件で、最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１７．広域連携について 

 圏域（※）の自治体にはあるが大牟田市にはない（不足する）施設・サービスのうち、利用した

いと思うものがあれば記入してください。（自由回答） 
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34.1

29.3

25.8

17.0

13.9

13.6

2.4

11.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

事業実施にあたっての地域課題や

市民ニーズの把握

職員の資質・能力の向上

情報提供・情報公開の推進

市民・企業などと行政との役割分担

（民間活力の導入含む）

計画立案段階から実行・評価段階まで、行政

活動のさまざまな段階における市民の参加

市民参加による行政活動の評価

その他

無回答

全 体(n=957)

(%)

事業実施にあたっての地域課題や
市民ニーズの把握 34.1%

職員の資質・能力の向上 29.3%

情報提供・情報公開の推進 25.8%

事業実施にあたっての市民ニーズの把握 40.8%

情報提供・情報公開の推進 34.8%

職員の資質・能力の向上 34.5%

平　成
26年度

平　成
21年度

18 これからの行政運営において、市が重点的に取り組むべきこと（問 18） 

 

市が重点的に取り組むべきこと 

事業実施にあたっての地域課題や市民ニーズの把握 ···· 34.1％ 

職員の資質・能力の向上 ···························· 29.3％ 

情報提供・情報公開の推進 ······························ 25.8％ 

 

■ これからの行政運営において、市が重点的に取り組むべきこと ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの行政運営において、市が重点的に取り組むべきこととしては、「事業実施にあたっての

地域課題や市民ニーズの把握」が 34.1％と最も多く、「職員の資質・能力の向上」が 29.3％、「情報

提供・情報公開の推進」が 25.8％となっています。 

 

《参考：トップ３時系列比較》 

 

 

 

 

 

 

 

問１８．これからの行政運営において、市が重点的に取り組むべきこと 

行政運営において、どのような取組みが重要であると思いますか。（○は２つ以内） 
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サ
ン
プ
ル
数

事
業
実
施
に
あ
た
っ

て
の
地
域
課

題
や
市
民
ニ
ー

ズ
の
把
握

計
画
立
案
段
階
か
ら
実
行
・
評
価

段
階
ま
で
、

行
政
活
動
の
さ
ま
ざ

ま
な
段
階
に
お
け
る
市
民
の
参
加

市
民
参
加
に
よ
る
行
政
活
動
の
評

価 情
報
提
供
・
情
報
公
開
の
推
進

市
民
・
企
業
な
ど
と
行
政
と
の
役

割
分
担
（

民
間
活
力
の
導
入
含

む
）

職
員
の
資
質
・
能
力
の
向
上

そ
の
他

無
回
答

全　　体 957 34.1 13.9 13.6 25.8 17.0 29.3 2.4 11.9

男　　性 394 32.5 16.8 15.5 27.9 20.1 30.5 3.6 7.9

女　　性 553 35.1 12.1 12.1 24.6 14.6 28.6 1.4 14.6

18～19歳 14 21.4 14.3 21.4 21.4 35.7 28.6 0.0 0.0

20～29歳 73 31.5 8.2 11.0 31.5 13.7 20.5 4.1 9.6

30～39歳 94 39.4 9.6 10.6 31.9 21.3 24.5 3.2 2.1

40～49歳 100 42.0 14.0 10.0 26.0 22.0 33.0 1.0 7.0

50～59歳 182 38.5 20.3 11.5 27.5 17.6 34.1 2.2 5.5

60～69歳 229 31.0 12.2 17.0 24.5 17.5 35.4 2.2 10.5

70～79歳 165 33.3 13.3 14.5 26.1 12.1 25.5 1.8 19.4

80歳以上 88 23.9 15.9 14.8 17.0 12.5 20.5 3.4 33.0

自営業 71 42.3 15.5 19.7 19.7 21.1 22.5 1.4 8.5

専門職 40 37.5 12.5 20.0 40.0 10.0 32.5 0.0 2.5

会社員 200 33.0 13.0 13.5 26.5 19.5 33.5 4.5 6.5

公務員・教職員 28 50.0 21.4 3.6 32.1 21.4 25.0 0.0 0.0

派遣契約社員 105 35.2 11.4 9.5 24.8 20.0 29.5 2.9 14.3

無職 229 32.3 12.7 14.0 27.5 11.8 28.8 3.5 15.7

家事 192 33.9 14.6 11.5 23.4 15.1 30.7 0.0 15.6

学生 22 18.2 18.2 18.2 31.8 18.2 27.3 4.5 0.0

その他 48 33.3 20.8 16.7 20.8 27.1 25.0 0.0 14.6

単身 111 27.0 14.4 14.4 26.1 10.8 27.9 4.5 18.9

夫婦 269 33.8 14.5 15.6 26.4 16.4 29.0 2.2 13.0

２世代 438 34.7 14.6 12.6 27.2 18.9 31.3 2.1 8.0

３世代以上 77 41.6 10.4 14.3 23.4 22.1 26.0 0.0 9.1

その他 46 30.4 13.0 6.5 17.4 8.7 21.7 2.2 28.3

みなと 46 32.6 15.2 8.7 32.6 23.9 30.4 0.0 10.9

天領 45 46.7 17.8 17.8 33.3 13.3 17.8 0.0 4.4

駛馬南 36 44.4 8.3 11.1 11.1 22.2 27.8 2.8 22.2

駛馬北 41 31.7 17.1 12.2 39.0 19.5 29.3 0.0 9.8

天の原 39 23.1 17.9 17.9 17.9 28.2 28.2 2.6 15.4

玉川 34 38.2 20.6 14.7 23.5 8.8 20.6 0.0 20.6

上官 18 16.7 11.1 16.7 16.7 11.1 27.8 0.0 27.8

大牟田 74 25.7 14.9 10.8 25.7 14.9 40.5 2.7 9.5

大正 44 34.1 15.9 2.3 29.5 11.4 22.7 2.3 15.9

中友 24 41.7 12.5 12.5 29.2 16.7 29.2 12.5 4.2

明治 38 42.1 10.5 10.5 23.7 28.9 23.7 2.6 2.6

白川 51 39.2 11.8 19.6 21.6 7.8 31.4 3.9 5.9

平原 43 27.9 14.0 18.6 18.6 11.6 27.9 2.3 23.3

高取 42 26.2 14.3 16.7 31.0 9.5 31.0 2.4 11.9

三池 62 33.9 14.5 14.5 25.8 19.4 37.1 4.8 4.8

羽山台 33 42.4 18.2 21.2 27.3 24.2 27.3 0.0 3.0

銀水 79 21.5 15.2 7.6 26.6 24.1 31.6 1.3 10.1

上内 16 50.0 12.5 0.0 18.8 6.3 31.3 6.3 6.3

吉野 65 35.4 10.8 16.9 29.2 16.9 29.2 1.5 15.4

倉永 49 34.7 12.2 14.3 26.5 10.2 26.5 6.1 18.4

手鎌 59 42.4 10.2 13.6 27.1 15.3 28.8 0.0 11.9

太字 全体よりも5ポイント以上高い ※「その他」「無回答」は除く

斜字 全体より5ポイント以上低い

小
　
学
　
校
　
区
　
別

性
別

年
齢
別

職
業
別

家
族
構
成
別

■ これからの行政運営において、市が重点的に取り組むべきこと ■ 

（性別、年齢別、職業別、家族構成別、小学校区別） 
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19 大牟田市の現状や将来について（自由回答） 

 

大牟田市の現状や将来についてのトップは、「企業誘致・産業振興」が 62件 

 

■ 大牟田市の現状や将来について ■ 

 

 企業誘致・産業振興（62件） 

 商業施設関連（27件） 

 医療・福祉・介護（23件） 

 市職員・自治体運営（23件） 

 まちづくり・活性化（23件） 

 税金・年金（22件） 

 都市基盤（道路、公園等）（21件） 

 教育・子育て（20件） 

 交通（バス、鉄道、駅）（19件） 

 高齢者が暮らせる町・高齢化（17件） 

 生活環境（環境美化、街路樹等）（15 件） 

 観光施設・事業（13件） 

 イベント・スポーツ・文化施設（10 件） 

 

（10件以上あげられたもの、詳細は P108～123） 

 

大牟田市の現状や将来についての意見としては、「企業誘致・産業振興」が 62 件と圧倒的に多く

なっています。次いで、「商業施設関連」が 27 件、「医療・福祉・介護」が 23 件、「市職員・自治体

運営」が 23 件、「まちづくり・活性化」23 件となっています。 

 

 

《参考：前回３》 

平 成 

21 年度 

自治体運営 71件 

産業振興 50件 

生活環境整備 34件 

（※）自由回答の集約基準は前回と今回で異なります。 

 

 

 

 

問 40．大牟田市の現状や将来について 

大牟田市の現状や将来について、何かご意見があれば自由にお書きください。 
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（附）参考資料 
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問４．大牟田市が自慢できるもの 

女性 18～19歳 草木まんじゅう 

女性 18～19歳 草木まんじゅう 

女性 18～19歳 草木まんじゅう 

女性 18～19歳 大蛇山 

女性 18～19歳 大蛇山 

女性 18～19歳 三井港倶楽部 

男性 18～19歳 草木まんじゅう 

男性 18～19歳 炭坑 

女性 20～29歳 B級グルメお好み焼き､万田ホルモン  九州各地へのアクセスが良い 

女性 20～29歳 JR､西鉄が一緒に大牟田駅にある｡新幹線もあり､交通の便が良い 

女性 20～29歳 安全な町で人が良いところ 

女性 20～29歳 延命ぶどう園､イオンモール、ゆめタウン等施設が充実している 

女性 20～29歳 大牟田夏祭り 

女性 20～29歳 カルタ発症の地 

女性 20～29歳 食品が新しく安い 

女性 20～29歳 新幹線がある事で交通機関がさらに充実したこと 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山 

女性 20～29歳 大蛇山夏祭り 

女性 20～29歳 大蛇山夏祭り､動物園 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 大蛇山祭り 

女性 20～29歳 炭鉱 
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女性 20～29歳 炭鉱 

女性 20～29歳 炭鉱、ダゴ､大蛇山 

女性 20～29歳 鉄道が便利｡JR､新幹線､西鉄 

女性 20～29歳 動物園がある事 

男性 20～29歳 大牟田からだと､どの方面へも遠出しやすい 

男性 20～29歳 お好み焼き 

男性 20～29歳 買い物､食事､学校､医療など施設のバランスが良い 

男性 20～29歳 九州各県へのアクセスのしやすさ 

男性 20～29歳 草木まんじゅう 

男性 20～29歳 交通アクセス 

男性 20～29歳 災害が少ない 

男性 20～29歳 市営住宅の多さ 

男性 20～29歳 自然災害が少ない 

男性 20～29歳 大蛇山 

男性 20～29歳 大蛇山 

男性 20～29歳 大蛇山 

男性 20～29歳 炭鉱 

男性 20～29歳 夏祭り大蛇山 

男性 20～29歳 福祉介護タクシー 

女性 30～39歳 1時間で福岡市内まで行けるほどよい田舎 

女性 30～39歳 JR と西鉄が同じ所にある｡動物園 

女性 30～39歳 
イオン､映画館､動物園など普通なら市内(福岡､熊本)まで行かないとないテーマパークなどあっ
ていいことだと思います｡グリーンランドにも近い 

女性 30～39歳 イオンモール大牟田､動物園 

女性 30～39歳 イオンモールがある   保育園に待たずに入れる 

女性 30～39歳 沿岸道路 

女性 30～39歳 延命動物園｡もっと PR した方が良いと思います 

女性 30～39歳 お祭りでの人の熱さ 

女性 30～39歳 学校が多い｡動物園がある 

女性 30～39歳 カルタ 

女性 30～39歳 公園の多さの充実 

女性 30～39歳 心が豊かで明るい人が多い 

女性 30～39歳 自然が身近にある 

女性 30～39歳 自然災害が少ない 

女性 30～39歳 渋滞がない 
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女性 30～39歳 石炭など 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山 

女性 30～39歳 大蛇山夏祭り 

女性 30～39歳 大蛇山夏祭り 

女性 30～39歳 大蛇山夏祭り 

女性 30～39歳 大蛇山祭り 

女性 30～39歳 大蛇山祭り 

女性 30～39歳 大蛇山祭り 

女性 30～39歳 大蛇山祭り 

女性 30～39歳 食べ物がおいしい所 

女性 30～39歳 炭鉱 

女性 30～39歳 動物園 

女性 30～39歳 動物園 

女性 30～39歳 動物園 

女性 30～39歳 動物園がある事 

女性 30～39歳 夏祭り 

女性 30～39歳 のんびりしている 

女性 30～39歳 物価が安い 

女性 30～39歳 物価が安い 

女性 30～39歳 ほどよく田舎 

女性 30～39歳 港 

男性 30～39歳 イオンがある 

男性 30～39歳 カルタ発祥をもっと広める｡大会などのイベントを大々的に行う等｡ 

男性 30～39歳 草木まんじゅう 

男性 30～39歳 草木まんじゅう 
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男性 30～39歳 公園や動物園など出かける場所がある 

男性 30～39歳 スポーツが盛んである事 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山 

男性 30～39歳 大蛇山祭り 

男性 30～39歳 大蛇山祭り 

男性 30～39歳 夏祭り大蛇山 

男性 30～39歳 ほどよい田舎 

女性 40～49歳 JR､西鉄､高速と交通の便が良い所 

女性 40～49歳 ありあけ新世のてっぱん部が町おこしを頑張っている 

女性 40～49歳 イオンとゆめタウンがある 

女性 40～49歳 田舎でも都会でもないほどよい環境 

女性 40～49歳 草木まんじゅう 

女性 40～49歳 草木まんじゅう､昔炭坑の町だった事 

女性 40～49歳 高齢者の福祉(認知症の方に対する取組)NHKの放送を見て 

女性 40～49歳 
産科､小児科不足が言われていますが､今のところ大牟田市は不足して困る状況ではないの
で､維持してもらいたい 

女性 40～49歳 自然 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山 

女性 40～49歳 大蛇山  大牟田はいまいちですが､大蛇山は色々な所で活躍している 

女性 40～49歳 大蛇山夏祭り 

女性 40～49歳 大蛇山夏祭り 

女性 40～49歳 大蛇山祭り 

女性 40～49歳 大蛇山祭り 
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女性 40～49歳 炭鉱の遺産 

女性 40～49歳 動物園 

女性 40～49歳 動物園 

女性 40～49歳 西鉄と JRがあり､交通の便が良い 

女性 40～49歳 認知症徘徊ネットワーク 

女性 40～49歳 福岡へのアクセスが良い｡西鉄､JR､新幹線 

女性 40～49歳 福祉や医療が充実している 

女性 40～49歳 物価が安いこと 

女性 40～49歳 物価が安いこと 

女性 40～49歳 三池初市 

女性 40～49歳 役所の対応が丁寧 

女性 40～49歳 山､川､海､自然 

男性 40～49歳 イオンモール 

男性 40～49歳 大牟田高校の駅伝 

男性 40～49歳 新幹線の駅がある 

男性 40～49歳 大蛇山 

男性 40～49歳 大蛇山 

男性 40～49歳 大蛇山 

男性 40～49歳 大蛇山夏祭り 

男性 40～49歳 大蛇山祭り 

男性 40～49歳 大蛇山祭り 

男性 40～49歳 炭坑の歴史 

男性 40～49歳 てっぱん部 

男性 40～49歳 伝統的な祭り｡大蛇山祭り､三池初市など 

男性 40～49歳 動物園､大蛇山 

男性 40～49歳 夏祭り 

男性 40～49歳 夏祭り 

男性 40～49歳 夏祭り 

男性 40～49歳 夏祭り 

男性 40～49歳 物価が安い 

男性 40～49歳 保育園等が充実している 

男性 40～49歳 港､道路､鉄道が充実している 

女性 50～59歳 有明海 

女性 50～59歳 海､山どちらもあって動物園がある｡交通アクセスがいい 

女性 50～59歳 大きな犯罪があまりなく平和｡激しい地震､津波などの自然災害が少ない 
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女性 50～59歳 大牟田の夏祭り 

女性 50～59歳 穏やかな町 

女性 50～59歳 カルタ館 

女性 50～59歳 気候に恵まれている 

女性 50～59歳 交通の便 

女性 50～59歳 高齢者による地域の活動､見まもり隊等｡ 

女性 50～59歳 高齢者福祉 

女性 50～59歳 災害が少ない 

女性 50～59歳 災害が少なくて､買い物しやすい(日常の買い物等) 

女性 50～59歳 産業遺産 

女性 50～59歳 自然が多い 

女性 50～59歳 自然災害が少ない 

女性 50～59歳 自然災害が少ない 

女性 50～59歳 自然災害が少ない 

女性 50～59歳 自然に恵まれている 

女性 50～59歳 新大牟田駅(新幹線)ができた 

女性 50～59歳 人口が減少しているのに動物園を存続している 

女性 50～59歳 生活していく上で何でもそこそこ揃っている 

女性 50～59歳 大蛇山 

女性 50～59歳 大蛇山 

女性 50～59歳 大蛇山 

女性 50～59歳 大蛇山 

女性 50～59歳 大蛇山 

女性 50～59歳 大蛇山  

女性 50～59歳 大蛇山夏祭り 

女性 50～59歳 大蛇山夏祭り 

女性 50～59歳 大蛇山夏祭り 

女性 50～59歳 大蛇山祭り 

女性 50～59歳 大蛇山祭り 

女性 50～59歳 大蛇山祭りの盛り上がり 

女性 50～59歳 炭鉱 

女性 50～59歳 炭鉱跡地と言いたいけど､自慢できる程ではないかと思います 

女性 50～59歳 天災が少ない｡のんびりしていて優しい人が多い｡ 

女性 50～59歳 東西南北市外に遊びに行くのにとても便利 

女性 50～59歳 道路が良くなった事､沿岸道路 
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女性 50～59歳 夏の大蛇山祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 夏祭り 

女性 50～59歳 
パトカーが交通安全､火の用心､徘徊防止の呼びかけを毎日している｡非常に老人､子どもに優
しい｡老人が子ども見まもり隊に､いきいきと取り組んでいる 

女性 50～59歳 福岡､熊本へのアクセスがいいこと｡地理的に環境が良い｡天災などの面で｡ 

女性 50～59歳 福岡や熊本へも電車や新幹線で行くことができる｡交通手段が多い｡ 

女性 50～59歳 福祉サービスが充実している 

女性 50～59歳 福祉の受入が丁寧 

女性 50～59歳 物価が安い 

女性 50～59歳 山があり動物園もある 

女性 50～59歳 ゆったりとした町 

男性 50～59歳 イオンモールがある 

男性 50～59歳 大きな災害がない 

男性 50～59歳 大牟田弁 

男性 50～59歳 九州の中央で交通(高速道路)が便利 

男性 50～59歳 交通が便利 

男性 50～59歳 
交通の便が良い｡繁栄の経験が銀行､他公的な施設が比較的残してくれる結果を生んでいるこ
と｡ 

男性 50～59歳 交通の便が良い｡西鉄電車､JR､新幹線の駅が市の中心部より近い所にある 

男性 50～59歳 高齢化 

男性 50～59歳 災害が少ない 

男性 50～59歳 自然が近くにある 

男性 50～59歳 自然災害が少ない 

男性 50～59歳 障がいのある方が､気軽に積極的に外出している姿をよく見かけます 

男性 50～59歳 新幹線の駅がある｡ 

男性 50～59歳 世界遺産候補がある 

男性 50～59歳 石炭施設がある事 

男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山 
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男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山 

