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Ⅰ 調査の概要 
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１．調査の目的 

「第６次小郡市総合振興計画」の策定に際し、市民の皆様のご意見やご要望を把握し

計画に反映させる基礎資料とするために、アンケート調査を実施しました。 

令和元年 7月にも同様の調査を実施しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

後に行った今回の調査との比較することで、市民意識の変化を把握します。 

 

 

２．調査方法 

■ 調査内容 

調査地域 小郡市全域 

調査対象者 16歳以上の市民 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 調査票を使用した郵送によるアンケート調査（無記名式） 

調査期間 
（発送）令和３年 4月 28日 

（投函締切）令和 3年 5月 24日 

 

■ 回収結果 

 

 

 

３．報告書の見方 

（１）回答は、各質問の回答者数（計）を基数とした百分率（％）で示しています。回答

率は小数点以下第２位を四捨五入しているため、その合計は必ずしも 100％にな

らない場合があります。 

（２）複数回答を求めた質問では、１人の回答者が２つ以上の回答を選択しており、そ

の設問の回答者数を分母、回答数を分子として算出しているため、各項目の回答

率の合計は 100％を超える場合があります。 

（３）グラフ・表中に示すN、nは、回答率算出上の基数（標本数）です。 

N＝標本全数 

n＝該当数（その質問を回答しなくてよい人を除いた数） 

（４）グラフ・表中の選択肢の表現は省略している場合があります。 

発送数 2,000件 

有効回収数 1,004件 

回収率 50.2％ 
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Ⅱ 調査の結果 
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男性
39.4%

女性
58.9%

回答しない 0.8%

無回答 0.9%

N=1,004

3.2

8.1

11.1

15.9

18.1

20.7

22.1

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

無回答

（％）

N=1,004

(人) (％)

男性 396 39.4
女性 591 58.9
回答しない 8 0.8
無回答 9 0.9

1,004 100.0計

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)

10歳代 32 3.2 13 3.3 18 3.0 1 12.5 0 0.0
20歳代 81 8.1 22 5.6 58 9.8 1 12.5 0 0.0
30歳代 111 11.1 44 11.1 67 11.3 0 0.0 0 0.0
40歳代 160 15.9 58 14.6 102 17.3 0 0.0 0 0.0
50歳代 182 18.1 69 17.4 111 18.8 2 25.0 0 0.0
60歳代 208 20.7 85 21.5 120 20.3 3 37.5 0 0.0
70歳以上 222 22.1 105 26.5 115 19.5 1 12.5 1 11.1
無回答 8 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 88.9

1,004 100.0 396 100.0 591 100.0 8 100.0 9 100.0計

全体 男性 女性 回答しない 無回答

１．基本属性 

（１）回答者の基本属性について 

① 性別 

問１ あなたの性別はどちらですか。（１つに〇） 

回答者は、女性 58.9％、男性 39.4％

で女性の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 年代 

問２ あなたの年齢はどちらですか。（１つに〇） 

回答者の年齢は、70歳以上の回答者の割合が 22.1％と最も高く、次いで 60歳代

（20.7％）、50歳代（18.1％）となっています。 
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(人) (％)

小郡小学校区 237 23.6
大原小学校区 141 14.0
三国小学校区 231 23.0
立石小学校区 56 5.6
御原小学校区 39 3.9
味坂小学校区 35 3.5
東野小学校区 81 8.1
のぞみが丘小学校区 166 16.5
無回答 18 1.8

1,004 100.0計

23.6

14.0

23.0

5.6

3.9

3.5

8.1

16.5

1.8

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

小郡小学校区

大原小学校区

三国小学校区

立石小学校区

御原小学校区

味坂小学校区

東野小学校区

のぞみが丘小学校区

無回答

（％）

N=1,004

(人) (％)

ひとり暮らし 75 7.5
夫婦のみ 253 25.2
親と子 529 52.7
祖父母と親と子 69 6.9
その他 68 6.8
無回答 10 1.0

1,004 100.0計

7.5

25.2

52.7

6.9

6.8

1.0

0.0 20.0 40.0 60.0

ひとり暮らし

夫婦のみ

親と子

祖父母と親と子

その他

無回答

（％）

N=1,004

③ 小学校区 

問３ お住いの小学校区はどちらですか。（１つに〇） 

回答者の小学校区は、「小郡小学校区」の割合が 23.6％と最も高く、次いで「三国

小学校区」（23.0％）、「のぞみが丘小学校区」（16.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 世帯構成 

問４ あなたの世帯構成はどちらですか。（１つに〇） 

回答者の世帯構成は、「親と子」の割合が 52.7％と最も高く全体の半数以上を占め

ています。次いで「夫婦のみ」（25.2％）、「ひとり暮らし」（7.5％）となっています。 
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住みやすい まあまあ住みやすい あまり住みやすくない

住みにくい 無回答

どちらかと

いえば

住み

やすい

どちらかと

いえば

住み

にくい

10-20歳代 89.4% 10.6%

30-40歳代 91.5% 8.5%

50-64歳 91.0% 9.0%

65歳以上 89.5% 9.6%

年
代
別

35.4

40.6

32.9

31.0

54.0

50.9

58.1

58.5

9.7

5.9

7.6

8.7

0.9

2.6

1.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.9

　小郡小学校区 91.1% 8.5%

86.2% 12.9%

　大原小学校区 96.4% 3.5%

　　（※R1年度調査） 90.7% 7.8%

　三国小学校区 90.5% 9.1%

　　（※R1年度調査） 90.4% 9.2%

　立石小学校区 83.9% 14.3%

　　（※R1年度調査） 90.1% 8.2%

　御原小学校区 79.5% 20.5%

　　（※R1年度調査） 76.1% 19.6%

　味坂小学校区 74.2% 25.8%

　　（※R1年度調査） 85.3% 14.7%

　東野小学校区 91.3% 8.6%

　　（※R1年度調査） 86.9% 11.2%

　のぞみが丘小学校区 92.7% 7.2%

　　（※R1年度調査） 86.1% 10.1%

校
区
別

　（※R1年度調査）

36.7

33.3

54.4

52.9

7.2

10.8

1.3

2.1

0.4

0.8

40.4

42.1

56.0

48.6

2.8

6.4

0.7

1.4
0.0

1.4

36.8

37.1

53.7

53.3

8.2

7.7

0.9

1.5
0.4

0.4

21.4

39.3

62.5

50.8

8.9

8.2

5.4
0.0

1.8

1.6

33.3

23.9

46.2

52.2

12.8

17.4

7.7

2.2

0.0

4.3

17.1

29.4

57.1

55.9

22.9

11.8

2.9

2.9

0.0

0.0

33.3

38.3

58.0

48.6

7.4

7.5

1.2

3.7

0.0

1.9

33.7

24.7

59.0

61.4

6.6

6.3

0.6

3.8

0.0

3.8

　全体 89.8% 9.2%

87.7% 10.6%

　　（※H21年度調査） 87.4% 11.9%

　　（※R1年度調査）

34.4

34.5

26.6

55.4

53.2

60.8

7.7

8.5

9.7

1.5

2.1

2.2

1.1

1.6

0.8

２．小郡市のイメージについて 

（１）小郡市の住みやすさ 

問５ あなたは、小郡市が「住みやすい」と思いますか。（１つに〇） 

「住みやすい」（34.4％）と「まあまあ住みやすい」（55.4％）を加えた 89.8％の回答

者が“どちらかといえば住やすい”と回答しています。対して、「あまり住みやすくない」

（7.7％）と「住みにくい」（1.5％）を加えた 9.2％の回答者が“どちらかといえば住みに

くい”と回答しています。 

また、“どちらかといえば住みやすい”の割合は、H21年度調査では 87.4％、R1年度

調査では 87.7％で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前（Ｒ1年度調査）と比較する

と 2.1ポイントの増加がみられます。 
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年代別にみると、“どちらかといえば住みやすい”の回答が 30-40歳代で 91.5％、50-

64 歳で 91.0％と９割を超えています。一方で、10-20 歳代では“どちらかといえば住

みにくい”が 10.6％と他の年代と比較して最も高くなっています。 

小学校区別にみると、“どちらかといえば住みやすい”の回答が「大原小学校区」が 96.4％

と最も高く、次いで「のぞみが丘小学校」（92.7％）、「東野小学校区」（91.3％）、「小郡小

学校区」（91.1％）、「三国小学校区」（90.5％）となっており、これらの 5 校区で９割を

超えた回答となっています。R1 年度調査と比較すると「のぞみが丘小学校」は 6.６ポイ

ント、「大原小学校区」は 5.7 ポイント、「小郡小学校区」は 4.9 ポイント、「東野小学校

区」は 4.4ポイント増加しています。これに対して、“どちらかといえば住みにくい”の割

合が最も高かった校区の上位は、「味坂小学校区」（25.8％）、「御原小学校区」（20.5％）、

「立石小学校区」（14.3％）となっており、R1 年度調査と比較すると、「味坂小学校区」

は 11.1ポイント、「立石小学校区」は 6.1ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校区・年代別にみると、“どちらかといえば住みやすい”の回答が年代別に特徴のあ

った校区は、「小郡小学校区」、「御原小学校校区」、「のぞみが丘小学校区」では 10歳代～

40歳代の若い世代での回答が多く、「東野小学校区」では 50歳代以上の世代での回答が

多くなっています。 

■年代別（今回調査） 
 

（人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 1,004 345 556 77 15 11 34.4 55.4 7.7 1.5 1.1 89.8 9.2
10-20歳代 113 40 61 11 1 0 35.4 54.0 9.7 0.9 0.0 89.4 10.6
30-40歳代 271 110 138 16 7 0 40.6 50.9 5.9 2.6 0.0 91.5 8.5
50-64歳 277 91 161 21 4 0 32.9 58.1 7.6 1.4 0.0 91.0 9.0
65歳以上 335 104 196 29 3 3 31.0 58.5 8.7 0.9 0.9 89.5 9.6
無回答 8 0 0 0 0 8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

年
代
別

（人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 1,004 345 556 77 15 11 34.4 55.4 7.7 1.5 1.1 89.8 9.2
小郡小学校区 237 87 129 17 3 1 36.7 54.4 7.2 1.3 0.4 91.1 8.5
大原小学校区 141 57 79 4 1 0 40.4 56.0 2.8 0.7 0.0 96.4 3.5
三国小学校区 231 85 124 19 2 1 36.8 53.7 8.2 0.9 0.4 90.5 9.1
立石小学校区 56 12 35 5 3 1 21.4 62.5 8.9 5.4 1.8 83.9 14.3
御原小学校区 39 13 18 5 3 0 33.3 46.2 12.8 7.7 0.0 79.5 20.5
味坂小学校区 35 6 20 8 1 0 17.1 57.1 22.9 2.9 0.0 74.2 25.8
東野小学校区 81 27 47 6 1 0 33.3 58.0 7.4 1.2 0.0 91.3 8.6
のぞみが丘小学校区 166 56 98 11 1 0 33.7 59.0 6.6 0.6 0.0 92.7 7.2
無回答 18 2 6 2 0 8 11.1 33.3 11.1 0.0 44.4 44.4 11.1

校
区
別

■小学校区別（今回調査） 

（人） (％) (％)

※ R1年度調査 計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 1,080 373 575 92 23 17 34.5 53.2 8.5 2.1 1.6 87.7 10.6
小郡小学校区 240 80 127 26 5 2 33.3 52.9 10.8 2.1 0.8 86.2 12.9
大原小学校区 140 59 68 9 2 2 42.1 48.6 6.4 1.4 1.4 90.7 7.8
三国小学校区 272 101 145 21 4 1 37.1 53.3 7.7 1.5 0.4 90.4 9.2
立石小学校区 61 24 31 5 0 1 39.3 50.8 8.2 0.0 1.6 90.1 8.2
御原小学校区 46 11 24 8 1 2 23.9 52.2 17.4 2.2 4.3 76.1 19.6
味坂小学校区 34 10 19 4 1 0 29.4 55.9 11.8 2.9 0.0 85.3 14.7
東野小学校区 107 41 52 8 4 2 38.3 48.6 7.5 3.7 1.9 86.9 11.2
のぞみが丘小学校区 158 39 97 10 6 6 24.7 61.4 6.3 3.8 3.8 86.1 10.1
無回答 22 8 12 1 0 1 36.4 54.5 4.5 0.0 4.5 90.9 4.5

