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本数）を 100％としている。なお、回答率は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、数表、

図表に示す回答率の合計は必ずしも 100％にならない場合がある。 
・２つ以上の回答を要する（複数回答）質問の集計については、項目別に、基数（標本数）に対

するその項目を選んだ回答者の割合としている。従って、数表、図表に示す各項目の回答率の合

計は 100％を超える場合がある。 
・数表、図表、文中に示すＮ、ｎは、回答率算出上の基数（標本数）である。 
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もとに算出しているため、選択肢個々の回答率の合計とは、必ずしも同じにならない場合がある。 
・属性別の分析において、サンプル数（標本数）が少ないものについては、分析コメントを割愛

する場合がある。 
・文中で「複数回答」と特に断りがない場合は、単数回答である。 
 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ．調査の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 



Ⅰ．調査の概要 

１．調査の目的 
本市では、平成 28 年 4 月から、熊本市第 7 次総合計画に基づく、新しい熊本市のまちづく

りを進めている。本計画の進行管理にあたっては、施策に掲げた目標の達成状況を測り、評価・

検証をしながら、効果的かつ効率的に施策を展開していくこととしており、本調査は、計画に

掲げる検証指標の実績値を把握するために実施した。 
 
２．調査設計 

①実施時期 
平成 30 年 1 月 25 日～平成 30 年 2 月 5 日 

 
②調査対象者 
熊本市在住の満 20 歳以上の男女 5,000 人（住民基本台帳より無作為抽出。外国人含む。） 

 
③有効回収数（有効回収率） 

1,975 人（39.5％） 
 
④調査方法 
郵送法（郵便による調査票配布・回収） 

 
⑤アンケート項目 
・「熊本市第 7次総合計画」に掲げる検証指標（市民満足度に係る部分）及び各施策に関する

48項目  

・属性に関する項目（全 8項目） 
 
⑥調査主体 
熊本市 政策局 総合政策部 政策企画課 
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３．回答者の属性 

〈性 別〉 〈年 代〉 

 
 
 
 
 
 
 
 

〈家族構成〉  

 
 
 
 
 
 
 〈居住年数〉 
 
 
 
 
 

〈職 業〉 

 
 
 
 
 

 〈居住地区〉 
 
  23.2 

24.6 

11.6 

旧熊本市

地域14.1 

旧熊本市

地域 13.0 

4.4 

富合地域

1.6 

植木地域

5.8 

城南地域

1.8

0 10 20 30

中央区

東区

西区

南区

北区

無回答

（％）

（n=1,975）

3.3 

3.6 

5.3 

6.0 

7.2 

8.4 

8.3 

8.9 

9.6 

12.3 

9.4 

7.8 

8.4 

1.7 

0 10 20 30

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

８０歳以上

無回答

（％）

（n=1,975）

12.5 

26.6 

45.2 

9.8 

2.4 

3.4 

0 20 40 60

独り住まい

夫婦二人住まい

夫婦（またはそのいず

れか）に子どものみ

三世代同居

その他

無回答

（％）

（n=1,975）

6.0 

5.7 

9.9 

13.8 

62.5 

2.1 

0 20 40 60 80

５年未満

５～１０年未満

１０～２０年未満

２０～３０年未満

３０年以上

無回答

（％）

（n=1,975）

2.1 

7.9 

37.9 

5.6 

40.1 

1.5 

1.7 

3.3 

0 20 40 60

農林漁業

自営業

会社、工場、商店、

団体などに勤務

公務員

無職

学生

その他

無回答

（％）

（n=1,975）

39.7 

57.8 

2.5 

0 20 40 60 80

男性

女性

無回答

（％）

（n=1,975）
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４．地区別の回収割合 
 

 
 