男性 50～59歳 大蛇山とのり 

男性 50～59歳 大蛇山夏祭り 

男性 50～59歳 大蛇山祭り 

男性 50～59歳 第二次世界大戦後の日本経済成長を支えたこと｡ 

男性 50～59歳 炭坑 

男性 50～59歳 炭鉱遺産 

男性 50～59歳 炭坑によって産業が増えた 

男性 50～59歳 炭坑の町 

男性 50～59歳 天災が少ない 

男性 50～59歳 動物園 

男性 50～59歳 動物園を中心とする公園､スポーツ施設 

男性 50～59歳 夏祭り 

男性 50～59歳 人柄がいい｡人情 

男性 50～59歳 物価の低さ 

男性 50～59歳 三池港 

男性 50～59歳 三池港 

男性 50～59歳 三池炭坑関連施設 

男性 50～59歳 三池山 

男性 50～59歳 豊かな自然 

男性 50～59歳 歴史､三池山 

男性 50～59歳 歴史遺産 

男性 50～59歳 老人福祉に関する取組が民間も含め積極的である 

女性 60～69歳 安全である｡事件が少ない 

女性 60～69歳 田舎暮らしだけど､治安も悪くなく､物価も安い 

女性 60～69歳 医療施設の充実 

女性 60～69歳 海あり､山あり､公園あり､自然に恵まれていると思う 

女性 60～69歳 沿岸道路 

女性 60～69歳 大牟田市立動物園､大牟田新駅 

女性 60～69歳 大牟田の夏祭り 

女性 60～69歳 九州新幹線 

女性 60～69歳 九州の中間に位置して 2時間で九州内の移動は便利 

女性 60～69歳 公園が多い 

女性 60～69歳 災害が少ない 
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女性 60～69歳 災害が少ない 

女性 60～69歳 災害が少なく物が安く豊富である 

女性 60～69歳 災害がひどくなく､住みやすい所 

女性 60～69歳 産業遺産がある 

女性 60～69歳 自然が豊かである 

女性 60～69歳 自然災害が少ない 

女性 60～69歳 自然災害が少ないところ 

女性 60～69歳 自然災害台風や地震が比較的少ないように思う 

女性 60～69歳 市民参加の夏祭り大蛇山 

女性 60～69歳 食品が安い 

女性 60～69歳 新幹線の駅があること 

女性 60～69歳 
新幹線も止まり土地も安く物価も安い｡緑も多い｡自然もいっぱい｡福岡､熊本への通勤､通学可
能｡ベッドタウンにとアピールしたい 

女性 60～69歳 新鮮な山の幸､海の幸がいつでも手に入る 

女性 60～69歳 水害がほとんどなくなった事 

女性 60～69歳 住みよい 

女性 60～69歳 諏訪公園 

女性 60～69歳 生活しやすい 

女性 60～69歳 大蛇山 

女性 60～69歳 大蛇山 

女性 60～69歳 大蛇山 

女性 60～69歳 大蛇山 

女性 60～69歳 大蛇山夏祭り 

女性 60～69歳 大蛇山の夏祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 大蛇山祭り 

女性 60～69歳 台風や地震が少ないと思う 

女性 60～69歳 筑後地区内の動物園が自慢です｡もっと動物園内の充実と PRをした方が良いと思います｡ 

女性 60～69歳 地理的気候的に海､山､自然を残しつつ小さな街 

女性 60～69歳 動物園 

女性 60～69歳 動物園 

女性 60～69歳 動物園がある事 



 82 

女性 60～69歳 道路旧来より比較的整っている 

女性 60～69歳 年寄りが住みやすい 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り 

女性 60～69歳 夏祭り大蛇山 

女性 60～69歳 人情味が厚い 

女性 60～69歳 病院が多い 

女性 60～69歳 物価が安い 

女性 60～69歳 物価が安い 

女性 60～69歳 物価が安い 

女性 60～69歳 物価が安い 

女性 60～69歳 物価が安い  住民が協力的で 

女性 60～69歳 文化財などいろいろありますが､もっと TVなどでアピールできればいいかなと思います 

女性 60～69歳 三池炭鉱跡 

女性 60～69歳 三井炭鉱遺跡群｡三井港等､港倶楽部､三井会社関係 

女性 60～69歳 港倶楽部などの古い施設 

女性 60～69歳 
昔は人情味があったが､今は人の心もすさんでいる｡大牟田の人だけじゃないけど､お互いにも
助け合う気持ちがない 

女性 60～69歳 物が安い 

女性 60～69歳 立地条件が良いのか､自然災害が少ない 

男性 60～69歳 JR､西鉄大牟田線等､交通機関が揃っており､車の通行でほとんど渋滞がないこと 

男性 60～69歳 海､山に囲まれ温暖な気候､自然 

男性 60～69歳 大きい災害がない 

男性 60～69歳 大牟田高校の駅伝､マラソン出場 

男性 60～69歳 大牟田動物園 

男性 60～69歳 大牟田夏祭り 

男性 60～69歳 草木まんじゅう 

男性 60～69歳 公園など散歩道が多い。  無料で使用出来る 

男性 60～69歳 交通機関が便利 

男性 60～69歳 災害が少ない 

男性 60～69歳 災害が少ない 

男性 60～69歳 災害が少ない町 
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男性 60～69歳 食料品が安くて､豊富な海の幸､山の幸が多くて安く買える 

男性 60～69歳 大蛇山 

男性 60～69歳 大蛇山 

男性 60～69歳 大蛇山の熱気 

男性 60～69歳 大蛇山祭り 

男性 60～69歳 大蛇山祭り 

男性 60～69歳 大蛇山祭り 

男性 60～69歳 炭鉱 

男性 60～69歳 炭鉱 

男性 60～69歳 炭鉱(歴史的に) 

男性 60～69歳 炭鉱で栄えた町 

男性 60～69歳 天候に恵まれている｡大災害がない 

男性 60～69歳 天災が少ない 

男性 60～69歳 動物園 

男性 60～69歳 動物園 

男性 60～69歳 動物園 

男性 60～69歳 動物園がある 

男性 60～69歳 図書館 

男性 60～69歳 夏祭り 

男性 60～69歳 夏祭り 

男性 60～69歳 夏祭り大蛇山 

男性 60～69歳 年 1回祭りがある 

男性 60～69歳 物価が安い 

男性 60～69歳 物価が安い 

男性 60～69歳 物価が安い 

男性 60～69歳 他の所に比べ食品などが安いのでは 

男性 60～69歳 三池炭鉱 

男性 60～69歳 三池炭坑があった 

男性 60～69歳 皆が楽しめる夏祭り大蛇山がある 

男性 60～69歳 港､新幹線､高速道､沿岸道路がすべてある 

女性 70～79歳 温かくて生活しやすい 

女性 70～79歳 海あり山あり自然環境が良い｡気候が温暖なこと 

女性 70～79歳 草木まんじゅう 

女性 70～79歳 交通アクセス 

女性 70～79歳 災害がないこと 
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女性 70～79歳 災害等わりと少ないと思います 

女性 70～79歳 住民の生活が穏やかである 

女性 70～79歳 住民の皆さんが親切と思う 

女性 70～79歳 上下水道の不備 

女性 70～79歳 新幹線開通 

女性 70～79歳 住みよい 

女性 70～79歳 
生活がしやすい｡色々の福祉サービスが今のところ良いです｡私の場合､子ども 2 人とも市内に
勤めている事が自慢です 

女性 70～79歳 石炭の燃える石 

女性 70～79歳 大蛇山 

女性 70～79歳 大蛇山 

女性 70～79歳 大蛇山 

女性 70～79歳 大蛇山 

女性 70～79歳 大蛇山祭り 

女性 70～79歳 大蛇山祭り 

女性 70～79歳 炭鉱の施設と三池港 

女性 70～79歳 天災が少ない 

女性 70～79歳 夏祭り 

女性 70～79歳 物価が安い 

女性 70～79歳 物価が安い 

女性 70～79歳 物価が安い 

女性 70～79歳 物価が安い｡福岡市内まで 1時間で行ける 

女性 70～79歳 三池港 

女性 70～79歳 三池炭鉱 

女性 70～79歳 三池炭鉱 

女性 70～79歳 三池炭鉱三川坑跡 

女性 70～79歳 店が近くにある 

女性 70～79歳 昔炭鉱の町だった 

女性 70～79歳 野菜類が都会に比べて安いので暮らしやすい 

男性 70～79歳 臥竜梅､カルタ館､動物園､炭坑跡､沿岸道路､駅(JR､西鉄､新幹線) 

男性 70～79歳 九州の中央にあり､交通の便も良く､過去石炭を中心として栄えたことがある｡ 

男性 70～79歳 近代化を支えた炭鉱施設 

男性 70～79歳 交通の便が良い｡西鉄電車､JR､新幹線の駅が市の中心部より近い所にある 

男性 70～79歳 高齢者には非常に気候がよろしいことです 

男性 70～79歳 地震､災害が少ない 

男性 70～79歳 自然災害が少ない 
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男性 70～79歳 自然災害を受けにくい 

男性 70～79歳 スーパー等､小売り店が多く品物が多くて安いこと｡自然災害が少ない事 

男性 70～79歳 住みやすい 

男性 70～79歳 生活がしやすい 

男性 70～79歳 生活費が安い 

男性 70～79歳 石炭関連に基づく三井三池コンビナート 

男性 70～79歳 大蛇山 

男性 70～79歳 大蛇山 

男性 70～79歳 大蛇山 

男性 70～79歳 炭鉱遺産 

男性 70～79歳 炭鉱設備 

男性 70～79歳 夏祭り 

男性 70～79歳 夏祭り大蛇山 

男性 70～79歳 夏祭り大蛇山が全国的に知られるようになった 

男性 70～79歳 病院が近場で充実している 

男性 70～79歳 福岡や熊本への交通が便利で災害が少ない 

男性 70～79歳 物価が安い 

男性 70～79歳 物価はあまり高くなく､鮮度が良い 

男性 70～79歳 三池港 

男性 70～79歳 三池炭鉱､夏祭り大蛇山 

男性 70～79歳 道の駅 

男性 70～79歳 宮浦の立坑 

男性 70～79歳 山と海に近い事｡比較的災害が少ない事 

女性 80歳以上 車が少なく運転しやすい 

女性 80歳以上 交通の便 

女性 80歳以上 災害が少ない 

女性 80歳以上 災害が少なく住みやすい 

女性 80歳以上 産業遺産 

女性 80歳以上 自然が豊か｡延命公園や甘木山の桜 

女性 80歳以上 自然災害が少ない 

女性 80歳以上 水害の心配がない 

女性 80歳以上 生活はしやすい 

女性 80歳以上 大蛇山､万田坑 

女性 80歳以上 大蛇山祭り 

女性 80歳以上 食べ物がおいしい 
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女性 80歳以上 炭坑の町が懐かしいです 

女性 80歳以上 夏祭り 

女性 80歳以上 夏祭り 

女性 80歳以上 夏祭り 

女性 80歳以上 夏祭り 

女性 80歳以上 福岡等の都会に近い 

女性 80歳以上 三池港 

女性 80歳以上 宮原坑 

男性 80歳以上 気候が穏やか 

男性 80歳以上 高校駅伝 

男性 80歳以上 自然災害が今のところないのが良い 

男性 80歳以上 市庁舎 

男性 80歳以上 大蛇山 

男性 80歳以上 大蛇山 

男性 80歳以上 大蛇山 

男性 80歳以上 大蛇山夏祭り 

男性 80歳以上 治安の良さ 

男性 80歳以上 帝京大学開校 4年大学     動物園 

男性 80歳以上 天災､地変が少ない 

男性 80歳以上 動物園がある事 

男性 80歳以上 夏祭り､延命公園 

男性 80歳以上 人と人が親しみ安い 

男性 80歳以上 三池炭鉱 

男性   炭鉱の町で知られている 
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問５．大牟田市に不足しているもの 

女性 18～19歳 明るさ､活気 

女性 18～19歳 職場 

女性 18～19歳 道路の整備 

女性 18～19歳 働く場所 

女性 18～19歳 働く場所がない｡若者の 

女性 18～19歳 夜の行動場所 

女性 18～19歳 若者､大型ショッピングセンター 

男性 18～19歳 職場 

男性 18～19歳 治安が悪い 

男性 18～19歳 若者 

女性 20～29歳 イベント 

女性 20～29歳 イベント 

女性 20～29歳 活気 

女性 20～29歳 活気 

女性 20～29歳 活気 

女性 20～29歳 活気 

女性 20～29歳 企業などの働く場所 

女性 20～29歳 企業不足 

女性 20～29歳 県外に向けた大牟田の宣伝活動 

女性 20～29歳 交通の便   若者がいない､少ない 

女性 20～29歳 高齢者施設 

女性 20～29歳 子どもや若者が少ないように感じます 

女性 20～29歳 財政 

女性 20～29歳 
正社員として働ける職場｡パートやアルバイトならあるが､それでは保障が十分でないため､他
の市で働かざるを得ない 

女性 20～29歳 楽しいこと｡明るいニュース 

女性 20～29歳 小さい子どもが遊べる公園 

女性 20～29歳 
小さい子どもが遊べる所がない。古い人気のない公園遊具とかが整備できてなくて遊ばせられ
ない 

女性 20～29歳 中心地が空洞になっている事 

女性 20～29歳 道路舗装 

女性 20～29歳 文化会館はあるけど､もっとコンサートや感激できる機会 

女性 20～29歳 町に人を呼ぶ事、イベントなど 

女性 20～29歳 有名店がない｡遊べる場所が少ない 

女性 20～29歳 療育機関 

女性 20～29歳 路線バスの数､朝､夕 



 88 

女性 20～29歳 若者 

女性 20～29歳 若者 

女性 20～29歳 若者が活躍できる場が少ない 

女性 20～29歳 若者が働く場所 

女性 20～29歳 若者が働ける場所 

女性 20～29歳 若者の活気 

男性 20～29歳 遊び場 

男性 20～29歳 海が汚い 

男性 20～29歳 会社や工場が少ない 

男性 20～29歳 活気､若者の働く場所､文化施設 

男性 20～29歳 活気不足 

男性 20～29歳 川が汚いと思います 

男性 20～29歳 交通機関 

男性 20～29歳 子どもの数 

男性 20～29歳 娯楽施設 

男性 20～29歳 人口が減少していて､企業も少ない 

男性 20～29歳 図書館の充実 

男性 20～29歳 バス等の便が少ない 

男性 20～29歳 働く場所 

男性 20～29歳 バッティングセンター 

男性 20～29歳 流行 

男性 20～29歳 若者が働く場の提供 

男性 20～29歳 若者離れが目立つ 

女性 30～39歳 アミューズメントパーク 

女性 30～39歳 移動手段｡車がないと 

女性 30～39歳 飲食店がとても少ない 

女性 30～39歳 活気 

女性 30～39歳 活気 

女性 30～39歳 活気 

女性 30～39歳 活気､お金 

女性 30～39歳 活気がない 

女性 30～39歳 観光 

女性 30～39歳 
観光資源を上手く活用出来ない｡道の駅､石炭産業科学館､ゆめタウン､イオンなにか全てがも
う一歩活かせていない感じ 

女性 30～39歳 観光地 

女性 30～39歳 きれいなまちづくり 
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女性 30～39歳 公園 

女性 30～39歳 交通の便 

女性 30～39歳 子育て支援､ブックスタートがないので驚いた 

女性 30～39歳 子育て中の人の支援｡心遣い｡年寄りの人ばかり優先する事 

女性 30～39歳 子どもが遊べる場所 

女性 30～39歳 
室内遊び場､雨の日など行くところがない｡1～2 歳児の遊び場が欲しいです｡えるるもあります
が､以前より狭くなりました 

女性 30～39歳 市民に対するサービス 

女性 30～39歳 出生数や子どもが少ない 

女性 30～39歳 人口(子ども) 

女性 30～39歳 生活保護､母子家庭に甘すぎる｡秩序を立てて認定して欲しい｡ 

女性 30～39歳 正社員を雇用する企業が少ないと思います 

女性 30～39歳 専門学校等､若者が集まるところ 

女性 30～39歳 他県からも人が来るテーマパーク 

女性 30～39歳 治安 

女性 30～39歳 
地域活性化 
若者の就職場所の確保 

女性 30～39歳 通学路の安全確保 

女性 30～39歳 道路整備 

女性 30～39歳 働く世代､若者 

女性 30～39歳 働く場｡地元での就職を希望したとしても十分な求人件数や条件に合うものがない 

女性 30～39歳 働く場が少ない 

女性 30～39歳 働く場所 

女性 30～39歳 福祉バスなどあれば高齢の方は助かるのでは 

女性 30～39歳 
文化会館は建物は立派だが､九州芸文館のように地域の人々が集まれるイベント､講座が少な
い 

女性 30～39歳 街全体に活気がない 

女性 30～39歳 街に活気がない｡労働賃金が安い 

女性 30～39歳 まとまりがない｡イベント事など 

女性 30～39歳 道の駅(野菜直売所) 

女性 30～39歳 緑ですかね｡災害意識でしょうか 

女性 30～39歳 若い世代｡高齢者社会のイメージが強すぎる 

女性 30～39歳 わかい世代の人 

女性 30～39歳 若者 

女性 30～39歳 若者が少ない 

男性 30～39歳 PR不足 

男性 30～39歳 大型ショッピングモールではなく昔みたいな新栄町とか松屋みたいな場所 

男性 30～39歳 大きなランドマークまでいかなくてもレジャー施設が少ないと思う 
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男性 30～39歳 お金? 