校
区
別

■小学校区別（R1 年度調査） 
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小郡小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 237 87 129 17 3 1 36.7 54.4 7.2 1.3 0.4 91.1 8.5
10-20歳代 33 14 16 3 0 0 42.4 48.5 9.1 0.0 0.0 90.9 9.1
30-40歳代 64 23 38 3 0 0 35.9 59.4 4.7 0.0 0.0 95.3 4.7
50-64歳 64 24 33 5 2 0 37.5 51.6 7.8 3.1 0.0 89.1 10.9
65歳以上 76 26 42 6 1 1 34.2 55.3 7.9 1.3 1.3 89.5 9.2
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

大原小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 141 57 79 4 1 0 40.4 56.0 2.8 0.7 0.0 96.4 3.5
10-20歳代 11 3 8 0 0 0 27.3 72.7 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
30-40歳代 42 25 16 0 1 0 59.5 38.1 0.0 2.4 0.0 97.6 2.4
50-64歳 33 10 20 3 0 0 30.3 60.6 9.1 0.0 0.0 90.9 9.1
65歳以上 55 19 35 1 0 0 34.5 63.6 1.8 0.0 0.0 98.1 1.8
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

三国小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 231 85 124 19 2 1 36.8 53.7 8.2 0.9 0.4 90.5 9.1
10-20歳代 17 7 8 2 0 0 41.2 47.1 11.8 0.0 0.0 88.3 11.8
30-40歳代 62 29 27 4 2 0 46.8 43.5 6.5 3.2 0.0 90.3 9.7
50-64歳 55 20 33 2 0 0 36.4 60.0 3.6 0.0 0.0 96.4 3.6
65歳以上 97 29 56 11 0 1 29.9 57.7 11.3 0.0 1.0 87.6 11.3
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

立石小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 56 12 35 5 3 1 21.4 62.5 8.9 5.4 1.8 83.9 14.3
10-20歳代 6 1 4 0 1 0 16.7 66.7 0.0 16.7 0.0 83.4 16.7
30-40歳代 11 3 5 2 1 0 27.3 45.5 18.2 9.1 0.0 72.8 27.3
50-64歳 12 4 6 1 1 0 33.3 50.0 8.3 8.3 0.0 83.3 16.6
65歳以上 27 4 20 2 0 1 14.8 74.1 7.4 0.0 3.7 88.9 7.4
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

御原小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 39 13 18 5 3 0 33.3 46.2 12.8 7.7 0.0 79.5 20.5
10-20歳代 3 2 1 0 0 0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
30-40歳代 13 5 6 1 1 0 38.5 46.2 7.7 7.7 0.0 84.7 15.4
50-64歳 7 1 4 2 0 0 14.3 57.1 28.6 0.0 0.0 71.4 28.6
65歳以上 16 5 7 2 2 0 31.3 43.8 12.5 12.5 0.0 75.1 25.0
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

味坂小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 35 6 20 8 1 0 17.1 57.1 22.9 2.9 0.0 74.2 25.8
10-20歳代 5 1 1 3 0 0 20.0 20.0 60.0 0.0 0.0 40.0 60.0
30-40歳代 8 1 5 1 1 0 12.5 62.5 12.5 12.5 0.0 75.0 25.0
50-64歳 4 0 3 1 0 0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 75.0 25.0
65歳以上 18 4 11 3 0 0 22.2 61.1 16.7 0.0 0.0 83.3 16.7
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

東野小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 81 27 47 6 1 0 33.3 58.0 7.4 1.2 0.0 91.3 8.6
10-20歳代 8 3 3 2 0 0 37.5 37.5 25.0 0.0 0.0 75.0 25.0
30-40歳代 19 7 9 2 1 0 36.8 47.4 10.5 5.3 0.0 84.2 15.8
50-64歳 25 8 17 0 0 0 32.0 68.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
65歳以上 29 9 18 2 0 0 31.0 62.1 6.9 0.0 0.0 93.1 6.9
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

のぞみが丘小学校区 （人） (％) (％)

計
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答
住み

やすい

まあまあ
住み

やすい

あまり
住みや
すくない

住み
にくい

無回答

どちらかとい
えば

住み
やすい

どちらかとい
えば

住み
にくい

全体 166 56 98 11 1 0 33.7 59.0 6.6 0.6 0.0 92.7 7.2
10-20歳代 29 9 19 1 0 0 31.0 65.5 3.4 0.0 0.0 96.5 3.4
30-40歳代 50 17 30 3 0 0 34.0 60.0 6.0 0.0 0.0 94.0 6.0
50-64歳 70 22 42 5 1 0 31.4 60.0 7.1 1.4 0.0 91.4 8.5
65歳以上 17 8 7 2 0 0 47.1 41.2 11.8 0.0 0.0 88.3 11.8
無回答 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小学校区・年代別（今回調査） 
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小郡小学校区 76.4% 11.4%

大原小学校区 84.4% 7.1%

三国小学校区 86.5% 10.4%

立石小学校区 73.3% 10.7%

御原小学校区 84.7% 7.7%

味坂小学校区 74.3% 22.8%

東野小学校区 90.1% 6.2%

のぞみが丘小学校区 79.5% 12.0%

小
学
校
区
別

45.6

46.8

50.6

42.9

46.2

51.4

44.4

42.2

30.8

37.6

35.9

30.4

38.5

22.9

45.7

37.3

10.1

6.4

9.1

7.1

7.7

17.1

3.7

11.4

1.3

0.7

1.3

3.6
0.0

5.7

2.5

0.6

7.6

7.1
2.2

10.7

5.1

2.9

2.5

7.2

4.6

1.4

0.9

5.4

2.6

0.0

1.2

1.2

2.1

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい

将来的に市外へ転出したい すぐに市外へ転出したい

わからない 無回答

どちらかと

いえば

住み続け

たい

どちらかと

いえば

転出した

い

　全体 81.7% 10.3%

　　（※R1年度調査） 79.1% 10.9%

　　（※H21年度調査） 80.2% 9.5%

46.0

42.6

47.7

35.7

36.5

32.5

8.9

10.3

8.5

1.4

0.6

1.0

5.7

7.6

9.2

2.4

2.4

1.2

10-20歳代 51.3% 36.3%

　　（※R1年度調査） 49.2% 36.1%

30-40歳代 84.1% 9.2%

　　（※R1年度調査） 76.2% 11.3%

50-64歳 83.4% 6.8%

　　（※R1年度調査） 84.4% 8.6%

65歳以上 88.7% 5.4%

　　（※R1年度調査） 87.3% 4.2%

年
代
別

12.4

12.3

38.9

36.9

31.0

33.6

5.3

2.5

11.5

13.9

0.9

0.8

42.4

30.7

41.7

45.5

7.7

10.3

1.5

1.0

5.5

10.0

1.1

2.4

43.7

43.7

39.7

40.7

6.1

8.3

0.7

0.3
6.1

5.0

3.6

2.0

62.4

61.3

26.3

26.0

4.8

4.2

0.6

0.0

3.3

5.6

2.7

2.8

（２）小郡市に住み続けたいか 

 問６ あなたは、これからも小郡市に「住み続けたい」と思いますか。（１つに〇） 

また、その理由は何ですか。 

「ずっと住み続けたい」（46.0％）と「当分は住み続けたい」（35.7％）を加えた 81.7％

の回答者が“どちらかといえば住み続けたい”と回答しています。対して、「将来的に市外

へ転出したい」（8.9％）と「すぐに市外へ転出したい」（1.4％）を加えた 10.3％の回答

者が“どちらかといえば市外へ転出したい”と回答しています。 

また、“どちらかといえば住み続けたい”の割合は、H21年度調査では 80.2％、R1年

度調査では 79.1％となっており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前より 2.6 ポイ

ントの増加がみられます。 
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（人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 1,080 460 394 111 7 82 26 42.6 36.5 10.3 0.6 7.6 2.4 79.1 10.9
小郡小学校区 240 101 87 26 1 21 4 42.1 36.3 10.8 0.4 8.8 1.7 78.4 11.2
大原小学校区 140 68 42 15 0 14 1 48.6 30.0 10.7 0.0 10.0 0.7 78.6 10.7
三国小学校区 272 120 105 25 1 16 5 44.1 38.6 9.2 0.4 5.9 1.8 82.7 9.6
立石小学校区 61 34 23 1 0 2 1 55.7 37.7 1.6 0.0 3.3 1.6 93.4 1.6
御原小学校区 46 25 11 3 0 5 2 54.3 23.9 6.5 0.0 10.9 4.3 78.2 6.5
味坂小学校区 34 18 11 4 0 0 1 52.9 32.4 11.8 0.0 0.0 2.9 85.3 11.8
東野小学校区 107 44 42 7 3 8 3 41.1 39.3 6.5 2.8 7.5 2.8 80.4 9.3
のぞみが丘小学校区 158 39 67 30 2 13 7 24.7 42.4 19.0 1.3 8.2 4.4 67.1 20.3
無回答 22 11 6 0 0 3 2 50.0 27.3 0.0 0.0 13.6 9.1 77.3 0.0

校
区
別

年代別にみると、“どちらかといえば住み続けたい”の回答が 65 歳以上で 88.7％と最

も高い割合となっています。これに対して、 “どちらかといえば転出したい”の回答は 10-

20歳代が 36.3％と最も多く回答しています。 

また、Ｒ1年度調査と比較すると、“どちらかといえば住み続けたい”の回答が30～40歳

代では7.9ポイント増となっており、30～40歳代で定住に関する意識に変化がみられます。 

小学校区別にみると、“どちらかといえば住み続けたい”の割合が最も高かった校区が「東

野小学校区」で 90.1％、対して、“どちらかといえば転出したい”の割合が最も高かった

校区は「味坂小学校区」で 22.8％となっています。 

また、Ｒ1 年度調査と比較すると“どちらかといえば住み続けたい”の回答が「のぞみ

が丘小学校区」は 12.4 ポイント、「東野小学校区」は 9.7 ポイント、「御原小学校区」は

6.5ポイント増加しています。これに対して、“どちらかといえば転出したい”の回答が「味

坂小学校区」は 11.0ポイント、「立石小学校区」は９.1ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

■年代別（今回調査） 

■年代別（R1 年度調査） （人） (％) (％)

※R1年度調査 計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 1,080 460 394 111 7 82 26 42.6 36.5 10.3 0.6 7.6 2.4 79.1 10.9
10-20歳代 122 15 45 41 3 17 1 12.3 36.9 33.6 2.5 13.9 0.8 49.2 36.1
30-40歳代 290 89 132 30 3 29 7 30.7 45.5 10.3 1.0 10.0 2.4 76.2 11.3
50-64歳 300 131 122 25 1 15 6 43.7 40.7 8.3 0.3 5.0 2.0 84.4 8.6
65歳以上 354 217 92 15 0 20 10 61.3 26.0 4.2 0.0 5.6 2.8 87.3 4.2
無回答 14 8 3 0 0 1 2 57.1 21.4 0.0 0.0 7.1 14.3 78.5 0.0

年
代
別

（人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 1,004 462 358 89 14 57 24 46.0 35.7 8.9 1.4 5.7 2.4 81.7 10.3
10-20歳代 113 14 44 35 6 13 1 12.4 38.9 31.0 5.3 11.5 0.9 51.3 36.3
30-40歳代 271 115 113 21 4 15 3 42.4 41.7 7.7 1.5 5.5 1.1 84.1 9.2
50-64歳 277 121 110 17 2 17 10 43.7 39.7 6.1 0.7 6.1 3.6 83.4 6.8
65歳以上 335 209 88 16 2 11 9 62.4 26.3 4.8 0.6 3.3 2.7 88.7 5.4
無回答 8 3 3 0 0 1 1 37.5 37.5 0.0 0.0 12.5 12.5 75.0 0.0