男性 30～39歳 買い物をする場｡スーパー等 

男性 30～39歳 活気 

男性 30～39歳 活気 

男性 30～39歳 活気がない 

男性 30～39歳 子育て支援､高齢者福祉のへの支援､税金の軽減(他の自治体と比べて高い) 

男性 30～39歳 子どもが少ない 

男性 30～39歳 子ども手当 

男性 30～39歳 子どもの遊ぶ場､学ぶ場 

男性 30～39歳 子どもの数が減少していること 

男性 30～39歳 自分の欲ばかり考える役員がいなくなれば､何をしても大丈夫だと思う｡ 

男性 30～39歳 賃金面 

男性 30～39歳 出会いの場 

男性 30～39歳 覇気 

男性 30～39歳 働く先 

男性 30～39歳 働く場が少ない 

男性 30～39歳 夜に開いている飲食店が少ない 

男性 30～39歳 若者の数 

男性 30～39歳 若者の働く場 

女性 40～49歳 安心して生活出来ない 

女性 40～49歳 医療サービスの不足｡高齢者が多い事に対して 

女性 40～49歳 飲食店が少ない 

女性 40～49歳 街灯 

女性 40～49歳 活気 

女性 40～49歳 活気 

女性 40～49歳 活気 

女性 40～49歳 活気 

女性 40～49歳 活気(観光名所) 

女性 40～49歳 活気がない 

女性 40～49歳 活気に欠けたところがある 

女性 40～49歳 観光スポット 

女性 40～49歳 観光地 

女性 40～49歳 企業 

女性 40～49歳 公共の子どもが遊べる室内施設｡土日祝日が開いている所 

女性 40～49歳 この町にはこれがあるという特徴がないように思われる 
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女性 40～49歳 財政(金) 

女性 40～49歳 自慢できるものがない｡物産的な物(農作物､グルメ)､人を寄せる魅力的な施設､場所がない 

女性 40～49歳 小学生までの医療､病院負担 

女性 40～49歳 情報発信力 

女性 40～49歳 人口 

女性 40～49歳 人口 

女性 40～49歳 住む町は大牟田でも仕事場は外の町､1時間も通うのにちょっと遠く感じます 

女性 40～49歳 正社員として働ける職場 

女性 40～49歳 にぎわい 

女性 40～49歳 働く場がない 

女性 40～49歳 働く場所 

女性 40～49歳 花火大会や廿日市など市民が楽しめる事をやめてしまった事 

女性 40～49歳 皮膚科が少ない｡手鎌地域になくすごく不便 

女性 40～49歳 道が中心部を離れると狭い 

女性 40～49歳 若い人が少ないので活気がない 

女性 40～49歳 若い人が働く場がない 

女性 40～49歳 若い人達の就職先がない事 

女性 40～49歳 若者が働く場 

女性 40～49歳 若者が働ける場所､広告代理店とか IT関係の会社 

男性 40～49歳 インフラ整備 

男性 40～49歳 大牟田市の人口 

男性 40～49歳 会社が少ない 

男性 40～49歳 活気 

男性 40～49歳 活気 

男性 40～49歳 活気 

男性 40～49歳 活気 

男性 40～49歳 観光資源 

男性 40～49歳 企業 

男性 40～49歳 郊外だけでなく､駅周辺の活性化できればいいと思います 

男性 40～49歳 子どもの医療費 

男性 40～49歳 娯楽設備の不足 

男性 40～49歳 仕事 

男性 40～49歳 情報発信中｡単なるプレス発表ではなく､メディアに取り上げられやすい素材の発掘､知恵出し 

男性 40～49歳 新栄町の再開発など､商店街の復興｡ 

男性 40～49歳 正規雇用 
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男性 40～49歳 正社員として雇用する会社 

男性 40～49歳 脱三井の企業城下町 

男性 40～49歳 中学校の給食を早急に準備してもらいたい 

男性 40～49歳 中心市街地の再開発 

男性 40～49歳 長期的なまちづくりのプラン 

男性 40～49歳 特色等の新しい取組 

男性 40～49歳 働く場が少ない 

男性 40～49歳 レジャー施設 

男性 40～49歳 若い人 

女性 50～59歳 明るいイメージ   大牟田=灰色､黒色､他県､他市の方々に言われます 

女性 50～59歳 大型店はあり便利だが､商店街､デパートが不足している 

女性 50～59歳 大きな企業の誘致    三井独り占めの感じ 

女性 50～59歳 活気 

女性 50～59歳 活気 

女性 50～59歳 活気 

女性 50～59歳 活気がない 

女性 50～59歳 活気がない｡イベント等が少ない 

女性 50～59歳 学校施設 

女性 50～59歳 観光する所がない 

女性 50～59歳 観光として集客できるような(花､果物､農産物)場所 

女性 50～59歳 観光名所 

女性 50～59歳 観光名所がない 

女性 50～59歳 義務教育なのに､給食がないのにびっくりした 

女性 50～59歳 景観が悪い 

女性 50～59歳 
公共施設など利便性に欠ける.人口が 10 万人なのに公式戦､練習すらないこと｡サッカー､野球
などのナイター｡延命公園を活かすべきです。延命のプールには絶句｡中途半端過ぎでる｡Baby
用プールならばともかく｡ 

女性 50～59歳 高齢化に伴う病院施設が少ない 

女性 50～59歳 子どもへの福祉 

女性 50～59歳 コミュニティーや文化交流の場(運動も含む)身近に気軽に行ける場所 

女性 50～59歳 雇用場所 

女性 50～59歳 栄町駅にエレベーターを設置して欲しい 

女性 50～59歳 地元で働く場所 

女性 50～59歳 商店街がシャッターが閉まっていること｡人口が少ない 

女性 50～59歳 商店街の活性化 

女性 50～59歳 新大牟田駅へのアクセスが悪い 
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女性 50～59歳 他県から人が来ても是非にと観光する所がない 

女性 50～59歳 デパート 

女性 50～59歳 
デパートがない松屋あたり､新栄町などの活気がなく､車の便が悪い｡バスが少ない｡車がある
人は郊外に行くが､老人はバスのみが頼りである｡以前活気のあった所だけに､夕張のようなダ
メージが多い 

女性 50～59歳 バス 

女性 50～59歳 働く場 

女性 50～59歳 働く場､企業誘致 

女性 50～59歳 働く場が少ない 

女性 50～59歳 働く場がない 

女性 50～59歳 働く場がなく､子ども達は帰って来ない 

女性 50～59歳 働く場所 

女性 50～59歳 バラ園 

女性 50～59歳 美術館､博物館など文化施設 

女性 50～59歳 福祉サービス 

女性 50～59歳 町が寂れている 

女性 50～59歳 町にこれといった色がない｡どこにでもある市 

女性 50～59歳 みんなで遊べる施設 

女性 50～59歳 老人が集えるような公共な場所がない 

女性 50～59歳 若い世代の人口増加 

女性 50～59歳 若い人が働く企業等､働き場 

女性 50～59歳 若い人が働ける大きな企業がない 

女性 50～59歳 若い人が働ける大企業がない 

女性 50～59歳 若い人の働く場所と低賃金で若い人が都会に出て行く 

女性 50～59歳 若者 

女性 50～59歳 若者 

女性 50～59歳 若者 

女性 50～59歳 若者 

女性 50～59歳 若者の就職先 

女性 50～59歳 若者の定住 

女性 50～59歳 若者の働く場が少ない 

女性 50～59歳 若者の働く場がない 

男性 50～59歳 
新しいものの取り組み｡若い方の少なさ=働き場が少ないが活気を減らしている｡一部にそのよ
うな動きが見えるが､広がりに欠けてしまう.次世代への取組が不足している｡ 

男性 50～59歳 海釣公園｡立ち入り場所が多く釣り場がない 

男性 50～59歳 大牟田市の良さをアピールする発信力があまりないように思います 

男性 50～59歳 開発を進めることができていない 
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男性 50～59歳 買い物が遠すぎる､栄町に買い物する店が欲しい 

男性 50～59歳 活気 

男性 50～59歳 活気 

男性 50～59歳 活気がない 

男性 50～59歳 環境整備 

男性 50～59歳 観光施設 

男性 50～59歳 基幹産業 

男性 50～59歳 企業､製造業 

男性 50～59歳 企業が少ない 

男性 50～59歳 企業誘致｡若い人に働く場がない 

男性 50～59歳 教育に関して親が関心がない 

男性 50～59歳 公共交通(バス) 

男性 50～59歳 公共交通機関 

男性 50～59歳 
公務員(市役所､警察)がサラリーマン化している｡給料分の仕事をしていない｡人のためではな
く､自分のために仕事をしている 

男性 50～59歳 高齢化に向けての対策 

男性 50～59歳 高齢者の介護施設とその人員が圧倒的に足りない 

男性 50～59歳 子どもが遊ぶ場所､公園など 

男性 50～59歳 財政赤字 

男性 50～59歳 産業 

男性 50～59歳 市民(人口) 

男性 50～59歳 充実したスポーツ施設 

男性 50～59歳 水道などの設備が悪すぎる 

男性 50～59歳 すべて(向上心) 

男性 50～59歳 成長企業､産業集積 

男性 50～59歳 外から人を呼び込めるもの    ソフトバンクホークス 2.3軍誘致は残念でした 

男性 50～59歳 大企業が少ない事 

男性 50～59歳 中心商店街の衰退 

男性 50～59歳 博物館 

男性 50～59歳 働き場が少ないと思う 

男性 50～59歳 働く場 

男性 50～59歳 働く場 

男性 50～59歳 働く場 

男性 50～59歳 働く場がない 

男性 50～59歳 働く場が不足していると思う 

男性 50～59歳 働く場所が少ない｡ 
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男性 50～59歳 働く場所が少ないと思う 

男性 50～59歳 働く場所がない 

男性 50～59歳 人とのコミュニケーション 

男性 50～59歳 福祉サービス 

男性 50～59歳 街並みの美しさ 

男性 50～59歳 三池炭鉱 

男性 50～59歳 魅力 

男性 50～59歳 老人が働ける場が少ない    石炭関連が撤退したため 

男性 50～59歳 若い担い手 

男性 50～59歳 
若者が興味､関心を持つ企業が少ない｡働く場はあるが､優秀な若者は､大学等市外へ出て帰
市しない 

男性 50～59歳 若者の雇用 

男性 50～59歳 若者の文化 

男性 50～59歳 若者をひきつける施設 

女性 60～69歳 60代以上の働く場所 

女性 60～69歳 
歩いて行ける近場の魚屋や､店が少なくなってしまい､車で行くしかないイオンやゆめタウンなど
だけでは困る｡ 

女性 60～69歳 ウォーキングできる公園 

女性 60～69歳 大牟田市全地域に関する宣伝｡行事､歴史等 

女性 60～69歳 大牟田で商売がしにくい｡個々商店が段々と少なくなっていく 

女性 60～69歳 温泉 

女性 60～69歳 
外観がとても悪いと思います｡近くに銀水川がありますが､川は汚い｡土手は整備しているのに
草だらけ｡もっと地域活動など呼びかけなどがあればいいのでは 

女性 60～69歳 介護施設への入居が不十分 

女性 60～69歳 買い物施設が離れすぎている 

女性 60～69歳 花壇 

女性 60～69歳 活気 

女性 60～69歳 活気 

女性 60～69歳 活気がない 

女性 60～69歳 活性(市に)他 

女性 60～69歳 観光 

女性 60～69歳 観光施設 

女性 60～69歳 観光地がない 

女性 60～69歳 企業が少なく､若い人が職に就きにくい 

女性 60～69歳 行政が市民の方を向いていない｡思いやりに欠ける 

女性 60～69歳 車がないと住みにくい 

女性 60～69歳 経済発展 
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女性 60～69歳 公園等 1日中遊ぶ場所が少ない､公園には木陰も少ない 

女性 60～69歳 公共交通 

女性 60～69歳 交通機関 

女性 60～69歳 高齢者対策 

女性 60～69歳 高齢者の買い物難民が多い 

女性 60～69歳 子ども達の仕事の場が少ないので外に出て行かなければならない 

女性 60～69歳 子どもの数が少ない｡老人が多い 

女性 60～69歳 市営の温泉プール 

女性 60～69歳 仕事 

女性 60～69歳 仕事がない 

女性 60～69歳 仕事がない 

女性 60～69歳 仕事がないです 

女性 60～69歳 仕事場 

女性 60～69歳 仕事場､特にやる気を起こさせる仕事場 

女性 60～69歳 小中学校の冷房設備 

女性 60～69歳 商店街 

女性 60～69歳 将来に対するビジョン､市として 

女性 60～69歳 新栄町の方面がゴーストタウンになっているので､昔のように賑やかになって欲しいです 

女性 60～69歳 新築が建たないこと 

女性 60～69歳 住みやすいが､街に活気がない 

女性 60～69歳 住みやすい街だけど活気がない､昔に比べて｡シャッター街 

女性 60～69歳 住みよいまちづくりを 

女性 60～69歳 大企業がない 

女性 60～69歳 他県からも来てもらえるような公園｡皆が楽しめるような所｡三井グリーンランドのような 

女性 60～69歳 地域活性化につながるような大企業がない 

女性 60～69歳 駐車場が少ない 

女性 60～69歳 デパートがないし､活気がない 

女性 60～69歳 特産品がない 

女性 60～69歳 派出所が少なくなった 

女性 60～69歳 バスの便利が悪くなった｡イオン､福祉施設など｡すわ公園は車がないといけない 

女性 60～69歳 
バスを利用するとき､1時間に 1回なのでせめて 2回に増やして欲しい｡西鉄電車を利用時は良
いが､手鎌方面､上白川方面へはバスに乗り換えないといけないので不便を感じる｡公共乗り物
利用しか方法がない 

女性 60～69歳 働く安定できる職場がないため､若い人が外に出て行く 

女性 60～69歳 働く場 

女性 60～69歳 働く場 
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女性 60～69歳 働く場､若い者が働く場､希望が持てる町に 

女性 60～69歳 働く場が少ない 

女性 60～69歳 働く場所 

女性 60～69歳 働く場所 

女性 60～69歳 働く場所 

女性 60～69歳 
働く場所が少ないせいか､働く意欲が低い｡というか保護を受けている事をほがらかにしゃべっ
ている若い人がいる｡恥ずかしい｡ 

女性 60～69歳 働く場所が少なすぎる 

女性 60～69歳 働く場がもっと欲しい 

女性 60～69歳 発信力  大牟田はいいよ､住んでみてねとアピールしたい 

女性 60～69歳 美術館 

女性 60～69歳 文化施設(美術館など) 

女性 60～69歳 文化施設が十分でない 

女性 60～69歳 
文化施設が少ない｡久留米や福岡市内まで出向かないと鑑賞できない｡全体的に大牟田の宣
伝をして､人を呼ぶ必要がある｡ 

女性 60～69歳 マナーが悪い 

女性 60～69歳 店､働く場所 

女性 60～69歳 目玉となる施設がない事 

女性 60～69歳 両親を介護中です｡もっと福祉を充実して欲しい 

女性 60～69歳 若い働き手が減っている｡老人が多く先が心配だ｡夜などとても暗い 

女性 60～69歳 
若い人が少ない｡若手が出て行くので老人の町と言われている｡いくつもの企業が入って来て､
人口が増えるべき 

女性 60～69歳 若い人が働く職場 

女性 60～69歳 若い人の出会う場所がない 

女性 60～69歳 若い人の働く場｡会社等の雇用の場所が少ない 

女性 60～69歳 若者 

女性 60～69歳 若者が少ないためか､町に活気がない 

女性 60～69歳 若者が正社員として働ける所が少ない 

女性 60～69歳 若者が働く企業 

女性 60～69歳 若者が働ける場所 

女性 60～69歳 若者の就業先､特に工場等が少ないと思う 

女性 60～69歳 若者の働く場所がない 

女性 60～69歳 若者の働く場所 

男性 60～69歳 大手企業の参入 

男性 60～69歳 思いやりがない 

男性 60～69歳 温泉 

男性 60～69歳 街灯､監視カメラ 

男性 60～69歳 活気 
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男性 60～69歳 活気がない 

男性 60～69歳 活気がない 

男性 60～69歳 活気がない   大手企業三井化学､三井金属    中小企業は苦しんでいる 

男性 60～69歳 活気がない｡町がさびれている 

男性 60～69歳 ガン専門の病院がない 

男性 60～69歳 企業の誘致 

男性 60～69歳 企業誘致の努力が足りない  特に 1次､2次産業に対して 

男性 60～69歳 下水道設備の充実 

男性 60～69歳 現時点で働く場が少ない 

男性 60～69歳 公共施設の駐車場 

男性 60～69歳 交通の便が悪い   バスは 1時間に 1本など 

男性 60～69歳 交通網､自家用車を持たないと不便｡例えば大型バスを小型にして時間を増やす等｡増便 

男性 60～69歳 国保税が高い 

男性 60～69歳 産業 

男性 60～69歳 仕事の場 

男性 60～69歳 自然海岸 

男性 60～69歳 市長､市議､市役所職員の行動力､実行力 

男性 60～69歳 市は市民に対して心がない 

男性 60～69歳 若年層特に子どもが少ない 

男性 60～69歳 就労の場所が少ない 

男性 60～69歳 大･中小企業･下請け業者の安定した生活の確保 

男性 60～69歳 大企業が少ない 

男性 60～69歳 地域間の差別 

男性 60～69歳 地域の活力 

男性 60～69歳 デパートがない 

男性 60～69歳 年寄り､障害者が利用しやすいスーパーがない｡買い物難民が多い 

男性 60～69歳 夏祭り以外活気がない 

男性 60～69歳 働く場 

男性 60～69歳 働く場が少ない 

男性 60～69歳 働く場が少ない 

男性 60～69歳 働く場が少ない 

男性 60～69歳 働く場がない 

男性 60～69歳 働く場がない(男性) 

男性 60～69歳 働く場所 

男性 60～69歳 働く場所 
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男性 60～69歳 働く場所 

男性 60～69歳 働く場所が少ない 

男性 60～69歳 美術館 

男性 60～69歳 人が段々減っている｡若者がいない 

男性 60～69歳 人と人とのコミュニケーション 

男性 60～69歳 文化施設が不足している 

男性 60～69歳 他の町から来る場所がない｡たとえば昭和時代の町とか､門司港レトロみたいな所 

男性 60～69歳 町全体に明るさがない､活気がない 

男性 60～69歳 町の発展の遅れ｡商工会､行政等が足並みが揃っていない 

男性 60～69歳 三井関連会社以外の企業誘致 

男性 60～69歳 ヤング世代 

男性 60～69歳 若い人が働く場所､事業所の不足 

男性 60～69歳 若い人の職場 

男性 60～69歳 若い人の働く場が少ない 

男性 60～69歳 若い人の流出 

男性 60～69歳 若い人を引きつけるような文化的体育的行事 

男性 60～69歳 若者が働く場 

男性 60～69歳 若者の職場 

男性 60～69歳 若者の働く場所が全くない 

男性 60～69歳 若者や学生､自由な発想 

女性 70～79歳 安定した仕事 

女性 70～79歳 買い物するスーパーが遠いこと 

女性 70～79歳 買い物をする野菜屋さんが少ない事 

女性 70～79歳 活気 

女性 70～79歳 観光できる所がない 

女性 70～79歳 企業がない 

女性 70～79歳 銀座通りが寂しい｡昔の松屋通りの賑わい 

女性 70～79歳 下水道 

女性 70～79歳 交通 

女性 70～79歳 高齢化に伴う外出時の移動手段(安価で) 

女性 70～79歳 高齢者にとって安全で乗りやすい小型バスがあるといいなと思います 

女性 70～79歳 高齢者を大切に､生活苦しい 

女性 70～79歳 子どもの遊び場所 

女性 70～79歳 殺伐とした町 

女性 70～79歳 
若年者に就職がある事と思います｡もっともっと人の県外流出を防ぐ事で､大牟田が活気ある街
になると思う 
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女性 70～79歳 商業施設 

女性 70～79歳 人口 

女性 70～79歳 専門医不足 

女性 70～79歳 他県に比べ､街が美しくない｡道､特に溝が汚い 

女性 70～79歳 地域での支え合い 

女性 70～79歳 バス回数が少ない 

女性 70～79歳 バスが不便 

女性 70～79歳 バス便が悪い 

女性 70～79歳 働く場がない 

女性 70～79歳 働く場がない 

女性 70～79歳 美術館 

女性 70～79歳 福祉サービスが今ひとつ 

女性 70～79歳 文化施設､商店が少ない 

女性 70～79歳 街の活性がなく人通りが少ない 

女性 70～79歳 
店が少ない事｡人口が少ないため､仕方ないと思いますが､次々と閉まっていく事残念｡ますます
寂れていく｡ 

女性 70～79歳 道を良くしてもらいたいです   狭い道です 

女性 70～79歳 山の物､海の物､食べ物が多く恵まれていると思う｡ 

女性 70～79歳 若い人 

女性 70～79歳 若い人達の働く場がないので一人暮らしが多い 

女性 70～79歳 若い人達の働く場が必要だと思います 

女性 70～79歳 若い人の職と若い人向けのイベント 

女性 70～79歳 若い人の働く場が少ない 

女性 70～79歳 若い人の働く場が無い事 

女性 70～79歳 若者 

女性 70～79歳 若者が少ない 

女性 70～79歳 若者の仕事､きちんと家庭を持てるような 

女性 70～79歳 若者の働く場が少なく､活気がない 

男性 70～79歳 井戸水の水質検査復活を希望 

男性 70～79歳 活気､人材活用(特に年寄り) 

男性 70～79歳 活気ある大牟田の再現 

男性 70～79歳 企業は特に三井系統に市政との協調性｡特に遺産だが｡ 

男性 70～79歳 企業誘致 

男性 70～79歳 旧態依然として､自治体からの独創性のある情報が少ない 

男性 70～79歳 下水道 

男性 70～79歳 下水道 
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男性 70～79歳 県外の人を案内するような場所がない 

男性 70～79歳 公共交通で不便を感じる 

男性 70～79歳 子の職場がない 

男性 70～79歳 雇用 

男性 70～79歳 仕事をしている若い人が多くない 

男性 70～79歳 市民の力がない｡ネーブルランドが一番悪い例じゃないですか｡ホークスの 2軍の事など 

男性 70～79歳 若年人口 

男性 70～79歳 住民相互の交流 

男性 70～79歳 新幹線の駅が近い 

男性 70～79歳 スポーツ施設 

男性 70～79歳 地下鉄がない 

男性 70～79歳 特産物｡農業､工業もない｡漁業はのりだけです 

男性 70～79歳 バス利用が少々不便 

男性 70～79歳 働く所が少ない 

男性 70～79歳 働く場が少ない 

男性 70～79歳 働く場がない｡特に若い人 

男性 70～79歳 花 

男性 70～79歳 人が集まる企業が少ない｡企業誘致の要あり 

男性 70～79歳 美への環境が少ない 

男性 70～79歳 歩道の整備 

男性 70～79歳 街に活気がない 

男性 70～79歳 街に活気がない 

男性 70～79歳 リクレーション施設が少ない 

男性 70～79歳 若い人 

男性 70～79歳 若い人の仕事が少ない 

男性 70～79歳 若い人の職場が不足し､市外へ流出が多い｡昔のようにもっと産業を促進できないものか｡ 

女性 80歳以上 医療施設の充実をお願いしたい 

女性 80歳以上 介護施設を入所しやすくして欲しい 

女性 80歳以上 活気 

女性 80歳以上 観光地が少ない 

女性 80歳以上 交通網 

女性 80歳以上 子どもの数が少なく､高齢者ばかりが目立つ 

女性 80歳以上 仕事がない｡会社がなくなった｡鉱山関係 

女性 80歳以上 デパートがない 

女性 80歳以上 道路が狭い 
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女性 80歳以上 年寄りが多くて子どもが少ない寂しい町ですね｡ 

女性 80歳以上 働く会社不足 

女性 80歳以上 働く場があっても安い賃金で暮らしていけない 

女性 80歳以上 働く場が少なくなった 

女性 80歳以上 百貨店 

女性 80歳以上 町に活気がない(人口) 

女性 80歳以上 町の美化｡(東新町)よそから来た人に町のイメージが悪いと言われた｡ 

女性 80歳以上 老人ホームや施設等介護付き､または介護者､介護タクシーなど 

女性 80歳以上 若者が働ける企業 

男性 80歳以上 観光施設 

男性 80歳以上 企業誘致 

男性 80歳以上 高齢者の介護援助の充実を願う 

男性 80歳以上 商店街の活性化 

男性 80歳以上 道路の道幅が狭い所が多い 

男性 80歳以上 美術館 

男性 80歳以上 朗らかさに欠ける 

男性 80歳以上 街の中心部分にデパート 

男性 80歳以上 三井鉱山がなくなり､あまり働く所がなくなった 

男性 80歳以上 若い人が働ける大手の会社が少ない｡ 

男性 80歳以上 若い人の働く場が少ない 

男性 80歳以上 若者 

男性 80歳以上 若者が働く会社がない 

男性   観光地がない 
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問６．定住意向「３．あまり住みたくない」「４．すぐにでも転出したい」選択理由 

女性 18～19歳 これから大学に行って｡他の地域を見聞してみたい 

女性 18～19歳 大学の近くに住みたいから 

女性 20～29歳 遊ぶ所がない｡洋服を買うにも電車で 1時間はかかる 

女性 20～29歳 
イオンか､ゆめタウンしか買い物に行くところがなかったり､最寄りの駅が遠くて､バスを使おうと思
っても 21時過ぎぐらいにはバスはなかったりして､交通の便もあまり良くないと思うので｡ 

女性 20～29歳 おばあさんの介護が終わったら､やりたいことができる県へ出たいと思っている 

女性 20～29歳 
公共料金が高い｡以前隣に住んでいた人も公共料金が高いので､荒尾に引っ越しました｡(公共料
金が安い)住民税の取り過ぎ｡シャッター街｡ 

女性 20～29歳 
子どもや若い親に対する制度が少ない。   医療費助成も 3 歳までしか無料ではないし､もう少
し充実させて欲しい 

女性 20～29歳 住民税が高い 

女性 20～29歳 何もないから 

女性 20～29歳 働く場がない 

男性 20～29歳 今はあまり住みたくないので 

男性 20～29歳 生まれ育った土地であり､両親も住んでいる福岡市にいずれ転居したいと考えている｡ 

男性 20～29歳 オシャレな街並みの所に住んでみたい 

男性 20～29歳 
街灯の少なさによる､町全体のどんよりとした空気に嫌気がさすことと､バイクによる暴走行為を､
いまだかっこいいと信じている民意の低さに､馴染みたくないので｡警察は､ぶつけても止めるべ
き｡ 

男性 20～29歳 商業施設などが充実していなく､遠出しないと行けない｡大牟田市の今後の発展が見込めない 

男性 20～29歳 人口が少なくなっていきそうだから 

男性 20～29歳 違った文化に触れたいから 

女性 30～39歳 買い物するところが少ない｡遊べる所が少ない｡ 

女性 30～39歳 
基本的に車がないと動きにくい｡車はあるが､駐車が苦手なので､平日子どもを連れて外に出づら
い 

女性 30～39歳 市民税､軽自動車税が他の市より高い｡ 

女性 30～39歳 市民税が高い。リサイクル当番が面倒｡治安が悪い｡年寄りが多い｡ 

女性 30～39歳 
住みやすい所だと思えないからです｡魅力がない｡ガラがあまり良くないと思います｡仕事の都合
がなければ､住んでいないと思う｡ 

女性 30～39歳 つまらない｡町が死んでいる 

女性 30～39歳 街全体が暗いし､希望が持てない 

男性 30～39歳 あまり治安が良いとは言えない｡夜､バイクの音などがうるさくて困る時がある｡ 

男性 30～39歳 空気が悪い 

男性 30～39歳 

子育てしにくい､手当の援助が少ない｡住宅､福祉等々｡ 
中学校が給食ではない｡ 
子どもの医療費にお金がかかる｡ 
働く所も少ない｡ 
買い物する所も少ない｡子どもとゆっくりできる､落ち着いてできる所｡ 

男性 30～39歳 栄えていない 

女性 40～49歳 税金が高い｡住みにくい住環境｡魅力がない 

女性 40～49歳 ただでさえ老人の多い大牟田で､自分が 60､70歳になった時の生活の不安 

女性 40～49歳 
ファミサポ利用料金が 600 円と高い｡子育てしているママとして､公共の事業､教室が少なく､託児
を伴っていないので､子育てが楽しくなる場がない｡ 
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男性 40～49歳 希望を生み出す改革へのエネルギーが感じられない 

男性 40～49歳 
住宅を建ててはいけない土地に､市が許可を出したために､今後､リフォームすらできず､この土
地をいずれ建物を壊して出て行かなければならない｡固定資産税を納める意味が理解できない｡
資産価値がないのに｡ 

男性 40～49歳 
隣の市や町より税金は高いし､その上､土地の値段も高いので永住しにくい｡家を建てるときは隣
町に建てると思う｡ 

男性 40～49歳 
働く場がなく､あったとしても生活出来るレベルではない｡街並み等も魅力的に感じない｡残って定
住したいという希望はあるが､将来的にどうなるのか分からない｡ 

女性 50～59歳 市にワクワク感を感じない｡  特に田舎に近い黒崎は人の噂話が多いので､ちょっと嫌だ｡ 

女性 50～59歳 市民に対して不親切だから 

女性 50～59歳 
他県から引っ越して来たのですが､よそ者は受け付けない感じです｡一部では｡嫌な感じ｡自分た
ちも生まれた時からここにいた理由ではないのに､元は山だったのだから､お金が貯まったら引っ
越したい｡今すぐにでも｡ 

女性 50～59歳 夢がない｡子ども達が希望を持てるまちづくりができていない 

男性 50～59歳 沿岸道路ができ､地方が過疎化している 

男性 50～59歳 人種差別が激しい｡私は標準語なので｢よそ者｣という意識なのでは 

男性 50～59歳 他地区に比べて､税金が高い｡仕事がない｡下水道がない｡ 

男性 50～59歳 福岡市のような福祉､施設が充実し､様々なイベントが催される地域に住みたい｡ 

男性 50～59歳 
マイカーを持っていないため､公共交通機関をよく利用しますが､時間帯や便数が不便でタクシー
利用が多いです｡経済的に負担になります｡障害手帳所有者です｡ 

女性 60～69歳 
50歳になって､県､市の住宅に応募して､5階建ての 4階に当たり引っ越し､51歳で股関節の手術
して 1 階に移りたいと言ってもそれはできないと言われ､そのまま 4 階に住んでいるので､散歩も
買い物もままならない｡不便だ｡ 

女性 60～69歳 将来の楽しみがない 

女性 60～69歳 町が寂れている｡仕事が少ない､税金が高い｡ 

男性 60～69歳 色々の税金が高すぎる､そのわりにサービスが悪い｡ 

男性 60～69歳 おもしろみがない｡年を取ってから､遊びに行く場所がない｡買い物もシニアに似合う品物がない｡ 

男性 60～69歳 交通の便｡バスの回数不便｡ 

男性 60～69歳 
所得は低いのに税金は高い｡   市役所の対応が不親切｡上から目線の人が多いと思う｡それ
に気づいていない｡ 

男性 60～69歳 衰退していく大牟田市に希望も未練もない 

男性 60～69歳 若者がいなく夢がない。   役人天国で住人のことを全く考えていないし､税金が高い｡ 

女性 70～79歳 買い物が不便､もっと商業施設を増やして欲しい｡ 

女性 70～79歳 結婚までは田舎だったので､自然が多く山が家を出れば見れた 

女性 70～79歳 老人が特に住みにくい｡バスの本数が段々減っていくこと｡買い物する店が遠い｡ 

女性 70～79歳 若い人がいない｡老人が多い 

女性 70～79歳 若者が夢や希望を持てない街を感じるから 

男性 70～79歳 

大牟田市から村になってきている｡高齢者が多いわりに病院が少ない｡昔の活気がまったくない｡
やたら信号機が多い｡車は少ないのに朝夕だけ車の量が少し多いだけなのに点滅でいいんじゃ
ないか｡夜は特に 21 時以降はほとんど人も車も少ない｡大牟田村にしてよいのではないか｡それ
か合併するか｡ 

男性 70～79歳 大牟田市は人口が減少しているので､他の都市と比較したら市税が高すぎると思います｡ 

男性 70～79歳 税金が高い 
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問１７．広域連携 

男性 18～19歳 川の清掃 

女性 20～29歳 観光ができる施設  大牟田の道の駅みたいな 

女性 20～29歳 スポーツできる施設ジム､プール 

女性 20～29歳 南関町で行われている結婚のお祝い金や出産祝い金､就学前の児童の医療費免除 

男性 20～29歳 屋内外のスケートパーク 

男性 20～29歳 ご当地ソング 

男性 20～29歳 美術館 

男性 20～29歳 遊園地グリーンランド 

女性 30～39歳 荒尾市のように､ショッピングセンター等に市民課の業務が開いているとすごくありがたいです｡ 

女性 30～39歳 九州芸文館のような大きな文化施設 

女性 30～39歳 公園などにカフェが欲しい 

女性 30～39歳 
新栄町にお金を使うより､動物園をあさひ山動物園レベルとかにして欲しい｡今さら新栄町を盛り
上げようとしても先が見えない｡何をどうしたらいいのか分からない 

女性 30～39歳 スケートリンク 

女性 30～39歳 長洲の子育て支援センターは､夏プール遊びがあるので｡大牟田のえるるはないですよね 

女性 30～39歳 他の自治体はゴミ袋の料金がとても安いので､同じ位に下げて欲しいです 

女性 30～39歳 
南関町が､子どもの保育料が実質半額ですむ(年の終わりに半額返って来る等)など聞いたこと
があり､共働きであっても上記のようなサポートがあると､とても助かります｡生活のために働いて
いるのに､保育料が高くて手元に残らないという苦い経験をしてきたため｡ 

女性 30～39歳 
柳川市のプール､図書館を頻繁に利用している｡大牟田市は利用価値のある公共施設が少なす
ぎると思う｡｢ぱるる｣もせっかくできたのに､利用できる教室(講座)など一つもない｡作った意味あ
る｡利用者はいるのですか｡ 

男性 30～39歳 アイススケート場､キャンプ場 

男性 30～39歳 介護タクシーの運転手さんに､女性が増えれば､もっと利用したいです 

男性 30～39歳 佐賀県武雄市の図書館のような､企業と自治体との施設サービスなどできたら利用してみたい｡ 

男性 30～39歳 市営バス 

男性 30～39歳 室内プール(海洋センター) 

男性 30～39歳 ソフトバンクのジュニアチームとかあれば是非参加したい 

女性 40～49歳 B&Gプール自由に行ける 

女性 40～49歳 科学館 

女性 40～49歳 高齢者､障がい者へのサービス｡また､それを支えている Faのサービス 

女性 40～49歳 
みやま市の図書館は､大牟田のものより規模は小さいものの､施設そのものが新しく快適だし､
新しい CDが豊富なのでよく利用しています｡ 

男性 40～49歳 低額で利用できるスポーツジム等があればいいと思いますが｡ 

男性 40～49歳 
みやま市図書館にある和室｡リラックスできるイス｡温かみのある枕｡日が差し込む場所があり､
気持ちいい.大牟田の図書館を使っていたが最近は行かなくなった｡ 

男性 40～49歳 みやま市への公共交通機関がない 
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男性 40～49歳 免許更新の手続き｡荒尾市民は最寄りの警察で手続きができるので｡ 

女性 50～59歳 屋外ホールなどイベントができる駐車場､トイレ､水道､電気など完備している広い場所 

女性 50～59歳 
圏域の市町村が有する施設やサービスを相互に活用し､不足を補い合っていくのであれば､視
察し考慮して圏域にはない他県や全国､または海外も視野に入れて施設や大牟田独自のサー
ビスを作り､圏域で利用できるようにしてはどうでしょうか｡ 

女性 50～59歳 
公共で低価格の温水プールなどがあればいいなと思う｡工場(RDF)の廃熱などで協力できないも
のだろうか｡ 

女性 50～59歳 市民プール､ストレッチできる場所､器具などが欲しい 

女性 50～59歳 
若い人を集めて働ける場所や､大牟田は給料が安い｡お年寄りがなかなかやめずに､若い人が
県外に出て行くため､繫がりがなくなる｡ 

男性 50～59歳 1年中使用できる温水プール 

男性 50～59歳 

有明海沿岸道路インター近くに大きな道の駅｡花プラスを移しても良いのでは｡施設イメージは
民間に限りなく近いもの｡ショッピングセンターにない魅力が出せるもの｡特に最もメジャーなも
の｡最近は病院､地下鉄内にコンビニが増えた｡スタバや TSUTAYA､コンビニ売店｡福岡空港地
下鉄のユニクロ｡公的なものにはどうしても限界を感じる｡ 

男性 50～59歳 介護施設｡高齢､障害者のための 

男性 50～59歳 科学館などの最近施設 

男性 50～59歳 共有化されているサービスを知らないし､広域推進が進められていることも知らなかった｡ 

男性 50～59歳 熊本県内市町村との連携強化｡県単位からの脱却 

男性 50～59歳 子どもを産み育て生活を豊かにするサービス 

男性 50～59歳 室内プール 

男性 50～59歳 天体望遠鏡が見たい 

男性 50～59歳 どこの地域の市町村の人でも受け入れられる楽しい施設 

男性 50～59歳 箱物はあるが､ソフトがない｡コンサート等 

男性 50～59歳 他の自治体のサービスが分からないので回答できない 

男性 50～59歳 ボランティア活動 

男性 50～59歳 レジャー施設プール 

女性 60～69歳 
今の時代の人は､自分さえ良ければそれで良いという考えの人が多すぎる｡それは親のしつけ
でもあると思いますが､親自体がダメな人が多い｡ 

女性 60～69歳 海水浴場の早期復活 

女性 60～69歳 公共交通 

女性 60～69歳 室内プール 

女性 60～69歳 
体育館で大牟田は数が少なく､高田町の施設を利用しています｡住民の必要性施設を安く利用
できるように､住民のための施設を世界遺産でなく､住民のために役立つ行政を｡ 

女性 60～69歳 
他市の住民サービスの状況を､あまり知らないので分からない｡ただ､高齢者になって､車の運転
に自信がなくなり､公共の交通機関をまた利用したいが､バス代も高いから不安｡年寄りが街中
に出かける機会を増やすためにも､高齢者特定バス補助制度を充実して欲しい｡ 

女性 60～69歳 デパート 

女性 60～69歳 美術館 

女性 60～69歳 
昔､健康ランドか､湯遊らんどみたいなのが､旭町バス停近くにあったと思いますが､そういったも
のがあるといいな｡半日くらいいても､そんなに金がかからない所｡ 

男性 60～69歳 
1.社会的入院出来る病院を多くして下さい｡   2.社会的弱者の救済(.障がい者､老人､単身､子
ども､入院患者) 
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男性 60～69歳 B･Gグラウンド 