年
代
別

■小学校区別（今回調査） 
（人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 1,004 462 358 89 14 57 24 46.0 35.7 8.9 1.4 5.7 2.4 81.7 10.3
小郡小学校区 237 108 73 24 3 18 11 45.6 30.8 10.1 1.3 7.6 4.6 76.4 11.4
大原小学校区 141 66 53 9 1 10 2 46.8 37.6 6.4 0.7 7.1 1.4 84.4 7.1
三国小学校区 231 117 83 21 3 5 2 50.6 35.9 9.1 1.3 2.2 0.9 86.5 10.4
立石小学校区 56 24 17 4 2 6 3 42.9 30.4 7.1 3.6 10.7 5.4 73.3 10.7
御原小学校区 39 18 15 3 0 2 1 46.2 38.5 7.7 0.0 5.1 2.6 84.7 7.7
味坂小学校区 35 18 8 6 2 1 0 51.4 22.9 17.1 5.7 2.9 0.0 74.3 22.8
東野小学校区 81 36 37 3 2 2 1 44.4 45.7 3.7 2.5 2.5 1.2 90.1 6.2
のぞみが丘小学校区 166 70 62 19 1 12 2 42.2 37.3 11.4 0.6 7.2 1.2 79.5 12.0
無回答 18 5 10 0 0 1 2 27.8 55.6 0.0 0.0 5.6 11.1 83.3 0.0

校
区
別

■小学校区別（Ｒ１年度調査） 
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小郡小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 237 108 73 24 3 18 11 45.6 30.8 10.1 1.3 7.6 4.6 76.4 11.4
10-20歳代 33 2 14 11 0 6 0 6.1 42.4 33.3 0.0 18.2 0.0 48.5 33.3
30-40歳代 64 28 22 7 1 3 3 43.8 34.4 10.9 1.6 4.7 4.7 78.2 12.5
50-64歳 64 31 20 3 1 5 4 48.4 31.3 4.7 1.6 7.8 6.3 79.7 6.3
65歳以上 76 47 17 3 1 4 4 61.8 22.4 3.9 1.3 5.3 5.3 84.2 5.2
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

大原小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 141 66 53 9 1 10 2 46.8 37.6 6.4 0.7 7.1 1.4 84.4 7.1
10-20歳代 11 1 2 5 0 2 1 9.1 18.2 45.5 0.0 18.2 9.1 27.3 45.5
30-40歳代 42 18 18 2 1 3 0 42.9 42.9 4.8 2.4 7.1 0.0 85.8 7.2
50-64歳 33 12 15 2 0 4 0 36.4 45.5 6.1 0.0 12.1 0.0 81.9 6.1
65歳以上 55 35 18 0 0 1 1 63.6 32.7 0.0 0.0 1.8 1.8 96.3 0.0
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

三国小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 231 117 83 21 3 5 2 50.6 35.9 9.1 1.3 2.2 0.9 86.5 10.4
10-20歳代 17 4 7 5 1 0 0 23.5 41.2 29.4 5.9 0.0 0.0 64.7 35.3
30-40歳代 62 28 25 8 1 0 0 45.2 40.3 12.9 1.6 0.0 0.0 85.5 14.5
50-64歳 55 27 22 1 1 3 1 49.1 40.0 1.8 1.8 5.5 1.8 89.1 3.6
65歳以上 97 58 29 7 0 2 1 59.8 29.9 7.2 0.0 2.1 1.0 89.7 7.2
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

御原小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 39 18 15 3 0 2 1 46.2 38.5 7.7 0.0 5.1 2.6 84.7 7.7
10-20歳代 3 1 1 1 0 0 0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 66.6 33.3
30-40歳代 13 5 7 0 0 1 0 38.5 53.8 0.0 0.0 7.7 0.0 92.3 0.0
50-64歳 7 2 2 2 0 0 1 28.6 28.6 28.6 0.0 0.0 14.3 57.2 28.6
65歳以上 16 10 5 0 0 1 0 62.5 31.3 0.0 0.0 6.3 0.0 93.8 0.0
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

味坂小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 35 18 8 6 2 1 0 51.4 22.9 17.1 5.7 2.9 0.0 74.3 22.8
10-20歳代 5 1 0 3 1 0 0 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 20.0 80.0
30-40歳代 8 4 2 1 0 1 0 50.0 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 75.0 12.5
50-64歳 4 3 1 0 0 0 0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
65歳以上 18 10 5 2 1 0 0 55.6 27.8 11.1 5.6 0.0 0.0 83.4 16.7
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

東野小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 81 36 37 3 2 2 1 44.4 45.7 3.7 2.5 2.5 1.2 90.1 6.2
10-20歳代 8 1 5 1 1 0 0 12.5 62.5 12.5 12.5 0.0 0.0 75.0 25.0
30-40歳代 19 5 10 1 1 2 0 26.3 52.6 5.3 5.3 10.5 0.0 78.9 10.6
50-64歳 25 10 13 1 0 0 1 40.0 52.0 4.0 0.0 0.0 4.0 92.0 4.0
65歳以上 29 20 9 0 0 0 0 69.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

立石小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 56 24 17 4 2 6 3 42.9 30.4 7.1 3.6 10.7 5.4 73.3 10.7
10-20歳代 6 0 3 0 2 1 0 0.0 50.0 0.0 33.3 16.7 0.0 50.0 33.3
30-40歳代 11 5 5 0 0 1 0 45.5 45.5 0.0 0.0 9.1 0.0 91.0 0.0
50-64歳 12 5 5 1 0 1 0 41.7 41.7 8.3 0.0 8.3 0.0 83.4 8.3
65歳以上 27 14 4 3 0 3 3 51.9 14.8 11.1 0.0 11.1 11.1 66.7 11.1
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

のぞみが丘小学校区 （人） (％) (％)

計
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答
ずっと
住み続
けたい

当分は
住み続
けたい

将来的
に市外
へ転出
したい

すぐに
市外へ
転出し
たい

わから
ない

無回答

どちらかとい
えば

住み続
けたい

どちらかとい
えば

転出
したい

全体 166 70 62 19 1 12 2 42.2 37.3 11.4 0.6 7.2 1.2 79.5 12.0
10-20歳代 29 4 11 9 1 4 0 13.8 37.9 31.0 3.4 13.8 0.0 51.7 34.4
30-40歳代 50 22 22 2 0 4 0 44.0 44.0 4.0 0.0 8.0 0.0 88.0 4.0
50-64歳 70 29 28 7 0 4 2 41.4 40.0 10.0 0.0 5.7 2.9 81.4 10.0
65歳以上 17 15 1 1 0 0 0 88.2 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 94.1 5.9
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

年
代
別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■小学校区・年代別（今回調査） 
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38.0

17.6

17.4

16.5

1.1

7.0

2.4

36.2

14.8

17.1

21.9

0.8

5.3

4.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

長年小郡市で暮らしていて、地域になじんでいるから

買い物やお出かけなど日常生活に便利だから

自然豊かで閑静な住環境など周囲の生活環境に満足しているから

福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利だから

保育所や学校などの子育て環境に満足しているから

その他

無回答

（％）

R3年度

（n=820）

R1年度

（n=854）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「住み続けたい」と回答した方にその理由を尋ねたところ、「長年小郡市で暮らしていて、

地域になじんでいるから」が 38.0％で最も割合が高く、次いで、「買い物やお出かけなど

日常生活に便利だから」（17.6％）、「自然豊かで閑静な住環境など周囲の生活環境に満足

しているから」（17.4％）、「福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利だから」

（16.5％）と続いています。 

また、R1年度調査と比較すると、「福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利

だから」の回答に 5.4ポイントの減少がみられ、コロナ禍における在宅勤務などの影響と

推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「その他」の回答→「持ち家がある」（21 件）、「親（親族）も小郡市に住んでいる」（6 件）、「転居する理由がない」
（3 件）、「高齢で転居できない」「経済的に」（2 件）など 

 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
長年小郡市で暮らしていて、地域になじんでいるから 312 38.0 74 40.9 37 31.1 59 29.5 25 61.0
買い物やお出かけなど日常生活に便利だから 144 17.6 33 18.2 38 31.9 36 18.0 3 7.3
自然豊かで閑静な住環境など周囲の生活環境に満足しているから 143 17.4 16 8.8 17 14.3 44 22.0 5 12.2
福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利だから 135 16.5 46 25.4 15 12.6 32 16.0 3 7.3
保育所や学校などの子育て環境に満足しているから 9 1.1 0 0.0 2 1.7 1 0.5 0 0.0
その他 57 7.0 8 4.4 6 5.0 23 11.5 4 9.8
無回答 20 2.4 4 2.2 4 3.4 5 2.5 1 2.4

820 100.0 181 100.0 119 100.0 200 100.0 41 100.0

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
長年小郡市で暮らしていて、地域になじんでいるから 15 45.5 15 57.7 42 57.5 42 31.8
買い物やお出かけなど日常生活に便利だから 3 9.1 1 3.8 9 12.3 18 13.6
自然豊かで閑静な住環境など周囲の生活環境に満足しているから 8 24.2 7 26.9 7 9.6 34 25.8
福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利だから 4 12.1 1 3.8 9 12.3 22 16.7
保育所や学校などの子育て環境に満足しているから 0 0.0 0 0.0 1 1.4 5 3.8
その他 3 9.1 0 0.0 3 4.1 9 6.8
無回答 0 0.0 2 7.7 2 2.7 2 1.5

33 100.0 26 100.0 73 100.0 132 100.0回答数

御原
小学校区

味坂
小学校区

東野
小学校区

のぞみが丘
小学校区

全体

回答数

小郡
小学校区

立石
小学校区

大原
小学校区

三国
小学校区

■小学校区別 

    ：上位 3 項目 

＜住み続けたい理由＞ 

※小学校区を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
長年小郡市で暮らしていて、地域になじんでいるから 312 38.0 16 27.6 71 31.1 84 36.4 138 46.5
買い物やお出かけなど日常生活に便利だから 144 17.6 8 13.8 39 17.1 40 17.3 57 19.2
自然豊かで閑静な住環境など周囲の生活環境に満足しているから 143 17.4 5 8.6 37 16.2 44 19.0 55 18.5
福岡市や久留米市などに近く、通勤や通学にも便利だから 135 16.5 23 39.7 50 21.9 38 16.5 23 7.7
保育所や学校などの子育て環境に満足しているから 9 1.1 1 1.7 6 2.6 2 0.9 0 0.0
その他 57 7.0 2 3.4 20 8.8 18 7.8 17 5.7
無回答 20 2.4 3 5.2 5 2.2 5 2.2 7 2.4

820 100.0 58 100.0 228 100.0 231 100.0 297 100.0

全体

回答数

10-20歳代 30-40歳代 50-64歳 65歳以上
■年代別 

    ：上位 3 項目 ※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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16.5

15.5

13.6

13.6

11.7

5.8

16.5

6.8

16.9

16.9

19.5

8.5

5.1

5.1

18.6

9.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

商業や娯楽施設が少ないから

日常生活が不便だから

通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む）

就労の場がないから

周囲の生活環境が悪いから

地域になじめないから

その他

無回答

（％）

R3年度

（n=103）

R1年度

（n=118）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市外へ転出したい」と回答した方にその理由を尋ねたところ、「その他」を除くと、「商

業や娯楽施設が少ないから」が 16.5％で最も割合が高く、次いで、「日常生活が不便だか

ら」（15.5％）、「通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む）」（13.6％）、「就労の場が