男性 60～69歳 温泉施設(風呂)､保養施設 

男性 60～69歳 会話サービス 

男性 60～69歳 川下り 

男性 60～69歳 圏域自治体と大牟田市との差異についての認識がない｡逆に言えば PR不足ではないか 

男性 60～69歳 圏域を越えた連携も必要(例 島原市) 

男性 60～69歳 遊歩道が少ない｡健康増進のため､ウォーキングしたいが､安全に歩ける道が少ない｡ 

女性 70～79歳 温泉施設の利用     交通機関の連携 

女性 70～79歳 家族介護の負担を減らす､介護費用に対応する 

女性 70～79歳 福祉バスに変わる老人が安価で利用できる交通手段 

女性 70～79歳 若い人が集まりやすい大牟田市ならではのイベント 

男性 70～79歳 くまモンのように､市民に親しまれる人形等のモデル作り 

男性 70～79歳 水族館がない 

男性 70～79歳 水族館や植物園､海水浴場 

男性 70～79歳 全国で評判の施設､アイディアを真似すべし｡ 

男性 70～79歳 
他の町のことはあまり知らないが､山(延命公園)を整備して家族で遊びに行きやすいように工夫
して欲しい｡公園にあまり人がいない所が多い｡木や花を植えて欲しい｡管理は地域の老人に少
し金を出して使うと良いと思う｡ボランティアも良いが集まらないようだ｡ 

男性 70～79歳 
花プラス館は､市内から遠いので行く気がしない｡そこまで行くなら､南関町のいきいき村がいい
です｡品物が多い｡ 

女性 80歳以上 市税の収入減です｡議員の数を減らして､市民のため暮らしに役立ててはと思います 

    カルタ会館 
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問４０．大牟田市の現状や将来について 

女性 18～19歳 若者が暮らしやすい市を作らないと､若者は他の地域に行ってしまうと思います｡ 

男性 18～19歳 私が子どもを持った時､大牟田市で育てたいと思えるような市になって欲しい｡ 

女性 20～29歳 20～50代の方が､ずっと大牟田で暮らしたいという町になればいいなと思います｡ 

女性 20～29歳 
今の大牟田にあまり魅力を感じていなくて､違うところに住んでみたいと思っていたところで引っ越
しが決まりました｡でもずっと生まれ育った大牟田は大好きな所なので､いつか帰って来た時に､
すてきな場所に変わっていたらいいなと思っています｡ 

女性 20～29歳 

今のまま行くと､若者はどんどん減り､過疎化､高齢者一人暮らしの老人ばかりが増えると思いま
す｡企業誘致をし､若い人に働く場所を提供できるようにして欲しいです｡とにかく今のままでは､正
直住みたいと思えるところがありません｡地理的にはいいところだと思うので､もう少しアピールす
るのはどうでしょうか｡ただでさえ税金が高いのに､都市計画税を払っていますが､いったい何に
使われているのですか｡ 

女性 20～29歳 大牟田に行ってみたい､住んでみたいと思わせるような地域になれば良いと思います｡ 

女性 20～29歳 少子高齢が心配である｡安心して子どもを産み育てられる環境づくりが必要だと思う｡ 

女性 20～29歳 

生活する上でそれにかかるお金が高すぎる｡水道､ガス､電気｡税金の請求はいいが､それだけ集
めた税金をどのように使っているのか､無駄な交通整備などに使ったり､いらないところに使わな
いで欲しい｡市病院ではお金が払えないなら､他の病院に移ってくれと言われた｡その辺のサポー
トが足りない｡アンケートを取るなら結果で示して下さい｡ 

女性 20～29歳 とにかく若い家族が住みやすい町になって欲しい｡ 

女性 20～29歳 

認知症患者が､徘徊できるまちづくりに感動しました｡でも､その取組が周知されていない気がしま
す｡足早く積極的にアピールして欲しい｡全国的にも注目されているはず｡そして､本当に必要とさ
れている所に税金を使って欲しい｡老人を支える若者は多いと思います｡仕事との両立は辛いで
す｡ 

女性 20～29歳 
働きやすい街にして欲しいです｡しっかり休みが取れる｡給与､企業支援とかできていない企業が
多いと思うので｡女性が働けるまちづくり｡待機児童ゼロとか｡ 

女性 20～29歳 

若者が働ける場所や､環境､職場づくりを整えて欲しい｡ 
新大牟田駅ができたことは大変良いことだが､新大牟田駅まで行くための交通が不便｡また､在来
線の大牟田～博多間の特急の本数が減り､不便になった｡お昼の時間帯の市役所職員が少ない
ため､待ち時間が長い｡ 

男性 20～29歳 
新しい事をするのではなく､全国､海外を見て良い所を真似すると良いと思う｡このアンケートなど
での向上心はすごく良いと思いました｡ネーブルランドのようにお金目的ではなく､住みたくなるよ
うな街並みにすると自然と後から…..｡ 

男性 20～29歳 

大牟田生まれ､大牟田育ちで地元には愛着があるが､ここ数年人口も減ってきて元気がなくなっ
ているので残念である｡自然動態で減るのは仕方ないが､社会動態で増えるために福岡まで在
来線､西鉄で 1 時間､新幹線で 30 分という部分を活かし､駅周辺の中心市街地の集合住宅､マン
ション等の充実や子育てしやすさ､日常の買い物のしやすさを目指したまちづくりで定住人口を増
やし､元気な大牟田になって欲しいと思う｡ 

男性 20～29歳 交通機関を整えて欲しい｡混雑するとこは補助信号などの設置｡ 

男性 20～29歳 

高齢者や子どもばかりに目がいって､私たちぐらいの年代の人達が､ほおって置かれるような気
がします｡大きいショッピングセンターを誘致すれば､大丈夫だろうという考えは､子どもの教育は
疎か､将来の住人達が離れていく一方だと思います｡高齢者が住みやすい街=若い人が住みにく
い街であることを念頭に置いて､大牟田市が目指すのはどちらなのか､はっきりすべきです｡でも､
警察がネズミ取りでしか､違反を取り締まらないのであれば､ある意味では､若者にとって住みや
すい街(犯罪の多い街)なのかも知れませんね｡ 

男性 20～29歳 商店街が活気づいていた時に戻って欲しい｡ 

男性 20～29歳 何か強みのある市にして下さい｡ 

男性 20～29歳 

まず､考えなければならないのは､介護体制の問題｡国がよく考えず見切り発車で､介護制度をス
タートさせ､猫も杓子も介護認定し､結果､家族にしわ寄せがいき､元の状態(老老介護､病人によ
る病人､尊属殺人の介護になりつつある)｡ 
介護の体制は､各自治体によって多少異なると聞いているが､大牟田市の場合､施設が多すぎ
る｡多いと言うことは､それだけ老人が多いということか｡20 年後には老人一人を一人の若者が支
える時代が来ると言われるが､子どもを作りやすい環境を他県に見習い､大牟田市も導入すれば
いいと思う｡ 

男性 20～29歳 昔のように活気のある町になって欲しい｡ 
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女性 30～39歳 
イオンの映画館はできてよく利用しています｡若者が集う場所がもっと増えればいいですね｡ファ
ッションビルなど｡ 

女性 30～39歳 
生まれた時から 36 歳になる今まで一度も､大牟田の土地を離れて住んだことはありません｡それ
はなんだかんだといいながら､大牟田という土地に慣れ親しみ､快適に過ごしているからだと思い
ます｡自分の子ども達にも､そんな町であって欲しいと願います｡ 

女性 30～39歳 えるる利用が充実しているとは思えない｡個人では情報が発信できないと思う｡ 

女性 30～39歳 
大牟田に来たとき､下水道設備が不十分な事に驚きました｡まだ､くみとりをされている家庭があ
るんだなと思いました｡市にお金がないことはわかりましたが､もう少し住民に対して､還元､投資
し､住みやすい市にすれば､人も集まりすてきな市になるのではと思います｡ 

女性 30～39歳 

大牟田に住んで､もうすぐ 10 年になりますが､地区公民館の充実や運動施設の充実など､とても
良いなと思っています｡財政が厳しい､税金が高い等の財政面での不安､心配はありますが､大牟
田の活性化と共に良くなってくれればと思います｡ 
個人的な要望ですが､市の体育館の利用予約の申し込みを､7 日前からを 8 日前にして頂けると
嬉しいです｡電話すればすむのですが｡例えば､月曜利用して､その日に次週の月曜予約ができ
ないため｡ 

女性 30～39歳 大牟田は少子化のため､出産､子育てしやすい環境作りや､医療費削減に努めて欲しい｡ 

女性 30～39歳 

お金を使うところをよく考えて欲しい｡道路とかきれいなのに､またしていたり｡新栄町に何億も使う
のは反対｡交差点とか学校の周りなど､公園とか近くに防犯カメラが欲しい｡今は安心して子ども
を外で遊ばせられない｡公園も草や木で見えない所が多いから､絶対行かせません｡市民の税金
を使うなら､市民ひとり一人に何をするのでこれだけ使います｡いいですか､みたいな多数決を取
って欲しい｡小さいものは別にいいが｡ネイブルランドがいい例｡節約は絶対出来る所あるし､皆が
安心して子育てできるような町にして下さい｡ミラーが必要な所もたくさんあるので､ちゃんと市民
に聞いて下さい｡大牟田はまとまりがない｡食､炭鉱､施設､どれにも力が入っていない｡ちゃんとお
金を使う場所を考えて｡ 

女性 30～39歳 

子育て支援として､不妊治療の補助や､職場での休みを取れるような制度があればと思います｡ 
自転車道利用がいまいちです｡学生も大人も歩道を行きます｡子どもにぶつかっても知らんふり
は頭にきます｡ 
小学生の登校中､何度も危ないと言っています｡危機感と認知を呼びかけて欲しいです｡ 
エコ都市を目指して､生ゴミ処理機など利用していいかと思います｡マンションも多いので､ゴミ捨
て場に生ゴミ用を置くなど､リサイクルをしている他の町のいいところを取入れられないでしょう
か｡堆肥は樹木にまくなど､市の緑地に生かせませんか｡カンや紙のリサイクルはすごく充実して
いると思うので､次は燃えるゴミを減らして､CO2を減らせるよう考え､子どものリサイクル意識を向
上させたいです｡ 

女性 30～39歳 
子ども達や高齢者が､より住みよい街になるようにと思います｡市街から来た人には､あまり住み
よいとは言えないと思いますので､また､その方達が住んで良かったと思える街になればと思いま
す｡ 

女性 30～39歳 
子どもの遊び場がもっと欲しいです｡公園に行っても､年齢の大きな子ども用遊具しか置いてあり
ませんし｡ 

女性 30～39歳 市営住宅は減らした方が良いのではと思います｡ 

女性 30～39歳 市内に若い世代の人々が増えるといいですね｡働く所｡アーケード通りが何とかならないかな｡ 

女性 30～39歳 

小学校のエアコン設置を早急にして欲しい｡未来ある子ども達が住みやすく育ちやすい環境を作
ってもらいたいです｡また GW に大牟田市動物園に行きましたが､家族連れでとても賑わっていま
した｡世界遺産登録などにばかり力を入れず､今現在ある施設の充実を図ってもらいたいです｡ゾ
ウは難しくても子ども達が喜ぶ動物を増やしてもらいたいです｡ 

女性 30～39歳 
少子高齢化を何とか止めて欲しいです｡せっかく大きなショッピングモールができているのですか
ら､周辺にマンションを建てられるように整備して､人口減少を止めて欲しいです｡公園の一部を削
ってでも｡ 

女性 30～39歳 
将来を支えていくのは子ども達だと思います｡子ども達がすくすく心身共に成長できるように支援
していくことがとても大切だと思います｡家庭や教育の基盤がベースになると思いますので､市で
はそこをサポートして頂けたらと思います｡ 

女性 30～39歳 
知らないことや難しい質問が多く､内容を充分に理解できないまま応えています｡このアンケート
の意味があるのか疑問です｡ 
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女性 30～39歳 

震災など比較的大牟田は災害が少なく､市民の意識も危機管理が薄い気がします｡あるテレビ番
組の中で､地震後の二次災害として､火災が大きいと言われ､ブレーカーが地震の時に落ちるよう
に工夫されている地域がありました｡おもしのようなもので､揺れで落ちるのを利用して作られたも
のでした｡お年寄りや女性など､とっさの時に動けない方などにとてもいいと思いました｡大牟田市
にも広がって欲しいです｡ 

女性 30～39歳 生活保護減｡市全体の生活水準アップ｡高齢者と子どもの交流｡ 

女性 30～39歳 

税金の適切な利用､生活保護者の見直しをお願いします 
スポーツ都市宣言しているのにスポーツイベントが少ないし､活動する整備施設が整っていない｡
フットサル練習場等｡ 
行政活動の一部を委託し､市職員の削減と高齢者の雇用の確保をお願いします｡ 

女性 30～39歳 
大蛇山について｡品がないと思う｡山によってはお金儲けとしか見られないものもあり､祭り自体何
の祭りなのかはっきりと分からない｡祭りとして残しアピールするなら､参加者等について検討す
べきである｡ 

女性 30～39歳 
年寄り､母子家庭､生活保護受給者ばかり優遇されすぎていると思います｡この人達の税金を上
げて欲しい｡ 

女性 30～39歳 

働く女性や子ども達へのサービスや､取組を色々と行っている点は､大いに感心しますが､何か的
外れな気がします｡働いている女性は､家庭で助け合えない状況もあります｡それを踏まえて､サ
ービスなども利用しやすいものと考えて欲しいです｡学童保育も日曜が仕事の親だっているはず
です｡きちんと安心して働けるシステムが､大牟田でもできれば嬉しいです｡ 

女性 30～39歳 
働く場を増やして欲しい｡障がい者も働けるような｡ 
フリーマーケットやマルシェもやって欲しい｡つながりが広がる｡ 
地域の活性化のためにアートの力も必要｡ 

女性 30～39歳 
もっと大牟田の人口が増えるように､いろんな意味でまだやれることはたくさんあると思う｡今後の
大牟田市に期待したいと思う｡ 

女性 30～39歳 

私は保健所の犬､猫たちに関心があります｡平成 26 年 4 月 1 日から人事異動などで変わったと
聞きました｡改正された動物愛護法では､殺処分を極力避け､擁護を推進するように定められてい
ても､大牟田保健所人事課では､重要な事として充分に対応して頂けなかったと聞いています｡ 
福岡県は毎年殺処分が日本一だったりするので､大牟田市から殺処分ゼロにして頂きたいです｡
人間と動物が幸せになれる市になって欲しいと思っています｡あと､大牟田市内にドッグランがな
いので､あったらいいと思います｡その費用､入園料で保健所の費用､入園料で保健所の費用とド
ッグラン敷地の費用に使うとかどうでしょうか｡ 
老人の方が大牟田は多くいらっしゃるので､安値の施設もあったらいいのではないかと思います｡
子ども達が公園でボール遊びができない環境がありますので､ボールを使って遊べる公園もあっ
たらいいと思います｡ 

男性 30～39歳 

アンケートを取って､おしまいにはしないで下さい｡集計､報告でおしまいにしないで下さい｡ 
周りの市町村と比べて､大牟田市は子育てしにくい市です｡なので､少し遠くなっても､子育てしや
すい市町村へ行こうと思う人も多いです｡みんな親は子育てしやすい所を望みます｡ 
福祉(高齢者､障がい児､者)のサービス｡利用施設ではなくて､行きたい所(利用者が望む店､温
泉､遊び場等へ行けるように)の提供があっても良いと思う｡ 

男性 30～39歳 

今､大牟田市立学校の再編成を推進されてありますが､我が家は大正小校区で松原中の近くに
住んでいます｡子どもが中学生になる頃には､白光中､もしくは､宅峰中に再編になりますが､どち
らにしても遠く､白光中に通う場合は､大正町の飲み屋街を通る事になります｡女の子が 2 人いま
すので､親としてはやはり心配です｡ 

男性 30～39歳 
大牟田の人口はだんだん減ってきているので､若者の大牟田離れをなくす町になればいいなと思
う｡ 

男性 30～39歳 
家庭のゴミ置き場を改善した方がよい｡動物に荒らされてゴミが散らばっていたり､置いているだ
けでも､街がゴミだらけで汚いイメージがある｡ 

男性 30～39歳 

こういったアンケートを市民に対して､して頂いたのは初めてであったので嬉しく思いました｡今後
も大牟田市に住んでいきたい一人として､住みやすい､誇れる､自慢したい大牟田市になって欲し
いと切に願います｡ 
第 3 セクターのネイブルランドで失敗し､税金を上げ､市民に負担させたにもかかわらず､世界遺
産に手を出すことは絶対に反対です｡ 

男性 30～39歳 
子どもを育てやすい街にして欲しい｡どこかの町みたいに､子どもが多くなるほど､補助金が多く出
るとか｡ 

男性 30～39歳 

市役所の窓口は土･日休みですが､多くの人が仕事で行けないからこそ､平日だけでなく休日も交
代制で対応したり､夜間の延長も､もっと増やしてもらいたい｡ 
以前､子どもが熱を出したが､仕事で 18 時頃に保育園に迎えに行ったら､小児科は 18 時まで｡夜
間担当医に電話しても､19 時からだと断られた｡救急ではなくても､子ども(キツくてぐずったりする
ので)は判断が難しかったりするので､空白の 1時間はとても困った｡対応を考えて欲しい｡ 

男性 30～39歳 住民税が高すぎる! 

男性 30～39歳 
主要な道路になっていても道幅が狭い｡区画整理等できれいにして欲しい｡  子どもの遊び場と
して放課後､学校の運動場を開放して欲しい｡ 
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男性 30～39歳 
少子高齢化で生産人口の減少｡活気がなくならないか心配｡学校も次々と合併され､改めて子ど
も達が減っている事を感じる｡年金など正直者がバカを見ないですむように､納税の義務を強化を
希望｡大牟田で育ち､大牟田で生活を続け､誇りを持てる夢ある市になって欲しい｡ 

男性 30～39歳 
将来的に交流(他県とのつながり)を深めていく事が大切だと感じる｡公共交通機関の充実｡生活
水準のレベルアップ等々が大切になってくるのではないか｡ 

男性 30～39歳 
やることやること金かけ過ぎ｡税金ばかり取って､安い給料で､なおこのありさま .死ねと言われて
いる感じしか受けない｡役所の連中は半分にすべき｡.高齢者や公務員に給料､年金をやるために
仕事はしたくない｡非常に腹立たしい｡ 

男性 30～39歳 
私はまだ 30代なので､まだ地域活動に参加していませんが､これから年齢を重ねていけば､もっと
参加出来る機会も増えていくと思います｡仕事があっても子育てしやすい社会になればと願って
います｡ 

男性 30～39歳 
駛馬南小学校の駛馬北への統合はやめて欲しい｡かなり不便となる｡もっと地元の意見を反映さ
せて欲しい｡ 

女性 40～49歳 意欲､やる気を持って取組､活気あふれる町になって欲しいと願っています｡ 

女性 40～49歳 

大牟田市は､イベント､まちづくりに対してへたくそだから､花プラス館にしても印象が暗い｡接客態
度が悪い｡商品構成がなっていない｡町全体街路樹や川の手入れが悪い｡ 
朝からビールを飲んでいるような生活保護者に､草取りやゴミ拾いのボランティアをさせるべき｡医
療にしても病院は多くても質が悪い｡大牟田の病院にはかかりたくないです｡ 

女性 40～49歳 

大牟田市は平日､夜間小児診療当番医や､愛情ねっとの高齢者徘徊情報(最近はメールが来て
いませんが)､高齢者徘徊の声かけの訓練など､福祉､医療については､素晴らしい活動をしてい
ると思います｡また､自然災害もあまりなく､地域で取れる農作物はとてもおいしく､物価もあまり高
くなく､福岡市内や熊本市内には電車で行きやすく､とても住みよい街だと思います｡他の地域の
方に､自慢できることはたくさんあると思います｡しかし､働く場がなく､多くの人達が大牟田から離
れていくことが､とても残念です｡我が子も､何人この大牟田に残ってくれるか､とても心配です｡市
長さんも､働く場を増やす事は必要と考えているとは思いますが､ぜひよろしくお願いします｡大牟
田市新総合計画ではありませんが､犬､猫の殺処分ゼロを目指す活動も､もっと進めて欲しいで
す｡ 

女性 40～49歳 大牟田で職を探しても､給料がとにかく安いので､仕事面での改善を期待します｡ 

女性 40～49歳 

現在は､私も家族も自分のことは自分でできる生活ができていますが､両親も私も含め､いずれは
地域の皆様の力をお借りすることになると思います｡その時に､家の近くに病院や食料品店があ
れば便利だと思いますが､それが無理なら交通の便をと思います｡いつまで元気で運転できるか､
できないなら都会の便利なところ引っ越すか､何でもお金の問題でしょうが｡ 

女性 40～49歳 公民館離れがあり､役員の負担が大きくなってきている｡ 

女性 40～49歳 
高齢者､認知症の方が独居の中､地域､市､医療が充分に関わっていないと思う｡また､高齢化社
会大牟田と言われているが､実際には大きな実働(高齢者､認知症の方)はないように思い残念｡
でも､他県へのアピールは上手ですよ｡ 

女性 40～49歳 

高齢者の多い町なので､高齢者に配慮した町だと思う｡ただ､子育て世代にはサークル講座も高
齢者が多く入りづらい.子育てママが行きやすい講座も少ない｡ファミサポ 600/h と高く利用しにく
い｡えるるも日､月､祝日休みで子どもが休みの日で利用したい時に利用できない｡子育て支援の
施設が市内 1 カ所しかないのも少ないと感じる｡公民館でのサークル(じゃじゃり)も行って見たが
駐車場が満車で入れない事もあり､好きな時間(子どものリズムに合わせた時間)に行くことがで
きない.子育て世代に､もっと子育ては楽しいなと思えるサポートが大牟田には必要だと思う｡ 

女性 40～49歳 
高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯に､隣近所の方のちょっとした手助けがあれば､ゴミ出し
や買い物等｡ 

女性 40～49歳 
新栄町あたりを､企業のオフィスが入れるようなビルが建ち利便性を活かして､今成長しているア
プリの会社などを入れて､もっと若者が集まる町にして､活気を取り戻して欲しい｡働ける場所が少
ないと思う｡ 

女性 40～49歳 
人口減少が続いて行く事への不安｡海外との交流などもう少し広めて欲しい｡子ども達には国際
的な感覚を身につけて欲しい｡ 

女性 40～49歳 

人口は減っても増える事はないので､長期的な視野で物事を進めて頂きたい｡何でもかんでも頑
張るのではなく､ポイントを絞った方がいいのでは｡歴史遺産も重要だが､人を呼ぶにはそれなり
の維持費も必要になるので｡それよりも未来を担う子ども達の育成に重点を置いた方がいいので
は｡若い親の教育力は衰えているので､無気力､無関心になる前に小～中学校の教育が大事だ
と思う｡市民ニーズと計画がかけ離れた物にならないようお願いします｡80%以上集まればいいで
すね｡ 

女性 40～49歳 新栄町にコンビニを作って欲しいです｡ 
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女性 40～49歳 
全国的に大牟田は老人の町と思われていますが､この頃大学ができて､若い人達の姿も多く見ら
れ､ちよっと活気が出て来ているよう｡市に住んでいたら､町内会に参加されますよう､市の協力を
声かけして頂きたいものですね｡ 

女性 40～49歳 

日本全体で言えることと思いますが､大牟田市は特に高齢化が進んでいます｡私が住んでいる地
域も周りは高齢者が多く､子どもが通っている学校も転校していく子が多く､転入生はほとんどい
ません｡元気な高齢者が多くいることは喜ばしいことですが､若い人が安心して住み､子育てでき
る環境が整えばいいなと思います｡一長一短できる事ではないことは充分分かりますが､何とか
実現して頂きたいです｡ 

女性 40～49歳 
引っ越して来たばかりですが､実家が大牟田なので､大牟田のことは大体分かります｡将来的に
暮らしやすい市ということで､人口が増えるといいと思います｡お年寄りが多いので､病気予防など
が充実した町になればいいと思います｡ 

女性 40～49歳 

他の地域が行って成功したから､大牟田市も行って成功させようと同じ事をするのではなく､10 年
後､20 年後､大牟田市が行っても成功し､他の地域に誇れる何かを見つけて市作りを行って欲し
い｡あのネイブルランドみたいな事はしないで欲しい｡ネイブルランドにお金を使わず､あのお金で
動物園を充実させて欲しかった｡ 

女性 40～49歳 
若い子ども達の就職先がないため､遠方に行く子が多いため､将来が不安になっている子達も多
いと聞きます｡どうにかして､地元に残れるようにしてもらいたいです｡ 

女性 40～49歳 若者がとどまれるような街にして欲しい｡ 

男性 40～49歳 
外部に出た市出身者の話だと､市の行政の評判がとても悪い｡街の将来に向けて､市民の足を引
っ張る事のなきよう､市職員の方々に置かれましては､身を引き締めて頂きたい｡ 

男性 40～49歳 
高齢化社会の中で若者を引き留めるような企業誘致､世界遺産の誘致など何か変えてみようと
市民が子ども達に残せるような事を考えていかなくては｡ 

男性 40～49歳 財政問題を解決し､豊かな市になるよう市民全員で頑張って行きましょう｡ 

男性 40～49歳 人口減少が止まり､若い人達が定住できる地域になる事を希望します｡ 

男性 40～49歳 

人口も減り､活気もなくなった大牟田｡あるのは増えていく老人の人口と工場の有害な煙と､無駄
な道路工事｡私は現状をそう感じている｡生まれ育ったこの大牟田で､老後の生活を考えると､残
念ながら不安しかない｡もっと､市も市民の将来の展望を明確にもって動くべきだと思う｡ 
旭山動物園や武雄市を見習ってもらいたい｡大牟田で生活したい､大牟田なら老後も安心して暮
らせると声が上がるよう､大牟田も､もっと斬新な発想を持って発信していく努力をすべきだと強く
望む｡ 

男性 40～49歳 

地域に蓄積されている素材を見つけ出し､ストーリー性を作り出して､大牟田を PR していくことで､
大牟田市のイメージアップに繋がっていくと考えます｡他周辺の市町村と比した場合､職員(広報
や商業､観光以外)の情報発信に対する意識が低い｡ただ､目前の仕事をすれば良いと言う感覚
を感じる｡ 

男性 40～49歳 

できる事は限られているので､炭鉱に変わるエネルギーに関わる企業を､積極的に誘致して､広
域活動をして下さい｡今でもしていると思いますが｡ 
明確なビジョンと目的と､誰が意志決定したか､はっきりさせて責任のある活動ができればいいと
思う｡ 

男性 40～49歳 
とにかく若い家族が住みやすい町になって欲しい｡若い人があふれるようなまちづくり｡スポーツ
施設を記念グランド他周辺に､もっと充実した物を設置取り組んで欲しい｡ 
中学､高校の援助ももう少し考えて欲しい｡ 

男性 40～49歳 

バスの運賃が高くて利用するのは難しい｡ 
街灯がない｡街路樹が多くて、老人が右､左を確認せず道路を横断する｡街路樹が陰になってしま
う｡ 
学生の逆走運転が多い｡学校で交通ルールを教えるべきである｡ 

男性 40～49歳 働く場が少ないと思う｡大牟田の名所を言うと考えてしまう｡ 

男性 40～49歳 

人と人をつなぐ事で､新しいアイデアやエネルギーが生まれると思います｡道路の植込や離合が
難しい生活道路､街中心に緑が不足しているなど､これからのまちづくりに課題が多く見られます｡
高齢者対策も大事ですが､長期の視点では､明るく夢のある希望の見える若者を起用したまちづ
くりが大切だと思います｡ 
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男性 40～49歳 

他の市や町では､小児医療費が小学､中学まで無料の所があり､大牟田市は入院費はいらない
が､あまり入院しないので､全然役に立たない｡また､税金面も大牟田市は､他の市町村より高い
ので､若い人は隣の市に家を建てる人が多い｡財政が厳しいのは分かるが､若い人がいてこそ､
将来の大牟田市の活性が見込めるのではないだろうか｡また､市職員の数の多さにはびっくりす
る｡まず､そこから見直してもらいたい｡ 
地元の企業を優先して取引して欲しい｡地元の企業を大切にして欲しい｡ 
大牟田は大気汚染がひどいので､福岡市みたいな情報を発信して欲しい｡学校は数値が高くて
も､外での活動を中止した事を聞いたことがないので､高い時の対応を徹底してもらいたい｡ 

男性 40～49歳 三池港に海釣り公園を作って､観光客を呼び込むと元気な大牟田になりそう｡ 

女性 50～59歳 

3歳までの小児は､親とのしっかりした関係づくりが大切だと切に願っています｡将来を担う人材育
成の為にも､子育てをする親への支援を､もっと見直してもいいのではないかと思っています｡大
牟田がこれからもずっと活気あふれ､子ども達を産み育てやすい地となり､老若男女バランスの
取れた町でありますように｡ 

女性 50～59歳 
60 歳以上の方が多い(すごく元気)が､皆さん物作りが上手な方がいらっしゃるので､それを活かし
た物作りの町になればいいと思う｡公民館のサークルの中には長年されてすごく上手な方がたく
さんいらっしゃる｡ 

女性 50～59歳 
大牟田は､特に風景のいいところや情緒のある所はないが､落ち着いて生活出来る｡子どもや老
人が生活しやすい場所であって欲しい｡ 

女性 50～59歳 
大牟田は九州の中では動きがいい(東西南北)所なのに､市としてのアピールが下手だと思いま
す｡もっと立地の良さを市外に向けて発信すべきだと思います｡私は 20年くらい前に他県より来ま
した｡物価の安さ､住みやすさを主張して! 

女性 50～59歳 

大牟田は全国でも高齢化が進んでいる市です｡逆にそのことをプラスできるよう､全国からも注目
されるよう､市と市民が協力して､高齢者が日本一住みやすい街にして行けたらいいですね｡その
ためには､若い世代の方にも大牟田に住んで欲しいので､子育てへの援助を手厚くすることも一
緒に考えて欲しいです｡ 

女性 50～59歳 
大牟田は炭鉱の町で潤っていたが､今は活気がない｡若い人の働く場が少ないかも知れません｡
学校を卒業したら､都会に行っているような感じです｡ 

女性 50～59歳 
介護､仕事に追われ精一杯の中､リサイクル当番は負担です｡自身が体調を崩すと､家庭は回っ
ていきません｡ 

女性 50～59歳 介護医療の充実と老人ホームの充実｡ 

女性 50～59歳 介護施設を増やして欲しい｡先々不安です｡大雨の時､山の崖崩れが不安｡ 

女性 50～59歳 

倉永に住んでいますが､一人暮らしのお年寄りが口をそろえて言われるのが､通院や買い物をす
る時の足がないとのことでした｡今はコミュニティバスが運行されていますが､やはりタクシーを利
用したり､高齢で危ないと分かっていても車を運転されている方も多くいらっしゃいます｡将来不安
です｡以前西鉄バスが通っていた時は便利だったと聞きます｡ 

女性 50～59歳 
高齢者が多く､若者就労者が少ない｡もっとベースアップし､働きやすい職場を増加する事が望ま
しいです｡活気ある大牟田になって欲しいです｡ 

女性 50～59歳 
高齢者が多くなり､個人商店などもなく､バスの本数も少なくなり､買い物や病院に行くのにも不便
になって､高齢者にとってはだんだん住みにくい町になっているように思います｡ 
若者が定住するよう企業誘致を進め､以前の様な活気ある町になって欲しいと思います｡ 

女性 50～59歳 

高齢者が住みやすい街､認知症の人が大切にされる町になるように努力している町として､全国
に知られてきていて嬉しく思います｡合わせて､子どもが元気にいきいき過ごせる町､安心して遊
べる町､子どもをどんどん産みたくなる町､住み続けたい町､今もすばらしい子育てサポートがなさ
れています｡子育てに悩み､苦しむ病児､発達障害児のある我が子との関係に悩み苦しむ親､特
に母親に温かく寄り添える町､レスパイトケアが充実していく町となるよう希望します｡そのために
は､地域､自治体､社会でのサポートが必要だと思います｡私自身は認知症の母､高次脳機能障
害の父(よっぱらって頭を打って早 7 年)､二人を受け入れるプロセスは長かったですが､地域社会
資本に随分助けられています｡心療内科にも助けられています｡ 

女性 50～59歳 高齢者に関する事で､家庭で居場所を確保されたらいいと思います｡ 

女性 50～59歳 高齢者の施設の増進｡住居の確保､生活保護受給者の調査(不正者)をお願いします｡ 

女性 50～59歳 子ども達が U ターンするような魅力ある市へ 
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女性 50～59歳 子どもを出産し育てやすい市にして欲しい｡子どもは国の宝､保育所の充実､夜間保育所等｡ 

女性 50～59歳 

このところ少子化や高齢化をひしひしと感じます｡少子化は､国の強い危機感を持った具体的な
施策が打ち出せれば改善されると思うが､高齢化は止められないものと思う｡お年寄りのための
買い物や､交通の便などが､年々悪くなっているように感じる｡特に車で行かなければならないよう
な､大型商業店が郊外に集中して､実際に市民が生活している地域が一部廃市のようになってい
ます｡もう少し高齢者の生活の質が高まるように願っています｡ 

女性 50～59歳 
これから自分たちが､年を重ねて老人になって行くのに､とても不安でいっぱいです｡税金が増え
るのが一番良いのですが､年金が額によってはとても難しいです｡安心できる老後にして欲しいで
す｡ 

女性 50～59歳 
災害も少なく住みやすい.高齢者に優しい｡この環境を維持しながら､昔の活気が戻ってきたら素
晴らしいですね｡ 

女性 50～59歳 
時間給を上げて欲しい(712 円以上)｡改善してお年寄りも､若い人を多く使う会社を増やして欲し
い｡｢大牟田はお年寄りと子どもしかいないよね｣と県外の人から言われ､｢その通りだよ｣と答えま
した｡ 

女性 50～59歳 市職員ひとり一人が､市民のために大牟田市がより良くなっていくよう､頑張ってもらいたい｡ 

女性 50～59歳 

自然災害が少なく､環境に恵まれていると思いますが､雇用の場がないのが残念です｡ 
最近､高齢者施設が増えていますが､そこで働く若者が低賃金､残業未払いなどの苦労をしてい
ます｡ブラック企業､施設をなくさないと､若者の働く意欲がなくなります｡ 
高齢者が楽しく暮らせるまちづくりを望みます｡ 

女性 50～59歳 
住宅､定住に取り組み､ベッドタウンとしての機能を充実して､人口増加を図ることが必要ではない
でしょうか｡ 

女性 50～59歳 
新大牟田駅等､南関寄りにあるので､利用しにくいと思う｡今後､何らかの施設を造ることがあれば
場所を考えていただきたい｡ 

女性 50～59歳 新大牟田駅前に､お店が全くないのは寂しいし､とても残念｡活気がなさ過ぎる｡ 

女性 50～59歳 
新栄町､銀座地区､築町などシャッターが閉まっている所が､もう少しどうかならないかなと思いま
す｡暗いと思います｡大牟田ゆめタウン､新大牟田駅はいいと思います｡ 

女性 50～59歳 

炭坑という大きな土台が男を働かせ､女を家庭に入れて親をも同居して､家族という小さな土台を
守って､大牟田を栄えさせていた昔｡今､大牟田で土台になるものがなく､小さな土台も崩れていこ
うとしています｡本当に必要な物は何か､大牟田職員の方は真剣に考えて頂きたい｡気を入れて
欲しいです｡ 

女性 50～59歳 
中高年はお花を見るのが大好きですが､梅､桜､あじさいの季節には､大牟田市内では場所が少
ない｡つい市外へ出かけてしまう｡安い費用でできるまちづくりとして､花の名所を作ったらどうか｡
既存の公園にも素晴らしい所があるのに､手入れがあまりされずもったいない｡(例)黒崎公園 

女性 50～59歳 

道路の側道の草がとても気になる｡景観が悪い｡ 
JR大牟田駅が暗い｡ターミナルになっているが､木が高くなってわかりにくい｡ 
ゆめタウン､イオンと大型店があるが､バスが JRの表側からがわかりにくい｡ 
新大牟田駅と大牟田駅との距離が長く､運賃が高い｡ 

女性 50～59歳 
独居の高齢者､介護保険を利用しても暮らせない｡施設にも入れない｡そんな話を良く聞く｡安心し
て最後まで自宅で過ごせる仕組を充実させて欲しい｡ 

女性 50～59歳 

年金は安く､国民健康保険税､介護保険料色々税金が高い｡道の駅おおむた 3900万もかけて､ど
こをリニューアルしたか分からない｡商品が少なければ何しに行くの｡もっと商品を増やし､店員の
質を向上し､欲しいと思う品揃え｡努力しない所に大切なお金を使うな｡少ない年金で税金を払っ
ている｡子どもがいるから子どもから食べる｡田舎だったら食えない｡死ななければならない｡ 

女性 50～59歳 
福祉バスなどの導入で､路線が廃止されている場所からの買い物への援助があれば､高齢者､一
般の方の交流ができるのでは｡イオン､ゆめタウンなどで啓発活動が行われると目にとまりやす
いと思う｡ 
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女性 50～59歳 

他の土地､福岡とかに行くとよく分かるが､大牟田は人のぬくもりがある｡人と人がお互いに助け
合っている｡こういう雰囲気は失って欲しくない｡今後､ますます老人の一人暮らし､孤独死が増え
ると思う｡老々介護である｡オープンなつきあい､人間関係も密にした方が良い｡また､若者が仕事
に就きやすく､この土地を離れたくないという魅力､加えて元気な高齢者でも､何かしら代価のある
仕事が欲しい｡老人ホームは賑やかな所にした方が良い｡生きがいを｡ 
子どもを産みやすい環境を望む｡ 

女性 50～59歳 
町中はバス通り便利ですけど､ちょっと田舎に行くと､バス停も店も遠くて不便です｡バスはマイク
ロバスみたいな少人数で乗れるバスを通るようにしてもらいたいです｡ 