ないから」（13.6％）と続いています。 

また、R1年度調査と比較すると、「通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む）」の回

答が前回は最も割合が高かったのに対して、今回 5.9ポイントの減少がみられ、住み続け

たい理由同様にコロナ禍における在宅勤務などの影響と推測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年代別 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
商業や娯楽施設が少ないから 17 16.5 7 17.1 6 24.0 2 10.5 2 11.1
日常生活が不便だから 16 15.5 2 4.9 6 24.0 3 15.8 5 27.8
通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む） 14 13.6 8 19.5 2 8.0 3 15.8 1 5.6
就労の場がないから 14 13.6 12 29.3 2 8.0 0 0.0 0 0.0
周囲の生活環境が悪いから 12 11.7 1 2.4 5 20.0 2 10.5 4 22.2
地域になじめないから 6 5.8 1 2.4 3 12.0 0 0.0 2 11.1
その他 17 16.5 6 14.6 1 4.0 9 47.4 1 5.6
無回答 7 6.8 4 9.8 0 0.0 0 0.0 3 16.7

103 100.0 41 100.0 25 100.0 19 100.0 18 100.0

全体 10-20歳代 30-40歳代 50-64歳 65歳以上

回答数

    ：上位 3 項目 

■小学校区別 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
商業や娯楽施設が少ないから 17 16.5 6 22.2 3 30.0 3 12.5 1 16.7
日常生活が不便だから 16 15.5 3 11.1 1 10.0 4 16.7 3 50.0
通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む） 14 13.6 2 7.4 2 20.0 4 16.7 0 0.0
就労の場がないから 14 13.6 2 7.4 1 10.0 5 20.8 1 16.7
周囲の生活環境が悪いから 12 11.7 4 14.8 1 10.0 2 8.3 0 0.0
地域になじめないから 6 5.8 3 11.1 0 0.0 3 12.5 0 0.0
その他 17 16.5 3 11.1 2 20.0 2 8.3 0 0.0
無回答 7 6.8 4 14.8 0 0.0 1 4.2 1 16.7

103 100.0 27 100.0 10 100.0 24 100.0 6 100.0

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
商業や娯楽施設が少ないから 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 20.0
日常生活が不便だから 0 0.0 2 25.0 1 20.0 2 10.0
通勤や通学が不便だから（就職・就学を含む） 0 0.0 1 12.5 1 20.0 4 20.0
就労の場がないから 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 25.0
周囲の生活環境が悪いから 1 33.3 3 37.5 0 0.0 1 5.0
地域になじめないから 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 2 66.7 2 25.0 2 40.0 4 20.0
無回答 0 0.0 0 0.0 1 20.0 0 0.0

3 100.0 8 100.0 5 100.0 20 100.0回答数

全体
小郡

小学校区
大原

小学校区
三国

小学校区

御原
小学校区

味坂
小学校区

東野
小学校区

のぞみが丘
小学校区

立石
小学校区

回答数

    ：上位 3 項目 

＜転出したい理由＞ 

「その他」の回答→「親と同居（介護）するため」「交通機関が不便、将来的に車の運転ができないと不便」（3 件）など 

 

※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
 

※小学校区を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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19.0

7.3

7.2

80.2

12.5

16.3

22.3

54.9

23.5

4.4

3.3

28.3

14.4

7.5

80.6

14.0

13.5

20.4

58.3

19.8

4.8

1.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

収入の減少

失業、休業

過重労働、働き方の変化による負担増（家事を含む）

本人や家族の健康（身体・心）

本人や家族の学習機会の確保、学力の低下

運動・スポーツの機会の減少

地域の行事・交流機会の減少

医療機関のひっ迫

感染症に関する偏見や差別

その他

特にない

（％）

現在の不安

将来の不安

N=1,004※複数回答

３．新型コロナウイルス感染症の影響について  

（１）新型コロナウイルス感染症の影響による現在と将来の不安 

問７ あなたは、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在どのようなことに不安を感じていますか。

（〇は３つまで） 
 

問８ あなたは、新型コロナウイルス感染症の収束に数年かかった場合、将来どのようなことに不安を

感じますか。（〇は３つまで） 

新型コロナウイルス感染症の影響による現在の不安と将来の不安を尋ねたところ、現在と

将来ともに「本人や家族の健康（身体・心）」の割合が最も高く 8 割を超えています。次い

で、「医療機関のひっ迫」（現在 54.9％、将来 58.3％）、「感染症に対する偏見や差別」（現

在 23.5％、将来 19.8％）、「地域の行事・交流機会の減少」（現在 22.3％、将来 20.4％）

と続いています。 

また、現在と将来を比較すると、健康面や医療機関に対する不安の他、「感染症に関する

偏見や差別」や「地域の行事・交流機会の減少」の面では現在の方が、「収入の減少」や「失

業・休業」の面では将来的な不安の方が、割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（現在の不安） 
「その他」の回答→「外出（旅行やイベント）できない」「学校行事の中止（減少）」「家族（親族）に会えない」（4 件）、「人

間関係の喪失（ひきこもり）」（3 件）、「感染リスクへの不安」「就活（子どもの就活）」「地域感染に
ついての情報不足」「感染症に対する偏った情報」（2 件）など 

（将来の不安） 
「その他」の回答→「家族（親族、会いたい人）に会えない」（8 件）、「就職、仕事に就けるか」（6 件）、「増税」「経済

（世界、国、地方等）の沈滞」（4 件）、「外出のしづらさ」（4 件）、「人とのつながり（信頼関係の減
少）」「娯楽が減る（生活の質の低下）」（3 件）、「旅行に行けない」「生活の変化（オンライン生活
から通常に戻る）」（2 件）など 
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年代別にみると、現在および将来ともに、「本人や家族の健康（身体・心）」や「医療機関

のひっ迫」などの設問で 50 歳代以上の世代の方が、回答の割合が高い傾向となっていま

す。そして、現在および将来ともに、「地域の行事、交流機会の減少」の設問で、65歳以

上の世代の方が、回答の割合が高い傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■現在の不安（年代別） 

■将来の不安（年代別） 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
収入の減少 284 28.3 44 38.9 110 40.6 83 30.0 46 13.7
失業、休業 145 14.4 24 21.2 53 19.6 51 18.4 17 5.1
過重労働、働き方の変化による負担増（家事を含む） 75 7.5 14 12.4 28 10.3 25 9.0 7 2.1
本人や家族の健康（身体・心） 809 80.6 71 62.8 207 76.4 231 83.4 295 88.1
本人や家族の学習機会の確保、学力の低下 141 14.0 13 11.5 79 29.2 29 10.5 20 6.0
運動・スポーツの機会の減少 136 13.5 17 15.0 49 18.1 25 9.0 45 13.4
地域の行事・交流機会の減少 205 20.4 12 10.6 45 16.6 40 14.4 106 31.6
医療機関のひっ迫 585 58.3 52 46.0 129 47.6 171 61.7 231 69.0
感染症に関する偏見や差別 199 19.8 17 15.0 39 14.4 68 24.5 74 22.1
その他 48 4.8 9 8.0 12 4.4 10 3.6 14 4.2
特にない 15 1.5 6 5.3 4 1.5 2 0.7 2 0.6

1,004 - 113 - 271 - 277 - 335 -

65歳以上

回答数

全体 10-20歳代 30-40歳代 50-64歳

    ：上位 3 項目 ※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
収入の減少 191 19.0 23 20.4 76 28.0 62 22.4 30 9.0
失業、休業 73 7.3 11 9.7 26 9.6 26 9.4 10 3.0
過重労働、働き方の変化による負担増（家事を含む） 72 7.2 9 8.0 30 11.1 26 9.4 6 1.8
本人や家族の健康（身体・心） 805 80.2 77 68.1 206 76.0 230 83.0 286 85.4
本人や家族の学習機会の確保、学力の低下 125 12.5 21 18.6 64 23.6 25 9.0 15 4.5
運動・スポーツの機会の減少 164 16.3 24 21.2 54 19.9 34 12.3 52 15.5
地域の行事・交流機会の減少 224 22.3 16 14.2 46 17.0 38 13.7 122 36.4
医療機関のひっ迫 551 54.9 48 42.5 140 51.7 167 60.3 193 57.6
感染症に関する偏見や差別 236 23.5 20 17.7 76 28.0 77 27.8 62 18.5
その他 44 4.4 9 8.0 13 4.8 11 4.0 10 3.0
特にない 33 3.3 10 8.8 5 1.8 7 2.5 10 3.0

1,004 - 113 - 271 - 277 - 335 -

全体 10-20歳代 30-40歳代 50-64歳 65歳以上

回答数

    ：上位 3 項目 ※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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51.1

25.5

23.6

20.8

18.1

14.2

14.0

12.0

11.3

9.6

3.1

22.4

4.0

0.0 20.0 40.0 60.0

健康への関心が高まる

人が多い都会よりも自然豊かな場所に魅力を感じる

家族と過ごす時間の重要度が増す

家から近い外出場所の重要性が増す

働き方が変化する

生活の時間の使い方が変化する

ネットショッピングでの買い物が増える

運動への関心が高まる

公共交通機関の利用を避け、自家用車や自転車の利用が増える

飲食店のテイクアウトや宅配が増える

その他

特に意識や行動は変わらない

わからない

（％）

N=1,004※複数回答

（２）新型コロナウイルス感染症の収束後の変化 

問９ あなたは、新型コロナウイルス感染症の収束後に、ご自身の意識や行動がどのように変化すると

思いますか。（〇は３つまで） 

新型コロナウイルス感染症の収束後にどのように変化するか尋ねたところ、「健康への関

心が高まる」が 51.1％で最も割合が高くなっています。次いで、「人が多い都会よりも自

然豊かな場所に魅力を感じる」（25.5％）、「家族と過ごす時間の重要度が増す」（23.6％）、

「特に意識や行動は変わらない」（22.4％）と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別にみると、他の年代と比べて 10-20 歳代の若い世代では「ネットショッピング

での買い物が増える」（26.5％）、「生活の時間の使い方が変化する」（19.5％）、「飲食店の

テイクアウトや宅配が増える」（18.6％）などの回答が多く挙がっています。また、50歳

以上の世代では、「特に意識や行動は変わらない」の回答の割合が高い傾向になっています。 

 

 

 

 

 

 

  

「その他」の回答→「人との交流（絆）を大切にして過ごす」「外出（旅行、映画、外食など）が増える」（4 件）、「マスク
や消毒などの感染対策は継続」（3 件）、「人込みを避ける（外出を控える）」（2 件）など 

 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
健康への関心が高まる 513 51.1 48 42.5 123 45.4 142 51.3 197 58.8
人が多い都会よりも自然豊かな場所に魅力を感じる 256 25.5 17 15.0 52 19.2 66 23.8 120 35.8
家族と過ごす時間の重要度が増す 237 23.6 19 16.8 73 26.9 70 25.3 73 21.8
家から近い外出場所の重要性が増す 209 20.8 21 18.6 61 22.5 50 18.1 74 22.1
働き方が変化する 182 18.1 34 30.1 65 24.0 59 21.3 20 6.0
生活の時間の使い方が変化する 143 14.2 22 19.5 43 15.9 41 14.8 37 11.0
ネットショッピングでの買い物が増える 141 14.0 30 26.5 50 18.5 42 15.2 18 5.4
運動への関心が高まる 120 12.0 16 14.2 32 11.8 30 10.8 42 12.5
公共交通機関の利用を避け、自家用車や自転車の利用が増える 113 11.3 8 7.1 34 12.5 23 8.3 47 14.0
飲食店のテイクアウトや宅配が増える 96 9.6 21 18.6 32 11.8 26 9.4 16 4.8
その他 31 3.1 3 2.7 5 1.8 14 5.1 9 2.7
特に意識や行動は変わらない 225 22.4 17 15.0 45 16.6 70 25.3 92 27.5
わからない 40 4.0 8 7.1 13 4.8 9 3.2 10 3.0

1,004 - 113 - 271 - 277 - 335 -

65歳以上

回答数

全体 10-20歳代 30-40歳代 50-64歳

    ：上位 5 項目 

■年代別 

※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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50.6

36.5

32.0

28.1

23.6

23.2

21.5

19.0

19.0

4.5

0.0 20.0 40.0 60.0

医療機関との連携

生活が苦しい家庭への支援

感染症対策の市民への啓発

市役所の手続きのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化の推進

子ども達や子育て世代などの心のケア

マスクや消毒液などの衛生用品の確保

高齢者の健康を維持するための取組

感染症に関する偏見や差別の防止に向けた啓発

事業者（店舗など）への支援

その他

（％）

N=1,004※複数回答

（３）感染症に対する課題 

問 10 あなたは、小郡市で感染症（新型コロナウイルス感染症など）の影響を受けた課題に向け

て、今後どのようなことに取り組むべきと思いますか。（〇は３つまで） 

感染症に対する小郡市が取り組むべき課題を尋ねたところ、「医療機関との連携」が最も

多く 50.6％と全体の半数が回答しています。次いで「生活が苦しい家庭への支援」

（36.5％）、「感染症対策の市民への啓発」（32.0％）、「市役所の手続きのデジタル化・オ

ンライン化の推進」（28.1％）と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別にみると、「医療機関との連携」が全世代で回答が多く、64歳以下の世代では「生

活が苦しい家庭への支援」や「市役所の手続きのデジタル化・オンライン化の推進」の回

答が多く、65歳以上の世代では「感染症対策の市民への啓発」や「高齢者の健康を維持す

るための取組」の回答が多く挙がっています。 

 

 

 

  

「その他」の回答→「感染者情報（緊急事態宣言）などの情報の発信が遅い。HP の更新が遅い、繋がらな
い、見にくい」（4 件）、「全市民への給付金（地域振興券）」（3 件）、「飲食店以外の支
援」「ワクチン接種に関する情報（行政の指示、副反応に関する処方薬など）の提供」
「ワクチン接種の手配が遅い」「学校教育のオンライン・デジタル化」「障がい者（児）へ
の支援」「感染症に対する意識の徹底（マスク、消毒）」（2 件）など 

 

    ：上位 3 項目 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
医療機関との連携 508 50.6 41 36.3 129 47.6 154 55.6 181 54.0
生活が苦しい家庭への支援 366 36.5 54 47.8 109 40.2 96 34.7 104 31.0
感染症対策の市民への啓発 321 32.0 26 23.0 61 22.5 82 29.6 150 44.8
市役所の手続きのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化の推進 282 28.1 45 39.8 110 40.6 83 30.0 41 12.2
子ども達や子育て世代などの心のケア 237 23.6 30 26.5 100 36.9 49 17.7 56 16.7
マスクや消毒液などの衛生用品の確保 233 23.2 30 26.5 54 19.9 63 22.7 83 24.8
高齢者の健康を維持するための取組 216 21.5 4 3.5 19 7.0 49 17.7 143 42.7
感染症に関する偏見や差別の防止に向けた啓発 191 19.0 13 11.5 51 18.8 62 22.4 64 19.1
事業者（店舗など）への支援 191 19.0 34 30.1 62 22.9 66 23.8 28 8.4
その他 45 4.5 6 5.3 20 7.4 11 4.0 8 2.4

1,004 - 113 - 271 - 277 - 335 -

65歳以上

回答数

全体 10-20歳代 30-40歳代 50-64歳

■年代別 

※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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４．新型コロナウイルス感染症を踏まえたまちづくりの現状について 

（１）まちづくりの満足度・重要度 

 問 11 小郡市のまちづくりの現状などについてどのように感じていますか。 

各分野についての満足度と重要度をお選びください。（それぞれ１つに〇） 

 

 

   

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 53 531 250 56 114 351 482 68 13 90

（％） 100.0 5.3 52.9 24.9 5.6 11.4 35.0 48.0 6.8 1.3 9.0

(人） 1,004 39 353 374 164 74 482 395 55 12 60

（％） 100.0 3.9 35.2 37.3 16.3 7.4 48.0 39.3 5.5 1.2 6.0

(人） 1,004 28 319 380 188 89 263 440 170 58 73

（％） 100.0 2.8 31.8 37.8 18.7 8.9 26.2 43.8 16.9 5.8 7.3

(人） 1,004 26 357 389 127 105 436 430 46 10 82

（％） 100.0 2.6 35.6 38.7 12.6 10.5 43.4 42.8 4.6 1.0 8.2

(人） 1,004 41 512 306 63 82 471 410 51 9 63

（％） 100.0 4.1 51.0 30.5 6.3 8.2 46.9 40.8 5.1 0.9 6.3

(人） 1,004 40 535 274 52 103 388 462 67 10 77

（％） 100.0 4.0 53.3 27.3 5.2 10.3 38.6 46.0 6.7 1.0 7.7

(人） 1,004 51 492 283 84 94 495 365 54 11 79

（％） 100.0 5.1 49.0 28.2 8.4 9.4 49.3 36.4 5.4 1.1 7.9

(人） 1,004 53 599 223 37 92 316 495 95 22 76

（％） 100.0 5.3 59.7 22.2 3.7 9.2 31.5 49.3 9.5 2.2 7.6

(人） 1,004 39 437 355 110 63 634 281 24 7 58

（％） 100.0 3.9 43.5 35.4 11.0 6.3 63.1 28.0 2.4 0.7 5.8

(人） 1,004 92 589 186 40 97 467 389 56 15 77

（％） 100.0 9.2 58.7 18.5 4.0 9.7 46.5 38.7 5.6 1.5 7.7

(人） 1,004 138 607 128 32 99 177 465 186 94 82

（％） 100.0 13.7 60.5 12.7 3.2 9.9 17.6 46.3 18.5 9.4 8.2

(人） 1,004 68 610 197 39 90 137 502 228 58 79

（％） 100.0 6.8 60.8 19.6 3.9 9.0 13.6 50.0 22.7 5.8 7.9

(人） 1,004 42 567 257 32 106 181 493 190 50 90

（％） 100.0 4.2 56.5 25.6 3.2 10.6 18.0 49.1 18.9 5.0 9.0

(人） 1,004 25 286 433 192 68 708 222 18 4 52

（％） 100.0 2.5 28.5 43.1 19.1 6.8 70.5 22.1 1.8 0.4 5.2

(人） 1,004 25 319 424 146 90 653 254 30 8 59

（％） 100.0 2.5 31.8 42.2 14.5 9.0 65.0 25.3 3.0 0.8 5.9

(人） 1,004 22 321 409 161 91 402 396 109 29 68

（％） 100.0 2.2 32.0 40.7 16.0 9.1 40.0 39.4 10.9 2.9 6.8

(人） 1,004 27 307 398 183 89 358 435 116 33 62

（％） 100.0 2.7 30.6 39.6 18.2 8.9 35.7 43.3 11.6 3.3 6.2

(人） 1,004 26 384 387 103 104 397 401 102 37 67

（％） 100.0 2.6 38.2 38.5 10.3 10.4 39.5 39.9 10.2 3.7 6.7

回答数

現在の満足度 今後の重要度

①農業

②商業

③観光　

④雇用対策

⑰老朽化した公共施設の整備

⑥障がい者への支援

⑦子育て支援

⑧保健活動の充実

⑨医療体制の整備

⑩小・中学校教育の充実

⑪人権・同和教育の推進

⑫ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実

⑬男女共同参画社会の推進

⑭豪雨災害への対応

⑤高齢者への介護・福祉の推進

⑮新たな感染症への対策

⑯市役所の手続きの
   ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化

⑱温室効果ガスの排出をゼロに
   する脱炭素社会実現の推進
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35.0 

48.0 

26.2 

43.4 

46.9 

38.6 

49.3 

31.5 

63.1 

46.5 

17.6 

13.6 

18.0 

70.5 

65.0 

40.0 

35.7 

39.5 

48.0 

39.3 

43.8 

42.8 

40.8 

46.0 

36.4 

49.3 

28.0 

38.7 

46.3 

50.0 

49.1 

22.1 

25.3 

39.4 

43.3 

39.9 

6.8 

5.5 

16.9 

4.6 

5.1 

6.7 

5.4 

9.5 

2.4 

5.6 

18.5 

22.7 

18.9 

1.8 

3.0 

10.9 

11.6 

10.2 

1.3 

1.2 

5.8 

1.0 

0.9 

1.0 

1.1 

2.2 

0.7 

1.5 

9.4 

5.8 

5.0 

0.4 

0.8 

2.9 

3.3 

3.7 

9.0 

6.0 

7.3 

8.2 

6.3 

7.7 

7.9 

7.6 

5.8 

7.7 

8.2 

7.9 

9.0 

5.2 

5.9 

6.8 

6.2 

6.7 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

重要 やや重要 あまり重要

でない

重要でない -無回答

今後の重要度

5.3 

3.9 

2.8 

2.6 

4.1 

4.0 

5.1 

5.3 

3.9 

9.2 

13.7 

6.8 

4.2 

2.5 

2.5 

2.2 

2.7 

2.6 

52.9 

35.2 

31.8 

35.6 

51.0 

53.3 

49.0 

59.7 

43.5 

58.7 

60.5 

60.8 

56.5 

28.5 

31.8 

32.0 

30.6 

38.2 

24.9 

37.3 

37.8 

38.7 

30.5 

27.3 

28.2 

22.2 

35.4 

18.5 

12.7 

19.6 

25.6 

43.1 

42.2 

40.7 

39.6 

38.5 

5.6 

16.3 

18.7 

12.6 

6.3 

5.2 

8.4 

3.7 

11.0 

4.0 

3.2 

3.9 

3.2 

19.1 

14.5 

16.0 

18.2 

10.3 

11.4 

7.4 

8.9 

10.5 

8.2 

10.3 

9.4 

9.2 

6.3 

9.7 

9.9 

9.0 

10.6 

6.8 

9.0 

9.1 

8.9 

10.4 

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

①農業

②商業

③観光

④雇用対策

⑤高齢者への介護・福祉の推進

⑥障がい者への支援

⑦子育て支援

⑧保健活動の充実

⑨医療体制の整備

⑩小・中学校教育の充実

⑪人権・同和教育の推進

⑫ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実

⑬男女共同参画社会の推進

⑭豪雨災害への対応

⑮新たな感染症への対策

⑯市役所の手続きの

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化

⑰老朽化した公共施設の整備

⑱温室効果ガスの排出をゼロに

する脱炭素社会実現の推進

満足 まあ満足 やや不満 不満 -無回答

現在の満足度 
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※⑭～⑱は R3 年度調査の新規質問項目 ■現在の満足度・今後の重要度（今回調査） ：上位5項目

現在の満足度では、『満足層』（「満足」「まあ満足」の計）の割合が最も高い取組は、「⑪人権・同

和教育の推進」（74.2％）となっています。次いで、「⑩小・中学校教育の充実」（67.９％）、「⑫ス

ポーツ・レクリエーション活動の充実」（67.6％）と続いており、R1年度調査と比較すると、「⑪

人権・同和教育の推進」は1.9ポイント増、「⑫スポーツ・レクリエーション活動の充実」は 1.0ポ

イント増となっています。R1年度調査と比較可能な項目の中で、『満足層』の割合が最も上昇して

いる取組は、「②商業」（7.8 ポイント増）で、次いで「④雇用対策」（7.0 ポイント増）、「①農業」

（6.3ポイント増）と続いています。 

対して、『不満層』（「不満」「やや不満」の計）の割合が最も高い取組は、「⑭豪雨災害への対応」

（62.2％）で、次いで、「⑰老朽化した公共施設の整備」（57.8％）、「⑯市役所の手続のデジタル

化・オンライン化」（56.7％）、「⑮新たな感染症への対策」（56.7％）と続いています。R1年度

調査と比較可能な項目の中で、『不満層』の割合が最も上昇している取組は、「⑨医療体制の整備」

（8.2 ポイント増）で、次いで「⑦障がい者への支援」（5.9 ポイント増）、「⑧保健活動の充実」

（5.5ポイント増）と続いています。 

今後の重要度では、『重要層』（「重要」「やや重要」の計）の割合が最も高い取組は、「⑭豪雨災

害への対応」（92.6％）となっており、次いで、「⑨医療体制の整備」（91.1％）、「⑮新たな感染

症への対策」（90.3％）と続いています。R1年度調査と比較すると、「⑨医療体制の整備」は 2.7

ポイント増となっています。R1年度調査と比較可能な項目の中で、『重要層』の割合が最も上昇

している取組は、「①農業」（5.8ポイント増）で、次いで「④雇用対策」（4.2ポイント増）、「②

商業」（3.8ポイント増）と続いています。 

 