女性 50～59歳 

若い人がいて活気が生まれます｡大牟田で子育てすると特だねと思えるような､ちょっとした工夫
が欲しいです｡例えば､紙オムツを捨てるだけで､ゴミ袋がたくさん必要です｡乳幼児のいる家庭に
は､ゴミ袋の支給があってもいいですね｡こんなちょっとした事が嬉しい気がします｡ 
先日､有田の陶器市に行って参りましたが､以前と比べ､若い作家さん達の作品が数多く出されて
いました｡伝統だけでなく､若いエネルギーが､地域を変えていっている｡そんな気がしました｡若者
の活力を多いに活用し､大牟田も変わっていって欲しいと思います｡ 

女性 50～59歳 若い人が定着できるよう､働く場所を増やして頂きたい｡ 

女性 50～59歳 若い人達の働く場所が少ない｡     子育てにお金がかかりすぎる｡ 

女性 50～59歳 若者が住みよい町にして欲しい｡ 

女性 50～59歳 
私は福岡市へ通勤しています｡土､日だけの大牟田市内での生活とほぼ同じです｡行政サービス
が､土､日に受けにくい｡市民課が土､日しかできない等制限されています｡  
大牟田市民が大牟田市内で、働ける環境を作って欲しいです｡ 

男性 50～59歳 

①大牟田出身の優秀な人材が全国います｡その人達に知恵と知識を出してもらい､大牟田を全
国一住みやすい場所､予算も一緒に考えて､話し合う機会と場を増やしてもらいたい｡ 
②市長は何期もするな｡2期までとする事｡惰性で市政をし､ひいては悪政となる｡ 
③駐在所を減らす事ばかり｡警察署の中に昼間ごろごろしているようなら､駐在所を増やして､幅
広い目配りをする事｡交通違反の仕事ばかりして､本来のなすべき仕事(暴力団摘発)をしていな
い｡ 

男性 50～59歳 
海(有明海)と山(三池山)に囲まれた地を大切に､市民が相互扶助しながら､｢こじんまり｣とまとまっ
た温かい地域を目指して欲しい｡ 

男性 50～59歳 
海が近くにあるので､水族館等､子どもが遊べる場所があったらいいと思う｡若者が地元で働ける
町にして欲しいです｡ 

男性 50～59歳 
大牟田市の歴史､特に明治以降の歴史は､三井の歴史と重なると思いますが､大牟田市の歴史
は､大牟田市民の歴史であることを忘れずに､大牟田市の重要な政策を進められる事をお願いし
ます｡ 

男性 50～59歳 

大牟田市は交通の便が非常に良く､過去の歴史上､中心部に銀行､病院が多い｡久留米他より駅
近辺の利便性を考えると､地方の高齢化や過疎化は進んでも､ここは考えにくい｡今だからではな
く､長い目でみると､突出して良い町になる可能性を持っていると思う｡熊本､福岡市の中心部に多
くのマンションができ､離れた地域に新しい街ができてきた｡大牟田はその遺産の利用を考えるべ
き｡まずはベッドタウン化等の人口増に沿って考えるべきだと思う｡ 

男性 50～59歳 大牟田市は高齢者の多い市､高齢化社会にならないような大牟田市を作って欲しい｡ 

男性 50～59歳 

確実に高齢者が増え､若者が減り､住民が減っていく市において､本市が何を目指すのか分から
ない｡市の迷いが感じられるアンケートでした｡これからは､日本一高齢者が住みやすい街を目指
すのも一つの市の生き方だと思います｡そのために､切り離す施策等も出て来ると思いますが､こ
れまでの若者や普通生活を送られる人々を中心にした政策ではなく､高齢者を中心にした､新た
な発想を元にした政策を立てることで､最新の高齢化政策都市を目指すのも一考に値すると考え
ます｡ 

男性 50～59歳 企業を取り入れて雇用を増やす 

男性 50～59歳 
近隣の市町村から人が集まって来るような､魅力のあるまちづくりをして欲しい｡外出する機会や
場所があるような街にして欲しい｡ 

男性 50～59歳 
自然災害が少ない街として､もっと PR してもいいのでは｡ 
三池炭鉱専用鉄道跡地の活用として､運行電車を走らせては｡ 

男性 50～59歳 市長､市職員の方々､日々努力されている事に感謝しております｡ 
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男性 50～59歳 
市の行事等で参加者の意見評価を受けた方が､今度の意識調査より効果があると思う｡返信用
封筒が小さい｡ 

男性 50～59歳 
市民生活を､近隣都市と同レベルのサービスや税にし､人口流出を食い止める｡仕事と家庭のバ
ランスが良く､調和の取れた生活ができるまちづくりを目指して下さい｡ 

男性 50～59歳 
市民は会議､まちづくりの参加など､地域の活動が少ない｡市も参加しない人や､関心がない人も
多いのではないかと思う｡ 

男性 50～59歳 市役所の職員が､荒尾市等に家を建て､大牟田市民でなくなる事を疑問に思う｡ 

男性 50～59歳 人口 20万人を目指して､企業を誘致して活気あるまちづくりをしてもらいたい｡ 

男性 50～59歳 
人口が減り､大正町や新栄町にあったデパートがなくなり､寂れているので､大牟田の将来が心配
である｡ 

男性 50～59歳 新栄町にお店を作って頂きたい｡老人が困っています｡ゆめタウン､イオンは遠すぎます｡ 

男性 50～59歳 

水道代が高すぎる｡水､塩､米などは安くあるべき｡水は生活の糧｡ 
昔のような環境で良いのに｡落葉を焼いていても通報｡ぎすぎすした隣近所つきあいにうんざりす
る｡規模の小さい､大して重要性もない炭坑関連を世界遺産にといわれているが､絶対無理｡税金
の無駄遣い｡職員も関わっているが､経費の無駄遣い｡ダメだった場合､その無駄に使った経費
は､誰が弁償して誰が責任を取るのですか｡ 

男性 50～59歳 全体的に道徳意識が低い｡ 

男性 50～59歳 
炭坑の閉山後､急激に産業が衰退し､若い人達が市外へ流れて､高齢者ばかりの町となっている
イメージが強いです｡若い人が残れるような､産業とか､文化(音楽など)の誘致など希望します｡ 

男性 50～59歳 
炭坑の町というイメージで今まで来ていましたが､教育に関して､子どもへの関心が薄いと思いま
す｡小学校の授業参観の出席率が低いと思いました｡高層マンションが多く､町の美観を損ねてい
る｡新栄町駅周辺の復興が必要だと思います｡ 

男性 50～59歳 
中心市街地の衰退に対する積極的な行政の関与｡大牟田市出身で 35年ぶりの帰郷で延命公園
付近と中心部のギャップ拡大は深刻な問題と思われる｡ 

男性 50～59歳 働く場所を作る      生活保護が甘い｡ 

男性 50～59歳 東アジア圏内外国都市との密な交流 

男性 50～59歳 
非常に難しい問題ですが､限られた予算で行政が如何に効率的にサポートできるか､その方策を
官民一体となって､早急に考える必要があると思います｡ 

男性 50～59歳 
三井企業の城下町､大牟田では他の会社は企業誘致してもなかなか来てくれません｡そこで､港､
海を活用し､海上自衛隊と海上保安庁の西日本エリアの基地｡アジアの拠点となるぐらいの｡人口
10万人増｡ 

男性 50～59歳 

三井三池炭鉱等の世界遺産登録に向けた､今の大牟田市の動きを疑問に思います｡先日の富
岡製糸場の登録との大きな違いは､市民の意識だと思います｡市としての取組もあまり見えてお
らず､中途半端だと思います｡今のままでいるなら､その分の予算や時間､人材を他に回すことを
考えてもらいたいです｡ 

女性 60～69歳 

2年前に交通事故に遭ってしまい､離職することになってしまいました｡60歳前の離職は本当に辛
かったです｡今は息子に頼っています｡再就職もままなりません｡年金までの生活など悩み事はた
くさんあります｡市役所窓口ばかりではなく､今回みたいなアンケート式でもいいので｢近況伺い｣
みたいな物でも定期的にあればどうでしょうか｡私はインターネットもできません｡ハローワークな
どの状況も知りたいです｡ 
近所で父子家庭の悲しい事件もありました｡前の職場では､若いお母さんが保育園に迎えに行く
時間に間に合わなくて､いつも時間外を取られてしまうという話も聞きました｡ 

女性 60～69歳 空き店舗が多い｡昔の大牟田のように賑やかな町を希望します｡ 

女性 60～69歳 
空き家､空き地､空き店舗が目立つようになって寂しいですね｡有効な活用方法や､アイデアが出
てくると良いですが｡若い人に期待!! 

女性 60～69歳 甘木山､諏訪公園等､季節の花を植え､人を呼べるようにしたい｡ 

女性 60～69歳 安心して生活ができる状況を望みます｡ 
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女性 60～69歳 

井筒屋やマルショクなど新栄町駅前や駅ビルの 1 階や 2 階などいろんな店があった頃が一番良
かった時代かな｡店が入りやすいように家賃が小さい街､大牟田は高すぎると思う｡店だけではな
く､住宅も今の新栄町あたり､井筒屋後はあの形でどれだけ寂しいイメージがあると思っています
か｡昔は待ち合わせの場所だった駅の1階と2階｡他の街から来る人達もあこがれていた駅｡駅は
街の顔､中心なのに､その駅周りが何もなくなって､誰が見ても寂れたねと言われます｡本当に悲
しい事ですね.無駄なネーブルランドや花プラス館の 2 階や植物など他の町の道の駅など見てる
と素晴らしい｡駅ナカや周りが寂れていてはダメ｡ 

女性 60～69歳 
今､大牟田はマンションばかりで､本当のまちづくりになっていない｡私もよく分かりませんが､昔の
大牟田が良いですね｡ 

女性 60～69歳 
美しい町にして欲しい｡道路の側溝に蓋をするとか､掃除して欲しい｡見た目にも汚いし､蚊が多く
て､不潔な感じがする場所が目につきます｡ 

女性 60～69歳 
大牟田市を活性化して欲しい｡過去の失敗を繰り返さないように｡お役所的な感覚ではなく民間の
会社の感覚でやって欲しい｡採算が取れる形｡ 

女性 60～69歳 
大牟田の人口減少が止まりません｡高齢者ばかりで､敬老会も校区での開催は取りやめられ､地
区でやっても弁当食べるだけです｡市長は黒字の事はよく話をされますが､子どもが増えないの
が問題です｡ 

女性 60～69歳 大牟田道の駅に図書館等があってもおもしろいと思う｡ 

女性 60～69歳 官民お互いに助け合って住みやすい市を希望します｡ 

女性 60～69歳 企業誘致してもらいたい｡60歳以上の仕事を増やしてもらいたい｡ 

女性 60～69歳 
企業誘致を行い､若年層の労働者を増加させ､人口を増すべき｡観光事業には向いていない地域
である事を自覚し､無駄な投資とかしないよう願う｡ 

女性 60～69歳 企業を誘致して若者の働く場所を作って下さい｡ 

女性 60～69歳 
下水路(生活排水路)が詰まっている(泥や石などで)所が多く､少しの雨であふれ出す｡夏場は蚊
の発生源となっている｡個人ではなかなか掃除できなく､下水道の工事もそろそろ終わりに近づい
ているようです｡掃除をお願いしたい｡ 

女性 60～69歳 
現状は高齢化による隣組また､美化デーなど 80歳以上の方が多数などこれから先いつまで維持
出来るか分からない｡ 

女性 60～69歳 現状は若い人が少ない｡ 

女性 60～69歳 原発誘致｡自衛隊の誘致｡ギャンブルの誘致｡刑務所の誘致｡ 

女性 60～69歳 高齢化かなり進んでいます｡そしていろんな面で厳しい時代です｡ 

女性 60～69歳 
高齢者と呼ばれる年代であり､独居老人に対する見守りが必要と思う｡徘徊なども放送される中､
地域での強化､隣組､公民館に加入されていない老人､独居老人も多くなっている｡組長や公民館
での見守りを強く､市政の方からの呼びかけをお願いしたい｡ 

女性 60～69歳 
個人の店が少ない｡八百屋､魚や､皆スーパーだから高い｡単身者が多いのに住みにくい｡健康で
若かったら､大牟田を出たいです｡ 

女性 60～69歳 仕事のこと､生活のこと､教育のこと､環境のこと､無関心にならずにいたいと思います｡ 

女性 60～69歳 市全体が明るくなって欲しいです｡大牟田は暗いイメージが強いので｡ 

女性 60～69歳 
市全体に活気がない｡魅力あるまちづくりに､もっと力を本気で力を入れて欲しい｡｢ほどほど｣｢ま
あまあ｣では､ますます人口減になります｡幸い大牟田は､災害(地震､台風被害)が少なく､ありが
たいと思っています｡感謝です｡ 

女性 60～69歳 
市の情報など､インターネットで等で知り得ますが､高齢者には市政だよりが主だと思う｡有線など
の情報があれば効果的かなと思います｡ 

女性 60～69歳 
自分の意志で総合病院にかかりたくても紹介型病院になっているので､自由にかかることができ
ない｡料金の加算等でとっても不便に感じている｡ 

女性 60～69歳 市民が元気で住みやすい場所作り｡ 
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女性 60～69歳 

消費税 8%になる前に､年金が下がったのはなぜですか｡8%上げた事に福祉､子育てに役に立てる
と上がっていましたが､年金=福祉ではないのですか｡新栄町に何十億のお金を使うより､石炭館
と大学の所から炭鉱列車をグリーンランドまで繋げて欲しい｡昔あったんです｡炭鉱列車が｡若い
人もご年配の方も､たくさん乗られると､町の活性化につながると思います｡ 

女性 60～69歳 将来子ども達が自慢できる大牟田であればいいですね｡ 

女性 60～69歳 新規企業の誘致を早急に行い､大牟田市の人口流出を少なくすることを望む｡ 

女性 60～69歳 
税金の無駄遣いをしない｡ 
世界遺産などの施設にお金を使わない｡ 

女性 60～69歳 
世界遺産のために､莫大な税金を使い続ける今の大牟田市はおかしい｡他に使う事は山ほどあ
るのに､大牟田市民で大切に残して行く事ではいけないのでしょうか｡ 

女性 60～69歳 
線路近くに住んでいますが､犬の糞､ゴミ袋毎(車から投げて行きます)捨てています｡草が生い茂
って､カンやゴミがいっぱいです｡私の近くは時々片付けています｡ 

女性 60～69歳 
大企業の誘致､子育て支援で若者の定住､活気のある町に｡無駄に税金を使わず､計画的に有効
活用を｡ 

女性 60～69歳 
小さな道にも､街路樹のある雰囲気のある街並みが欲しい｡(例)三川町通り 
猫の放し飼いが多く､糞等で困っている方々が多くいます｡なんとかならないでしょうか｡清潔な大
牟田市であって欲しいです｡ 

女性 60～69歳 
中心から外へ外へと住宅やショッピングの場が年々移って行くのは､世の流れで仕方ない事と思
っています｡新しくできた施設等が長く維持されるようお願いします｡ 

女性 60～69歳 
共働きが多いので､保育所の預かりを 1時間長くして欲しい｡子育てしながら女性が働きやすい環
境を整えて欲しい｡そうなればまた､子どもを産んでもいいかなと思う｡ 

女性 60～69歳 
バスを利用していますが､バス停で待っていると､高齢者の方が､ゆめタウンまで行かないと近所
に買い物できる店がなくて大変と言って､大きなスーパーの袋を下げてバスに乗って､また､バス
を降りて､自宅まであの重たい袋下げて大変だろうなと思って､いつも見ています｡ 

女性 60～69歳 働く場所｡人材｡ 

女性 60～69歳 

本市の状況は､厳しい財政の中で､いかに市民との協働が重要であるかと感じています｡本市の
高齢化も進み､本市の進むべき道が中途半端のように思います｡産業やら福祉やら中途半端な
絞り方だから､その場を切り抜けながらの市政だと感じます｡ビジョンをもう少し現実化して､若者
も年寄りも､ささやかな暮らしができればいいと思います｡行政の事業にしても､同一事業が各事
業所で､表現を少し変えて行われているのは無駄と思います｡もう少し行政も､事業内容をスリム
化して､統合させて行う事が大切と思います｡ 

女性 60～69歳 本調査が有意義に活用されますように｡ 

女性 60～69歳 
宮原坑跡の駐車場を､平日見られたことありますか｡広々とした駐車場は､近所の人の格好の場
所になっていると思います｡これこそ税金の無駄遣いではないでしょうか｡ 

女性 60～69歳 昔みたいな活気が欲しい｡それには子どもも男も女も助け合う気持ちがなければダメです｡ 

女性 60～69歳 
もっとしっかりとした行政をして下さい｡税金の無駄はやめて下さい｡大牟田に住んでいる市民の
為に使って下さい｡ 

女性 60～69歳 

休みに出かけようと思うと､イオンやゆめタウンなど型にはまったような所しかないので淋しいし､
あまりうきうきしません｡年齢のせいかも｡63 歳｡福岡のように何々通りというような､入りたいなと
思う店があればと思います｡これからは､物よりも心の時代じゃないかと思います｡私の子どもの
時は､悪いことをしたらバチがあたると教わりました｡お坊さん達が結束して何かできないでしょう
か｡大牟田に行けば悩みを聞いてくれる所があるとか､心が落ち着いたとか｡これからの若者がす
てきな大人になるようにと思います｡ 

女性 60～69歳 老人が多いため､先々の不安が大いにある｡不安の少ない町にして欲しい｡皆感じている事です｡ 

女性 60～69歳 老人が楽しく不自由なく暮らす町にして下さい｡ 

女性 60～69歳 路線バスを増やして欲しい｡ 

女性 60～69歳 若い世代が希望が持てる､生活ができる大牟田であって欲しい｡ 
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女性 60～69歳 
若い人達が住みやすい大牟田市にするために､企業の誘致や大学生を大牟田市に就職できる
ように､行政が努力すればいいかと思います｡ 

女性 60～69歳 若者が働ける企業誘致    高齢者が集える空間の充実     文化施設の充実     

男性 60～69歳 

50 年後を考えると､高齢者や超高齢者は減少しているので､子どもの数が増加しない限りは､人
口が 10 万を切る｡大企業がなくなれば､市が町になるかも｡コンパクトなまちづくりを目指すべきで
はないでしょうか｡ 
炭鉱関連の近代化遺産での町おこしは､筑豊等と競合するので､観光業では苦戦すると考える｡
炭鉱関連は負の遺産だと考えるので､個々に力を注いでも､将来のためにはならないと思う｡ 
50年後､食料とエネルギーを自給できる町､大牟田の生活を想像すると楽しいかも｡ 

男性 60～69歳 
今や高齢者が高齢者を支える地域づくりとなっている｡医療費削減のためにも健康維持は欠か
せない｡寿命は延びる状況にあり､地縁組織を活用し､生きがい作りも兼ねた就業の場と､機会の
提供のしくみを構築して欲しい｡ 

男性 60～69歳 色々な福祉を充実して欲しい｡ 

男性 60～69歳 大牟田市が現状をどう思っているのか､将来市をどうしたいのか知りたい｡ 

男性 60～69歳 
大牟田市の入り口である南関インターが､ラブホテル街では印象が悪すぎる｡ 
安定した生活を送れる人は､公務員だけのような感じを受ける｡ 
下水道工事中に車とのトラブルが多すぎる｡地域住民は協力的であるにも関わらず｡ 

男性 60～69歳 大牟田市の人口減が続いています.歯止めとなる活性化の施策をお願いします｡ 

男性 60～69歳 

大牟田市は三井さんばかり優遇した為に､現在の寂れた町になってしまった｡今に至ってもイオン
を海辺に持って行ったり､全く住人無視の事ばかりやっている｡これで町が良くなるわけがないと
思います｡このようなアンケートを取っても､同じと思われます｡ 
大牟田市民は年寄りの町です｡年寄りパワーの利用､及び生活保護者等のもらい得の削減｡昔
の失態事業等｡行政が節約する事は､多々あると思われます｡頭のいい役人様､もっと仕事して下
さい｡税金取ることばかり考えないで!! 

男性 60～69歳 
大牟田に企業誘致を､積極的に推進してもらいたい｡もう鉱山がなくなった時点で､大牟田は衰退
している｡ 

男性 60～69歳 

お笑い専門学校の設立｡当市は肥後､佐賀､博多｢にわか｣の交差点である｡その存続と隆盛に資
するため｡また､不景気でもお笑いは必要｡ 
付随して舞台芸術(大小道具方)照明等の技術者養成所も兼ねたものを､吉本興業の誘致を視野
に活動｡若者も集まるはず｡ 
無作為とはいえ､小生に依頼があったことは嬉しい限りです｡感謝｡ただ設問がいかにもお役所
的｡なんで〇印は 2 つ以内なのか｡アンケートに不信感のある小生は回答の選択肢がすでに回
答を予測しているようで不愉快｡アンケートとはそういうものだとはわかる｡ 
どうか､この結果を､市政に活かされる事を切に望みます｡ 

男性 60～69歳 

勝立地区にある旧炭鉱鉄道の線路跡の保存活用について｡現状は周囲の環境整備が進んでい
るが､ただ､雑草を取っただけでは全く保存の意味はないと思う｡市民や訪問者が楽しめる遊歩道
等の設置を提案する｡跡地の桜の植樹や並木道園を作成し､宮原坑からの連絡を良くし､四季の
草花で活性化を図る｡(例)筑後川の菜の花ロード等｡ 

男性 60～69歳 企業誘致を進めて､雇用を増やして欲しい｡ 

男性 60～69歳 

下水道整備化 100%を早く実現すべき｡ 
光通信のできる地域はまだ 100%ではない｡ 
痴呆症患者を地域で見守る町として､先進的な取り組をしていると評価されているが､充実感が
伝わってこない｡もっと具体的な活動を PR して欲しい｡ 
公共交通機関(バス)の不足が目立つ｡赤字によるのは理解｡ではどうする? 

男性 60～69歳 元気な新進企業の積極誘致が必要｡市の活性化と､若者定住へ繋がるのでは｡ 

男性 60～69歳 
現状の大牟田市にとって非常に難しい事でしょうが､若い人の就業の場の確保が流出を抑制で
きる一番の手段｡努力されているのは承知しておりますが､さらなる努力を願ってやみません｡ 

男性 60～69歳 子どもや若者であふれる町になるよう､市内で就職できる体制を作って頂きたいと思います｡ 
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男性 60～69歳 
今後人口が減少しないような行政を願っています｡ 
高齢者の方の民生委員のサービスを徹底させる｡ 
空き家の整備､火災などの予防｡ 

男性 60～69歳 自治体､自治会､公民館がまとまっていない｡だから大牟田が良くならない｡ 

男性 60～69歳 
市長は独裁者ではないか｡特に産業遺産の件では､あまりにも税金を使いすぎ｡行政はもっとしっ
かりせよ｡ 
市議も､もっと市民の声を聞き､真の議員になるべし 

男性 60～69歳 

市として､我々高齢者に､益々増える高齢者に満足して死んでいける機能を持ち､また努力してい
るのか疑問を感じる｡大牟田に唯一あった老人施設が､予算がないとのことで閉館｡風呂に入り､
久しぶりの他の人と話ができる場所で､いくらボイラーを直す金がないからと廃止するのは悲しく
なる｡これが炭坑町の市政と半分あきらめているが､何もならない炭坑の夢ばかり追いかけて｡ 

男性 60～69歳 
人工の増加に役立つ事をして欲しい｡   非正規労働者を少なくする｡     団塊世代のボラ
ンティア化 
広報の徹底行政サービス     子ども､年寄り､障害者の救済      買い物難民対策 

男性 60～69歳 人口を増やして活気あるまちづくりを期待します｡ 

男性 60～69歳 生活保護者が多い｡国民年金より生活保護の給付金が多いのに不満がある｡ 

男性 60～69歳 

税金の無駄遣いはやめて下さい｡ 
1.市道舗装後に水道､下水工事で掘り返している｡市発注の工事については､長期計画のもとに
関係部門で調整のこと｡ 
2.市の人口は少なくなっているので､市職員の定数も減らすべきです｡専門職の養成も必要でしょ
うが､同時に職場異動により､いろいろな仕事ができる職員､多能化の養成も必要と思います｡民
間の企業は多能工化により､人件費の削減をしています｡同じ職場に 10 年も 20 年も勤めるのは
おかしい｡問 40大牟田市への意見､要望は市政便りで報告して下さい｡ 

男性 60～69歳 
せっかく新幹線大牟田駅ができたが､南関高速インターからの沿線でもあり､他都市のように､商
業施設ができる事を望みます｡何で農地を大事にしすぎるのか｡もっと賑わう商業都市､観光都市
になって欲しい｡年老いても楽しめる町に!! 

男性 60～69歳 全国に向けた PR不足｡昔は炭坑､今は自然エルネギー｡ 

男性 60～69歳 
道徳精神がなっていない｡中学生ぐらいでタバコを吸ったりしている者がいるようで､非行に走らな
ければと思っている｡学校､家庭でも温かい家庭を作ってもらいたい｡ 

男性 60～69歳 
日本の都市の 30年～40年先を走っている高齢化の町大牟田｡この現状を把握して､高齢特区的
な発想で､行政主導型の政治を考えてみては｡ 

男性 60～69歳 はっきり言って現状は暗なので､頑張って将来明を目指そう｡ 

男性 60～69歳 他の都市より一致団結心がない｡ 

男性 60～69歳 
街の中心部が､だんだんと寂れて行くと共に､人口減が進んでいる｡まず､街の活気を取り戻す事
だと思う｡方法は分からないけど｡ 

男性 60～69歳 三池､金山線のバイパス道路を､早く開通するよう願いたい｡ 

男性 60～69歳 
昔と違って大牟田市は､一地方都市である.色々な事を追わず､特化して目標を作るべき｡税の上
げ方ももっと節約があってしかるべき｡ 

男性 60～69歳 昔の活気ある大牟田にしましょう 

男性 60～69歳 若者達が多数集まる町であって欲しい｡ 

女性 70～79歳 

1.若者が働きやすい大牟田になればいいと思っている｡ 
2.老齢者や自動車免許のない人にとっては交通の便が良くない｡ 
3.文化､芸術に触れる機会が少ない｡ 
4.住宅地の側溝の溝蓋が古くなったものは取り替えて欲しい｡ 

女性 70～79歳 
30年先の市の人口は激減する｡働く場所がなくなっている｡ベッドタウンとしての位置づけでは､市
としての尊属は困難になる｡産業誘致こそ必要です｡頑張って下さい｡ 

女性 70～79歳 空き家､シャッター街が多いと感じています｡ 

女性 70～79歳 
いくつかある商店街が､消えつつあるのが寂しい｡市役所が率先して､買い物や販売促進をして欲
しい｡このままでは大牟田の街は消えると思います｡ 
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女性 70～79歳 大牟田の町を明るく活気ある町を作り上げましょう｡ 

女性 70～79歳 
大牟田を美しい町に｡街路樹は剪定がきれいにできていますが､その木の下には雑草が生い茂
っています｡美しい町はみんな好きだと思いますが､どうでしょうか｡ 

女性 70～79歳 企業の誘致を望みます｡ 

女性 70～79歳 企業誘致して､若者が大牟田で仕事ができる事を望みます｡ 

女性 70～79歳 
行政がもっと中心に､大牟田市が賑わいのある以前みたいな大牟田市になるよう､活発に活動し
て欲しい｡企業誘致してもっと人口を増やし､交通の便､商業施設を増やし､いきいきした市にして
欲しい｡ 

女性 70～79歳 
車社会の現在､市道が狭く､歩行者や自転車の安全が確保出来ない｡道路拡張や整備を早急に
行われたい｡予算の都合もあると思うが､他を削ってでも優先して欲しい｡ 

女性 70～79歳 
高齢者の割合が増えて､一人暮らし､老人世帯が多くなっていて､毎日の生活に不安がある｡高齢
者向けの住宅を市や県で作り､衣､食も近くにあればいいと思う｡低所得者も入れる家賃も安く｡ 

女性 70～79歳 高齢のため生活苦しい｡ 

女性 70～79歳 子どもが安心して生活出来るよう仕事､職場が欲しいと思います｡ 

女性 70～79歳 子ども達､若者達､高齢者が安心して住める町が良い｡ 

女性 70～79歳 

子ども達の通学路の安全を図るため､カーブミラーや信号機の増設と道路の舗装の整備を切望
します｡ 
子ども達が屋外で遊べる広場(休耕地の利用等)の確保｡自動車､用水が多い｡ 
高齢化率の高い市では医療機関(市立 HP､済生会 HP)や保健施設(老健､特養､高齢者住宅)の
整備､充実が望まれると思います｡市街地への通院､入院は過疎を促進する｡ 

女性 70～79歳 
市バスがあれば一番いいんですけど｡高齢者がどんどん外に出て行ける場所｡バスの優待券等
車を｡運転できなくなるので｡東京､神奈川､名古屋その他県でも 65 歳以上は無料です｡大牟田は
行く場所がない｡ 

女性 70～79歳 商店街が寂しい 

女性 70～79歳 
働く場所がないので､企業誘致を望む｡希望して来る企業に対し､商工会等反対はしないで大い
に受け入れて欲しい｡ 

女性 70～79歳 
若い人が多い街になって欲しい｡仕事がないので仕方ないのかとも思いますが､市職員等市内在
住の人を採用条件にして欲しい｡一つでも多くの会社を大牟田に誘致する事に努力して欲しい｡ 

女性 70～79歳 若い人達の仕事が増えて大牟田市がもっと活気づけばと思います｡ 

女性 70～79歳 若い人の職｡若い人のイベント､集い｡ 

女性 70～79歳 若者が多くなるような住みよい社会に｡ 

女性 70～79歳 

私は子どものいない姉の面倒を見ることとなりました｡今は半身不随で､ある病院にお世話になっ
ておりますが､私の国民年金では先が不安です｡それなりに日頃そのことを考えて参りましたが､
家の中には思いがけないことが起きてきます｡そんな人があちこちにおられると思います｡後期高
齢者の戯れ言でしょうか｡ 

男性 70～79歳 有明海の再生と､三池港の開発と､三池海水浴場の再開 

男性 70～79歳 
いかにして人口減少を食い止めていくか｡ますます高齢化して､市収入の税を増やさないと市全
体の経営が成り立って行かなくなると思います｡働く層を増やさないと行けないと思います｡高齢
者ばかりだから､税徴収は年金が減少して､高齢者は生活出来ないと思う｡ 

男性 70～79歳 
大牟田には気が感じられない｡未来を見据えた政策で若者､子ども達のため｡気を感じられる街に
なればと思います｡ 

男性 70～79歳 大牟田の遺産を未来に残したい｡ 

男性 70～79歳 
大牟田の真中に炭鉱鉄道がまだ稼働しているようだが､1 日に何回動いているのか分からない｡
この鉄道を廃止して有効活用すべきと思う｡例えば廃止して無料駐車場として､街への車での買
い物などに利用させるなど｡ 
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男性 70～79歳 大牟田はいいところだ､大牟田に住み続けたいと思えるよう､市政も頑張って欲しい｡ 

男性 70～79歳 

川が多いので､これを活用して楽しめるようにして欲しい｡すわ川などは赤瓦ガメやブラックバスが
増えており､日本のカメ､鯉､フナが減ってきている｡川沿いの植樹､清掃､放魚｡すわ川は道との間
に斜面の空き地があるが､これを埋めて道を広くして欲しい｡今は藪になっている延命公園の藪を
整備して､人が入りやすくする｡灯りをつける｡見て楽しめる木を植えて欲しい｡ 

男性 70～79歳 川の広さが小さくなっている｡泥を取り除くこと｡ 

男性 70～79歳 商店街店主さんは､市に対して非常に強い不満を良く耳にします｡特に税金対策について｡ 

男性 70～79歳 

将来的に見て､もう大牟田市は終わっている｡新しい産業か新しいビジネスを進めないと大牟田
離れが多い｡若い者はほとんどいない｡人口減少する一方だ｡町のどこへ行っても老人ばかり｡病
院は多くて 1日かかる｡診察 5分で薬もらうのは 2～3時間｡待ち時間 4～5時間そんなバカなこと
があるか｡大牟田の栄町もシャッター通りになり､人はいない｡現実を見て下さい｡これが大牟田市
から村になる要因なのです｡合併か､どうにかして下さい｡ 

男性 70～79歳 人口減が心配｡ 

男性 70～79歳 
人口の流出を止める｡仕事が少ないので､会社等大牟田に来てもらう｡魅力ある商店街等｡昔は
三池､三井の会社等多く有り､大牟田に柳川､玉名等から仕事や買い物に来ていました｡ 

男性 70～79歳 

地域の環境整備事業には､公民館への加入者､未加入者を問わず､全員が出席するよう自治体
から PRすべき｡ 
大小を問わず､河川の清掃も早急に行うべし｡川の流れが悪いため､大雨の時には被害の拡大
が懸念される｡ 

男性 70～79歳 

当市は景況の低迷､高齢化の進展､人口減少等､現況は課題を抱えている｡子ども､孫の世代を
考えると､将来の不安感は高い｡広域連携の他市町も同様と考えられます｡10 年先を目標に連携
を計画的に進化させ､当市がリーダーシップを発揮し､将来の合併を実現されるよう期待していま
す｡ 

男性 70～79歳 初めて大牟田に来られた方々達に､恥じないような駅前通の景観に､もう少し力を入れてほしい｡ 

男性 70～79歳 歩道や自転車道､水洗便所の改善に一層の努力をお願いします｡ 

男性 70～79歳 
街の機能→必要なものが手に入る｡街の魅力→歩いて楽しい｡双方を演出する工夫が必要｡ 
今あるものを活用する事｡同質的な発想からの脱却｡ 

男性 70～79歳 
皆様の力がない｡何事をしても､黒字になることをしてもらいたい｡新幹線も来ているけれど､もっと
活気のある駅にしてもらいたい｡ 

男性 70～79歳 
老人がますます増えてくる｡年金者は多少の差はあるが､安定収入がある｡この人達が安心､楽し
く､安く生活出来る環境づくり､全国より誘致すべき｡その中の人材を活用､子育てできる地域と､人
の集まる地域にするべし｡人が集まれば農業､漁業者も潤う｡ 

男性 70～79歳 
若者の人口流出､高齢化社会になり､市の人口も減り続けている現在､税収入も減っていると思
います｡人口のわりには市会議員の人数が多いと思います｡税金を節約するため､市会議員と市
職員の数を減らす事も考えたらどうでしょうか｡ 

女性 80歳以上 
大牟田駅前の国道東新町～警察署は､市街の一番目につく所だと思います｡外来者に良い印象
を与えられるように､手入れの行き届いた美しい街を､行政に希望いたします｡ 

女性 80歳以上 
高齢化社会で､医療､介護等が行き届いているのか｡少子化で今後､後世にツケを回さないよう
に､今の世代の人達で食い止めなければならない｡市長をはじめ､市職員､市民があらゆる問題を
先送りにせず､多少痛みを伴っても､今やらなければならないことを実践すべきである｡ 

女性 80歳以上 
仕事ができて､人は皆生活ができる環境があれば､自然と大牟田も良くなると思います｡このアン
ケートはどのようにまとめられて､どのように活用されるのか分からないので､その点を最初に説
明して頂ければ回答しやすいと思いました｡ 

女性 80歳以上 市全体淋しい 

女性 80歳以上 
人口が減少している大牟田市に､もっと若者が働ける企業を増やして欲しい｡また､福祉に携わる
方の環境の整備をお願いします｡ 

女性 80歳以上 人口が毎月少なくなっているのでどうにかならないかと思います｡ 

女性 80歳以上 沈滞ムードの市を何とかしたいが､年齢的に無理なので､若い人に負担をかけたくないと思う｡ 
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女性 80歳以上 
何をするにも市は遅すぎる｡特に市の議員選挙が終わったら地域には顔も出さない｡住んでいる
人達と話などして､みんなの意見を聞いて廻る事｡仕事しているのか､していないのか見えてこな
い｡ 

女性 80歳以上 町の美化をお願いしたいです｡ 

女性 80歳以上 物がたくさんある､身近に色々な店がたくさんある町｡ 

女性 80歳以上 若者が働く職場が欲しい｡自立した家庭ができるような報酬が得られる職場が欲しい｡ 

男性 80歳以上 
旧三井の所有する土地の活用     炭坑電鉄の線路跡地の活用     この企画の取り組み
ご苦労様です 

男性 80歳以上 
行政費用をなるべく低く抑える努力が必要と思う｡市民税が高い｡善処して下さい｡固定資産税の
評価を低く抑えて欲しい｡ 

男性 80歳以上 高齢者の国保を下げてもらいたい｡ 

男性 80歳以上 
古賀市政開始以来､市財政の改善と共に､さらなる充実を目指す積極的な姿勢に､明るい気分を
持たされます｡高齢化社会といえども､町は活気に満ちていると､個人的には感じています｡町の
景観は美しくなりました｡ 

男性 80歳以上 中心市街地活性化は､土地所有者の理解､協力が不可欠と思う｡ 

男性 80歳以上 
文化遺産にこだわりすぎている感あり｡街の活性化に重点を置いて､賑やかなまちづくりが先決で
はないだろうか｡ 

男性 80歳以上 若者が生き生きとした町に 

男性   

市民の目標と言っておられるけれど､最後は市が勝手に決めている感じがした｡三川坑の事も石
炭産業科学館みたいに､きれいに建て替えられたら何にもならない｡他県から来られた人達に会
っていろいろ話を聞くと､安全に見られるようにして欲しいけれど､あまりにも作り替えられたら､何
もならないと言われました｡いろんな話を聞いてみたらどうですか｡現地に出向いて｡私は万田坑
や宮原坑などいろんな所でいろんな話を聞くと､見学に来られる人の声が一番だと思います｡ 

    店が増えてくれるといいと思います｡ 
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●調査票 
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※問 19～39 については「まちづくり市民アンケート報告書」として別途ホームページ

などで公表予定。 
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●お礼状兼督促状 
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