 

   

（％）

満足層 不満層 重要層 重要でない層

① 農業 58.2 30.5 83.0 8.1

② 商業 39.1 53.6 87.3 6.7

③ 観光 34.6 56.5 70.0 22.7

④ 雇用対策 38.2 51.3 86.2 5.6

⑤ 高齢者への介護・福祉の推進 55.1 36.8 87.7 6.0

⑥ 障がい者への支援 57.3 32.5 84.6 7.7

⑦ 子育て支援 54.1 36.6 85.7 6.5

⑧ 保健活動の充実 65.0 25.9 80.8 11.7

⑨ 医療体制の整備 47.4 46.4 91.1 3.1

⑩ 小・中学校教育の充実 67.9 22.5 85.2 7.1

⑪ 人権・同和教育の推進 74.2 15.9 63.9 27.9

⑫ ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 67.6 23.5 63.6 28.5

⑬ 男女共同参画社会の推進 60.7 28.8 67.1 23.9

⑭ 豪雨災害への対応 31.0 62.2 92.6 2.2

⑮ 新たな感染症への対策 34.3 56.7 90.3 3.8

⑯ 市役所の手続きの
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化 34.2 56.7 79.4 13.8

⑰ 老朽化した公共施設の整備 33.3 57.8 79.0 14.9

⑱ 温室効果ガスの排出をゼロに
する脱炭素社会実現の推進 40.8 48.8 79.4 13.9

平均 49.6 41.3 80.9 11.9

（％）

満足層 不満層 重要層 重要でない層

① 農業 51.9 36.8 77.2 10.0
② 商業 31.3 61.4 83.5 7.0
③ 観光 34.2 57.4 73.1 17.7
④ 雇用対策 31.2 58.2 82.0 6.8
⑤ 高齢者への介護・福祉の推進 58.8 32.5 87.9 3.4
⑥ 障がい者への支援 61.1 26.6 84.1 5.2
⑦ 子育て支援 54.9 33.1 85.5 3.8
⑧ 保健活動の充実 69.4 20.4 81.3 8.8
⑨ 医療体制の整備 55.3 38.2 88.4 4.1
⑩ 小・中学校教育の充実 67.5 20.6 82.0 5.2
⑪ 人権・同和教育の推進 72.3 14.7 65.6 21.4
⑫ ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 66.6 22.0 70.1 17.4
⑬ 男女共同参画社会の推進 63.3 23.5 71.6 15.1

（R１年度調査） 
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26.2 

32.7 

43.8 

40.4 

16.9 

12.2 

5.8 

5.5 

7.3 

9.3 

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

48.0 

47.7 

39.3 

35.8 

5.5 

5.1 

1.2 

1.9 
6.0 

9.5 

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

35.0 

35.3 

48.0 

41.9 

6.8 

7.7 

1.3 

2.3 
9.0 

12.9 

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

重要 やや重要 あまり重要

でない

重要でない -無回答

今後の重要度

5.3 

4.9 

52.9 

47.0 

24.9 

28.9 

5.6 

7.9 

11.4 

11.3 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

満足 まあ満足 やや不満 不満 -無回答

現在の満足度

農業

3.9 

3.9 

35.2 

27.4 

37.3 

40.2 

16.3 

21.2 

7.4 

7.3 

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

R3年度調査

（R1年度調査）
商業

2.8 

4.1 

31.8 

30.1 

37.8 

38.4 

18.7 

19.0 

8.9 

8.4 

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

R3年度調査

（R1年度調査）
観光

① 

② 

③ 

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,080 53 508 312 85 122 381 452 83 25 139

（％） 100.0 4.9 47.0 28.9 7.9 11.3 35.3 41.9 7.7 2.3 12.9

(人） 1,080 42 296 434 229 79 515 387 55 20 103

（％） 100.0 3.9 27.4 40.2 21.2 7.3 47.7 35.8 5.1 1.9 9.5

(人） 1,080 44 325 415 205 91 353 436 132 59 100

（％） 100.0 4.1 30.1 38.4 19.0 8.4 32.7 40.4 12.2 5.5 9.3

(人） 1,080 38 299 426 203 114 516 369 49 25 121

（％） 100.0 3.5 27.7 39.4 18.8 10.6 47.8 34.2 4.5 2.3 11.2

(人） 1,080 52 583 300 51 94 565 385 31 5 94

（％） 100.0 4.8 54.0 27.8 4.7 8.7 52.3 35.6 2.9 0.5 8.7

(人） 1,080 58 602 244 43 133 453 456 49 8 114

（％） 100.0 5.4 55.7 22.6 4.0 12.3 41.9 42.2 4.5 0.7 10.6

(人） 1,080 60 532 278 80 130 546 377 35 6 116

（％） 100.0 5.6 49.3 25.7 7.4 12.0 50.6 34.9 3.2 0.6 10.7

(人） 1,080 88 662 188 32 110 369 509 82 13 107

（％） 100.0 8.1 61.3 17.4 3.0 10.2 34.2 47.1 7.6 1.2 9.9

(人） 1,080 103 495 319 94 69 635 320 38 6 81

（％） 100.0 9.5 45.8 29.5 8.7 6.4 58.8 29.6 3.5 0.6 7.5

(人） 1,080 94 635 178 44 129 517 368 45 11 139

（％） 100.0 8.7 58.8 16.5 4.1 11.9 47.9 34.1 4.2 1.0 12.9

(人） 1,080 113 667 136 23 141 254 455 163 68 140

（％） 100.0 10.5 61.8 12.6 2.1 13.1 23.5 42.1 15.1 6.3 13.0

(人） 1,080 78 642 197 41 122 244 513 157 31 135

（％） 100.0 7.2 59.4 18.2 3.8 11.3 22.6 47.5 14.5 2.9 12.5

(人） 1,080 63 621 214 40 142 280 494 132 31 143

（％） 100.0 5.8 57.5 19.8 3.7 13.1 25.9 45.7 12.2 2.9 13.2

回答数

現在の満足度 今後の重要度

①農業

②商業

③観光　

④雇用対策

⑤高齢者への介護・福祉の推進

⑨医療体制の整備

⑩小・中学校教育の充実

⑪人権・同和教育の推進

⑫ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実

⑬男女共同参画社会の推進

⑥障がい者への支援

⑦子育て支援

⑧保健活動の充実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現在の満足度・今後の重要度（調査年度比較） 

  

■現在の満足度・今後の重要度（R１年度調査） 

（R3 年度調査 N=1,004） 

（R1 年度調査 N=1,080） 

※関連項目抜粋 
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13.6 

22.6 

50.0 

47.5 

22.7 

14.5 

5.8 

2.9 

7.9 

12.5 

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

18.0 

25.9 

49.1 

45.7 

18.9 

12.2 

5.0 

2.9 

9.0 

13.2 

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

17.6 

23.5 

46.3 

42.1 

18.5 

15.1 

9.4 

6.3 

8.2 

13.0 

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

46.5 

47.9 

38.7 

34.1 

5.6 

4.2 

1.5 

1.0 

7.7 

12.9 

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

63.1 

58.8 

28.0 

29.6 

2.4 

3.5 

0.7 

0.6 

5.8 

7.5 

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

49.3 

50.6 

36.4 

34.9 

5.4 

3.2 

1.1 

0.6 

7.9 

10.7 

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

31.5 

34.2 

49.3 

47.1 

9.5 

7.6 

2.2 

1.2 

7.6 

9.9 

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

38.6 

41.9 

46.0 

42.2 

6.7 

4.5 

1.0 

0.7 

7.7 

10.6 

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

46.9 

52.3 

40.8 

35.6 

5.1 

2.9 

0.9 

0.5 
6.3 

8.7 

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

43.4 

47.8 

42.8 

34.2 

4.6 

4.5 

1.0 

2.3 
8.2 

11.2 

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

重要 やや重要 あまり重要

でない

無回答

今後の重要度

2.6 

3.5 

35.6 

27.7 

38.7 

39.4 

12.6 

18.8 

10.5 

10.6 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

満足 まあ満足 やや不満 不満 系列5無回答

現在の満足度

雇用対策

4.1 

4.8 

51.0 

54.0 

30.5 

27.8 

6.3 

4.7 

8.2 

8.7 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

高齢者への

介護・福祉の推進

4.0 

5.4 

53.3 

55.7 

27.3 

22.6 

5.2 

4.0 

10.3 

12.3 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

障がい者へ

の支援

5.1 

5.6 

49.0 

49.3 

28.2 

25.7 

8.4 

7.4 

9.4 

12.0 

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

R3年度調査

（R1年度調査）
子育て支援

5.3 

8.1 

59.7 

61.3 

22.2 

17.4 

3.7 

3.0 

9.2 

10.2 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

保健活動

の充実

3.9 

9.5 

43.5 

45.8 

35.4 

29.5 

11.0 

8.7 

6.3 

6.4 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

医療体制

の整備

9.2 

8.7 

58.7 

58.8 

18.5 

16.5 

4.0 

4.1 

9.7 

11.9 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

小・中学校

教育の充実

13.7 

10.5 

60.5 

61.8 

12.7 

12.6 

3.2 

2.1 

9.9 

13.1 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

人権・同和

教育の推進

6.8 

7.2 

60.8 

59.4 

19.6 

18.2 

3.9 

3.8 

9.0 

11.3 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

活動の充実

4.2 

5.8 

56.5 

57.5 

25.6 

19.8 

3.2 

3.7 

10.6 

13.1 

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

R3年度調査

（R1年度調査）

男女共同参画

社会の推進

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

 

 

 

  

（R3 年度調査 N=1,004） 

（R1 年度調査 N=1,080） 
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■現在の満足度・今後の重要度（年代別） 

①農業 

 

②商業 

 

③観光 

 

④雇用対策 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 53 531 250 56 114 351 482 68 13 90

（％） 100.0 5.3 52.9 24.9 5.6 11.4 35.0 48.0 6.8 1.3 9.0

(人） 113 13 73 20 2 5 41 63 4 1 4

（％） 100.0 11.5 64.6 17.7 1.8 4.4 36.3 55.8 3.5 0.9 3.5

(人） 271 16 173 60 10 12 93 131 35 5 7

（％） 100.0 5.9 63.8 22.1 3.7 4.4 34.3 48.3 12.9 1.8 2.6

(人） 277 12 147 75 12 31 99 136 13 3 26

（％） 100.0 4.3 53.1 27.1 4.3 11.2 35.7 49.1 4.7 1.1 9.4

(人） 335 12 135 92 32 64 113 151 16 4 51

（％） 100.0 3.6 40.3 27.5 9.6 19.1 33.7 45.1 4.8 1.2 15.2

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 39 353 374 164 74 482 395 55 12 60

（％） 100.0 3.9 35.2 37.3 16.3 7.4 48.0 39.3 5.5 1.2 6.0

(人） 113 9 50 32 20 2 66 36 7 2 2

（％） 100.0 8.0 44.2 28.3 17.7 1.8 58.4 31.9 6.2 1.8 1.8

(人） 271 13 96 106 46 10 147 101 11 7 5

（％） 100.0 4.8 35.4 39.1 17.0 3.7 54.2 37.3 4.1 2.6 1.8

(人） 277 6 88 115 51 17 133 118 14 0 12

（％） 100.0 2.2 31.8 41.5 18.4 6.1 48.0 42.6 5.1 0.0 4.3

(人） 335 10 117 118 47 43 132 138 23 3 39

（％） 100.0 3.0 34.9 35.2 14.0 12.8 39.4 41.2 6.9 0.9 11.6

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 28 319 380 188 89 263 440 170 58 73

（％） 100.0 2.8 31.8 37.8 18.7 8.9 26.2 43.8 16.9 5.8 7.3

(人） 113 2 38 46 26 1 33 56 17 5 2

（％） 100.0 1.8 33.6 40.7 23.0 0.9 29.2 49.6 15.0 4.4 1.8

(人） 271 10 111 96 46 8 83 118 48 16 6

（％） 100.0 3.7 41.0 35.4 17.0 3.0 30.6 43.5 17.7 5.9 2.2

(人） 277 8 74 117 58 20 76 123 50 14 14

（％） 100.0 2.9 26.7 42.2 20.9 7.2 27.4 44.4 18.1 5.1 5.1

(人） 335 8 92 119 58 58 71 138 55 22 49

（％） 100.0 2.4 27.5 35.5 17.3 17.3 21.2 41.2 16.4 6.6 14.6

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 26 357 389 127 105 436 430 46 10 82

（％） 100.0 2.6 35.6 38.7 12.6 10.5 43.4 42.8 4.6 1.0 8.2

(人） 113 4 57 41 9 2 54 51 4 2 2

（％） 100.0 3.5 50.4 36.3 8.0 1.8 47.8 45.1 3.5 1.8 1.8

(人） 271 9 118 108 25 11 124 116 20 5 6

（％） 100.0 3.3 43.5 39.9 9.2 4.1 45.8 42.8 7.4 1.8 2.2

(人） 277 7 89 113 45 23 127 123 11 0 16

（％） 100.0 2.5 32.1 40.8 16.2 8.3 45.8 44.4 4.0 0.0 5.8

(人） 335 6 90 125 47 67 130 136 10 3 56

（％） 100.0 1.8 26.9 37.3 14.0 20.0 38.8 40.6 3.0 0.9 16.7

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
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⑤高齢者への介護・福祉の推進 

 

⑥障がい者への支援 

 

⑦子育て支援 

 

⑧保健活動の充実 

 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 41 512 306 63 82 471 410 51 9 63

（％） 100.0 4.1 51.0 30.5 6.3 8.2 46.9 40.8 5.1 0.9 6.3

(人） 113 8 81 20 0 4 51 48 9 2 3

（％） 100.0 7.1 71.7 17.7 0.0 3.5 45.1 42.5 8.0 1.8 2.7

(人） 271 12 167 68 12 12 116 114 28 4 9

（％） 100.0 4.4 61.6 25.1 4.4 4.4 42.8 42.1 10.3 1.5 3.3

(人） 277 11 132 93 16 25 129 122 9 1 16

（％） 100.0 4.0 47.7 33.6 5.8 9.0 46.6 44.0 3.2 0.4 5.8

(人） 335 10 127 124 35 39 173 122 5 2 33

（％） 100.0 3.0 37.9 37.0 10.4 11.6 51.6 36.4 1.5 0.6 9.9

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 40 535 274 52 103 388 462 67 10 77

（％） 100.0 4.0 53.3 27.3 5.2 10.3 38.6 46.0 6.7 1.0 7.7

(人） 113 8 69 31 2 3 50 52 7 2 2

（％） 100.0 7.1 61.1 27.4 1.8 2.7 44.2 46.0 6.2 1.8 1.8

(人） 271 16 176 51 16 12 97 128 33 6 7

（％） 100.0 5.9 64.9 18.8 5.9 4.4 35.8 47.2 12.2 2.2 2.6

(人） 277 12 144 78 13 30 104 139 14 1 19

（％） 100.0 4.3 52.0 28.2 4.7 10.8 37.5 50.2 5.1 0.4 6.9

(人） 335 4 141 113 21 56 136 139 12 1 47

（％） 100.0 1.2 42.1 33.7 6.3 16.7 40.6 41.5 3.6 0.3 14.0

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 51 492 283 84 94 495 365 54 11 79

（％） 100.0 5.1 49.0 28.2 8.4 9.4 49.3 36.4 5.4 1.1 7.9

(人） 113 6 63 34 6 4 62 40 6 3 2

（％） 100.0 5.3 55.8 30.1 5.3 3.5 54.9 35.4 5.3 2.7 1.8

(人） 271 21 141 63 38 8 162 81 17 6 5

（％） 100.0 7.7 52.0 23.2 14.0 3.0 59.8 29.9 6.3 2.2 1.8

(人） 277 14 129 88 17 29 111 127 17 2 20

（％） 100.0 5.1 46.6 31.8 6.1 10.5 40.1 45.8 6.1 0.7 7.2

(人） 335 10 159 93 22 51 154 117 14 0 50

（％） 100.0 3.0 47.5 27.8 6.6 15.2 46.0 34.9 4.2 0.0 14.9

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 53 599 223 37 92 316 495 95 22 76

（％） 100.0 5.3 59.7 22.2 3.7 9.2 31.5 49.3 9.5 2.2 7.6

(人） 113 6 77 24 1 5 39 55 13 4 2

（％） 100.0 5.3 68.1 21.2 0.9 4.4 34.5 48.7 11.5 3.5 1.8

(人） 271 15 184 51 7 14 80 131 39 13 8

（％） 100.0 5.5 67.9 18.8 2.6 5.2 29.5 48.3 14.4 4.8 3.0

(人） 277 11 166 62 11 27 79 149 27 1 21

（％） 100.0 4.0 59.9 22.4 4.0 9.7 28.5 53.8 9.7 0.4 7.6

(人） 335 21 168 84 18 44 116 157 15 4 43

（％） 100.0 6.3 50.1 25.1 5.4 13.1 34.6 46.9 4.5 1.2 12.8

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上
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⑨医療体制の整備 

 

⑩小・中学校教育の充実 

 

⑪人権・同和教育の推進 

 

⑫ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 

 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 39 437 355 110 63 634 281 24 7 58

（％） 100.0 3.9 43.5 35.4 11.0 6.3 63.1 28.0 2.4 0.7 5.8

(人） 113 8 62 32 7 4 74 32 5 1 1

（％） 100.0 7.1 54.9 28.3 6.2 3.5 65.5 28.3 4.4 0.9 0.9

(人） 271 10 118 101 33 9 175 74 8 6 8

（％） 100.0 3.7 43.5 37.3 12.2 3.3 64.6 27.3 3.0 2.2 3.0

(人） 277 6 110 106 34 21 179 77 8 0 13

（％） 100.0 2.2 39.7 38.3 12.3 7.6 64.6 27.8 2.9 0.0 4.7

(人） 335 15 144 113 36 27 201 97 3 0 34

（％） 100.0 4.5 43.0 33.7 10.7 8.1 60.0 29.0 0.9 0.0 10.1

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 92 589 186 40 97 467 389 56 15 77

（％） 100.0 9.2 58.7 18.5 4.0 9.7 46.5 38.7 5.6 1.5 7.7

(人） 113 24 68 15 4 2 51 49 9 3 1

（％） 100.0 21.2 60.2 13.3 3.5 1.8 45.1 43.4 8.0 2.7 0.9

(人） 271 29 161 56 16 9 148 94 18 5 6

（％） 100.0 10.7 59.4 20.7 5.9 3.3 54.6 34.7 6.6 1.8 2.2

(人） 277 19 169 48 12 29 108 130 14 5 20

（％） 100.0 6.9 61.0 17.3 4.3 10.5 39.0 46.9 5.1 1.8 7.2

(人） 335 20 187 65 8 55 156 115 14 2 48

（％） 100.0 6.0 55.8 19.4 2.4 16.4 46.6 34.3 4.2 0.6 14.3

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 138 607 128 32 99 177 465 186 94 82

（％） 100.0 13.7 60.5 12.7 3.2 9.9 17.6 46.3 18.5 9.4 8.2

(人） 113 21 71 16 3 2 33 59 14 6 1

（％） 100.0 18.6 62.8 14.2 2.7 1.8 29.2 52.2 12.4 5.3 0.9

(人） 271 38 187 30 7 9 50 138 46 30 7

（％） 100.0 14.0 69.0 11.1 2.6 3.3 18.5 50.9 17.0 11.1 2.6

(人） 277 37 171 34 7 28 43 126 67 22 19

（％） 100.0 13.4 61.7 12.3 2.5 10.1 15.5 45.5 24.2 7.9 6.9

(人） 335 41 174 47 15 58 50 139 57 36 53

（％） 100.0 12.2 51.9 14.0 4.5 17.3 14.9 41.5 17.0 10.7 15.8

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 68 610 197 39 90 137 502 228 58 79

（％） 100.0 6.8 60.8 19.6 3.9 9.0 13.6 50.0 22.7 5.8 7.9

(人） 113 14 72 20 4 3 20 56 25 10 2

（％） 100.0 12.4 63.7 17.7 3.5 2.7 17.7 49.6 22.1 8.8 1.8

(人） 271 14 183 51 10 13 28 134 71 30 8

（％） 100.0 5.2 67.5 18.8 3.7 4.8 10.3 49.4 26.2 11.1 3.0

(人） 277 21 171 52 9 24 36 137 78 9 17

（％） 100.0 7.6 61.7 18.8 3.2 8.7 13.0 49.5 28.2 3.2 6.1

(人） 335 19 179 73 16 48 52 173 52 8 50

（％） 100.0 5.7 53.4 21.8 4.8 14.3 15.5 51.6 15.5 2.4 14.9

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上
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⑬男女共同参画社会の推進 

 

⑭豪雨災害への対応 

 

⑮新たな感染症への対策 

 

⑯市役所の手続きのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化 

 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 42 567 257 32 106 181 493 190 50 90

（％） 100.0 4.2 56.5 25.6 3.2 10.6 18.0 49.1 18.9 5.0 9.0

(人） 113 11 72 22 4 4 36 50 18 7 2

（％） 100.0 9.7 63.7 19.5 3.5 3.5 31.9 44.2 15.9 6.2 1.8

(人） 271 12 181 60 5 13 41 140 60 22 8

（％） 100.0 4.4 66.8 22.1 1.8 4.8 15.1 51.7 22.1 8.1 3.0

(人） 277 9 165 65 8 30 40 136 69 10 22

（％） 100.0 3.2 59.6 23.5 2.9 10.8 14.4 49.1 24.9 3.6 7.9

(人） 335 10 145 108 15 57 63 163 42 11 56

（％） 100.0 3.0 43.3 32.2 4.5 17.0 18.8 48.7 12.5 3.3 16.7

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 25 286 433 192 68 708 222 18 4 52

（％） 100.0 2.5 28.5 43.1 19.1 6.8 70.5 22.1 1.8 0.4 5.2

(人） 113 3 39 49 19 3 82 27 2 1 1

（％） 100.0 2.7 34.5 43.4 16.8 2.7 72.6 23.9 1.8 0.9 0.9

(人） 271 11 88 118 45 9 198 58 7 1 7

（％） 100.0 4.1 32.5 43.5 16.6 3.3 73.1 21.4 2.6 0.4 2.6

(人） 277 7 74 115 60 21 197 61 6 1 12

（％） 100.0 2.5 26.7 41.5 21.7 7.6 71.1 22.0 2.2 0.4 4.3

(人） 335 4 81 150 67 33 225 76 3 1 30

（％） 100.0 1.2 24.2 44.8 20.0 9.9 67.2 22.7 0.9 0.3 9.0

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 25 319 424 146 90 653 254 30 8 59

（％） 100.0 2.5 31.8 42.2 14.5 9.0 65.0 25.3 3.0 0.8 5.9

(人） 113 7 44 50 8 4 67 36 8 1 1

（％） 100.0 6.2 38.9 44.2 7.1 3.5 59.3 31.9 7.1 0.9 0.9

(人） 271 9 99 122 28 13 171 77 12 4 7

（％） 100.0 3.3 36.5 45.0 10.3 4.8 63.1 28.4 4.4 1.5 2.6

(人） 277 3 89 116 41 28 179 77 5 1 15

（％） 100.0 1.1 32.1 41.9 14.8 10.1 64.6 27.8 1.8 0.4 5.4

(人） 335 6 84 133 69 43 233 62 4 2 34

（％） 100.0 1.8 25.1 39.7 20.6 12.8 69.6 18.5 1.2 0.6 10.1

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 22 321 409 161 91 402 396 109 29 68

（％） 100.0 2.2 32.0 40.7 16.0 9.1 40.0 39.4 10.9 2.9 6.8

(人） 113 4 37 50 21 1 62 37 10 4 0

（％） 100.0 3.5 32.7 44.2 18.6 0.9 54.9 32.7 8.8 3.5 0.0

(人） 271 7 73 131 46 14 133 98 26 8 6

（％） 100.0 2.6 26.9 48.3 17.0 5.2 49.1 36.2 9.6 3.0 2.2

(人） 277 5 87 113 49 23 111 121 23 7 15

（％） 100.0 1.8 31.4 40.8 17.7 8.3 40.1 43.7 8.3 2.5 5.4

(人） 335 5 121 113 45 51 95 135 50 10 45

（％） 100.0 1.5 36.1 33.7 13.4 15.2 28.4 40.3 14.9 3.0 13.4

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上
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⑰老朽化した公共施設の整備 

 

⑱温室効果ガスの排出をゼロにする脱炭素社会実現の推進 

 

  

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 27 307 398 183 89 358 435 116 33 62

（％） 100.0 2.7 30.6 39.6 18.2 8.9 35.7 43.3 11.6 3.3 6.2

(人） 113 8 40 39 25 1 49 47 12 4 1

（％） 100.0 7.1 35.4 34.5 22.1 0.9 43.4 41.6 10.6 3.5 0.9

(人） 271 6 87 117 48 13 107 116 29 12 7

（％） 100.0 2.2 32.1 43.2 17.7 4.8 39.5 42.8 10.7 4.4 2.6

(人） 277 6 82 108 53 28 97 117 40 10 13

（％） 100.0 2.2 29.6 39.0 19.1 10.1 35.0 42.2 14.4 3.6 4.7

(人） 335 7 97 130 56 45 104 152 33 7 39

（％） 100.0 2.1 29.0 38.8 16.7 13.4 31.0 45.4 9.9 2.1 11.6

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上

満足 まあ満足 やや不満 不満 無回答 重要 やや重要
あまり重要

でない
重要でない 無回答

(人） 1,004 26 384 387 103 104 397 401 102 37 67

（％） 100.0 2.6 38.2 38.5 10.3 10.4 39.5 39.9 10.2 3.7 6.7

(人） 113 6 61 36 6 4 36 56 13 6 2

（％） 100.0 5.3 54.0 31.9 5.3 3.5 31.9 49.6 11.5 5.3 1.8

(人） 271 9 125 106 16 15 85 125 38 16 7

（％） 100.0 3.3 46.1 39.1 5.9 5.5 31.4 46.1 14.0 5.9 2.6

(人） 277 7 109 101 27 33 103 111 38 10 15

（％） 100.0 2.5 39.4 36.5 9.7 11.9 37.2 40.1 13.7 3.6 5.4

(人） 335 3 87 142 53 50 171 106 13 4 41

（％） 100.0 0.9 26.0 42.4 15.8 14.9 51.0 31.6 3.9 1.2 12.2

回答数

現在の満足度 今後の重要度

全体

10-20歳代

30-40歳代

50-64歳

65歳以上
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（２）まちづくりの満足度と重要度のクロス分析 

各分野の取組の満足度・重要度の選択肢に評価点数をつけ、数値化し平均値を算出します。 

■得点配分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重要度」を縦軸、「満足度」を横軸にとり、取組の 18 項目のクロス分析を行い、18

項目の重要度と満足度のそれぞれの平均値によって分けられた4つのグループを以下のよ

うに分類します。 

 

 

エリアA 
※重点的な改善 

・重要性の認識は高いが、満足はしていない状

況 

・満足度向上のための、重点的な改善と見直し

が必要であると考えられる 

エリアB 
※現状維持・向上 

・比較的に満足しており、重要性の認識も高い 

・取組の継続と維持・向上が必要と考えられる 

エリアC 
※改善・検証 

・満足しておらず、重要性の認識は低い 

・取組の改善と周知について検証が必要と考え

られる 

エリアD 
※現状維持・検証 

・比較的に満足しているが、重要性の認識は低い 

・現状維持しながら、過剰な取組が実施されて

いないか、また周知されているかなどの検証

が必要だと考えられる 

 

  

満足度 重要度 評価点数 

満足 重要 4 点 

まあ満足 やや重要 3 点 

やや不満 あまり重要でない 2 点 

不満 重要でない 1 点 

無回答 無回答 - 

満足度 
「満足」×4点+「まあ満足」×3 点+「やや不満」×2 点+「不満」×1 点 

有効回答数 
＝ 

重要度 
「重要」×4点+「やや重要」×3点+「あまり重要でない」×2 点+「重要でない」×1 点 

有効回答数 
＝ 

■各取組の満足度と重要度の算出方法 

満足度：低い↓ 

重要度：高い↑ 

満足度：高い↑ 

重要度：高い↑ 

満足度：低い↓ 

重要度：低い↓ 

満足度：高い↑ 

重要度：低い↓ 

重

要

度 

高 

低 

満 足 度  
低 高 

満足度平均値 

重
要
度
平
均
値 

■満足度と重要度のクロス分析の見方 
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分
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エリアA に該当する取組 ＊重点的な改善 （満足度：低い↓、重要度：高い↑） 

  満足度 
（平均値 2.49） 

重要度 
（平均値 3.28） 

重要度-満足度 
（※優先度） 

１ ⑭豪雨災害への対応 2.15 3.72 1.57 

２ ⑮新たな感染症への対策 2.24 3.64 1.40 

３ ⑨医療体制の整備 2.43 3.63 1.20 

４ ②商業 2.29 3.43 1.14 

５ ④雇用対策 2.31 3.40 1.09 

 

エリアB に該当する取組 ＊現状維持・向上（満足度：高い↑、重要度：高い↑） 

 

 

満足度 
（平均値 2.49） 

重要度 
（平均値 3.28） 

重要度-満足度 
（※優先度） 

１ ⑦子育て支援 2.56 3.45 0.89 

２ ⑤高齢者への介護・福祉の推進 2.58 3.43 0.85 

３ ⑥障がい者への支援 2.62 3.32 0.70 

４ ①農業 2.65 3.28 0.63 

５ ⑩小・中学校教育の充実 2.81 3.41 0.60 

 

エリアC に該当する取組 ＊改善・検証（満足度：低い↓、重要度：低い↓） 

 

 

満足度 
（平均値 2.49） 

重要度 
（平均値 3.28） 

重要度-満足度 
（※優先度） 

１ ⑯市役所の手続きのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化・ｵﾝﾗｲﾝ化 2.22 3.25 1.03 

２ ⑰老朽化した公共施設の整備 2.19 3.19 1.00 

３ 
⑱温室効果ガスの排出をゼロにする 

脱炭素社会実現の推進 
2.37 3.24 0.87 

４ ③観光 2.20 2.98 0.78 

 

エリアD に該当する取組 ＊現状維持・検証（満足度：高い↑、重要度：低い↓） 

 

 

満足度 
（平均値 2.49） 

重要度 
（平均値 3.28） 

重要度-満足度 
（※優先度） 

１ ⑧保健活動の充実 2.73 3.19 0.46 

２ ⑬男女共同参画社会の推進 2.69 2.88 0.19 

３ ⑫ｽﾎﾟｰﾂ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の充実 2.77 2.78 0.01 

４ ⑪人権・同和教育の推進 2.94 2.79 -0.15 

※優先度：「重要度」から「満足度」を差引いた値。この値が高いほど、重要なのに満足が出来ていない（優先度が高い）と考えられる。 

 

18 項目の取組のうち、重要度と満足度からエリア別に分類しさらに優先度による順位付

けをした結果、「⑭豪雨災害への対応（浸水対策など）」が最も重点的な改善が必要とされる

取組となっています。次いで、「⑮新たな感染症への対策」「⑨医療体制の整備（救急や病院

など）」「②商業（商業活性化、商業施設整備など）」「④雇用対策」など新型コロナウイルス

感染症に関連する取組についても今後の重点的な改善項目として挙げられています。  



 

31 

56.8

44.5

38.4

32.4

27.7

23.2

12.5

10.6

8.6

8.4

6.9

6.8

2.1

56.2

41.9

31.2

31.3

29.0

24.9

18.4

12.2

8.3

8.7

6.2

8.8

1.9

0.0 20.0 40.0 60.0

人に優しい福祉・保健・医療の充実したまち

快適な住宅・生活環境のまち

防災・交通安全対策が充実した安全・安心なまち

子育て支援や学校教育が充実したまち

商工業（企業誘致や地場産業など）を中心として発展するまち

水や緑を大切にする自然環境を保全するまち

人や地域とつながり支えあうまち

祭りなどのイベントが多く楽しいまち

一人ひとりの人権を大切にするまち

歴史資源なども活用した観光施設が充実した観光のまち

農業を中心として発展するまち

生涯学習活動や芸術・文化活動が活発なまち

その他

（％）

R3年度（N=1,004）

R1年度（N=1,080）

※複数回答

５．小郡市の将来について 

（１）どのような特色のあるまちにするべきか 

問 12 今後のまちづくりについて、小郡市をどのような特色のあるまちにすべきだと思いますか。 

（〇は 3 つまで） 

今後どのような特色のあるまちにするべきか尋ねたところ、「人に優しい福祉・保健・医療

の充実したまち」が56.8％で最も割合が高くなっています。次いで、「快適な住宅・生活環

境のまち」（44.5％）、「防災・交通安全対策が充実した安全・安心なまち」（38.4％）、「子

育て支援や学校教育が充実したまち」（32.4％）、と続いています。 

R1年度調査と比較すると、「防災・交通安全対策が充実した安全・安心なまち」と「快適な

住宅・生活環境のまち」がそれぞれ 7.2 ポイント、2.6 ポイント増加、「人や地域とつながり

支えあうまち」では5.9ポイント減少しているものの、大きな変化はみられませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢別にみると、10-20歳代では「祭りなどのイベントが多く楽しいまち」、10-40歳

代では「子育て支援や学校教育が充実したまち」、50歳以上の年代では「水や緑を大切にす

る自然環境を保全するまち」などの回答も多く挙がっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

■全体、年代別 

    ：上位 5 項目 ※年代を回答していない人数を省略している為、合計は一致しません。 
 

(人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％) (人) (％)
人に優しい福祉・保健・医療の充実したまち 570 56.8 46 40.7 136 50.2 163 58.8 222 66.3
快適な住宅・生活環境のまち 447 44.5 57 50.4 130 48.0 141 50.9 115 34.3
防災・交通安全対策が充実した安全・安心なまち 386 38.4 37 32.7 94 34.7 108 39.0 145 43.3
子育て支援や学校教育が充実したまち 325 32.4 45 39.8 139 51.3 64 23.1 71 21.2
商工業（企業誘致や地場産業など）を中心として発展するまち 278 27.7 30 26.5 79 29.2 86 31.0 82 24.5
水や緑を大切にする自然環境を保全するまち 233 23.2 19 16.8 49 18.1 70 25.3 93 27.8
人や地域とつながり支えあうまち 125 12.5 8 7.1 30 11.1 35 12.6 50 14.9
祭りなどのイベントが多く楽しいまち 106 10.6 31 27.4 39 14.4 12 4.3 24 7.2
一人ひとりの人権を大切にするまち 86 8.6 14 12.4 16 5.9 23 8.3 33 9.9
歴史資源なども活用した観光施設が充実した観光のまち 84 8.4 10 8.8 15 5.5 26 9.4 33 9.9
農業を中心として発展するまち 69 6.9 5 4.4 22 8.1 19 6.9 22 6.6
生涯学習活動や芸術・文化活動が活発なまち 68 6.8 5 4.4 12 4.4 23 8.3 28 8.4
その他 21 2.1 1 0.9 6 2.2 7 2.5 6 1.8

1,004 - 113 - 271 - 277 - 335 -

50-64歳 65歳以上全体 10-20歳代 30-40歳代

回答数
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Ⅲ 調 査 票 
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