 該 当 地 域 （小学校区域） 

中央区 
出水、出水南、一新、大江、帯山、帯山西、黒髪、慶徳、向山、壺川、五福、城東、白川、砂取、碩台、 

託麻原、白山、春竹、本荘 

東 区 
秋津、泉ヶ丘、画図、尾ノ上、健軍、健軍東、桜木、桜木東、託麻北、託麻西、託麻東、託麻南、月出、 

長嶺、西原、東町、山ノ内、若葉 

西 区 池田、池上、小島、春日、河内、城山、城西、白坪、高橋、中島、花園、古町、芳野 

南 区 

（旧熊本市地域） 

飽田西、飽田東、飽田南、奥古閑、川口、川尻、銭塘、城南、田迎、田迎西、田迎南、中緑、日吉、 

日吉東、御幸、力合、力合西 

南 区 

（富合地域） 
富合 

南 区 

（城南地域） 
隈庄、杉上、豊田 

北 区 

（植木地域） 
植木、桜井、山東、田底、田原、菱形、山本、吉松 

北 区 

（旧熊本市地域） 
麻生田、川上、楠、清水、城北、高平台、龍田、龍田西、西里、楡木、北部東、武蔵、弓削 

 

区役所の位置

※地図上の表示は小学校校区

桜木

砂取

黒髪

弓削

五福

白川

碩台

出水白山

春竹

本荘

慶徳

古町

春日
尾ノ上

帯山西

健軍
健軍東

山ノ内

東町

泉ヶ丘

高橋

芳野

清水

託麻東

託麻北

河内

松尾西 池上松尾東

花園

小島 城山

飽田東

飽田西

奥古閑

銭塘

中緑

川尻

御幸

画図

松尾北

川口

白坪

力合西
日吉

城南

日吉東
田迎

田迎南

池田

向山

植木

山東

吉松

隈庄富合

豊田

田底

山本

川上

田原

桜井
菱形

北部東

西里

杉上

飽田南

中島

城西

秋津若葉

西原

託麻南

長嶺

一新

龍田高平台

城北

麻生田

楡木
楠

武蔵

託麻西

出水南

大江
託麻原 月出帯山城東

桜木東

中央区

壷川 東区

南区

北区

西区

力合

田迎西

南区（合計①＋②＋③）

人口 130,381人 （17.8%）

回答者構成比 17.5%

南区①（旧熊本市地域）

人口 99,203人 （13.5%）

回答者構成比 14.1%

南区②（富合地域）

人口 9,747人 （1.3%）

回答者構成比 1.6%

南区③（城南地域）

人口 21,431人 （2.9%）

回答者構成比 1.8%

西区

人口 91,794人 （12.5%）

回答者構成比 11.6%

北区（合計④＋⑤）

人口 130,381人 （17.8%）

回答者構成比 17.5%

北区④（植木地域）

人口 29,654人 （4.0%）

回答者構成比 5.8%

北区⑤（旧熊本市地域）

人口 114,473人 （15.6%）

回答者構成比 13.0%

人口（平成30年1月1日住民基本台帳人口）

（　）内は地域別構成比率

熊本市全体

人口 734,251人 （100.0%）

回答者構成比 100.0%

無回答

回答者における無回答構成比 4.4%

東区

人口 189,021人 （25.7%）

回答者構成比 24.6%

中央区

人口 178,928人 （24.4%）

回答者構成比 23.2%
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Ⅱ．アンケート調査結果 

 

１ 互いに認め支え合い、だれもが平等に参画できる社会の実現（第１章） 
 

（１）一人ひとりの人権が尊重されていると感じる市民の割合（問１） 
 

問１ あなたは、市民一人ひとりの人権が尊重されていると感じますか。 

 

◆全体結果 

市民一人ひとりの人権が尊重されているかについては、「とても感じる」（6.1％）、「やや感じ

る」（33.7％）を合わせた割合は 39.8％で、「全く感じない」（2.0％）、「あまり感じない」（15.5％）

を合わせた割合（17.5％）を 22.3ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 41.8％）は

2.0ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

16.8％）は 0.7ポイント増加している。 

 

図表１－１－１ 一人ひとりの人権が尊重されていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 

 

  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

6.4 

6.7 

6.1 

やや感じる

38.2 

35.1 

33.7 

どちらともいえない

42.7 

39.7 

41.0 

あまり感じない

11.0 

14.4 

15.5 

全く感じない

1.1 

2.4 

2.0 

無回答

0.6 

1.7 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 

性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 41.0％、女性 38.9％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 

年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 60.2％で

最も高く、次いで 75～79歳（59.1％）の順となっている。 

◇家族構成別 

家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 47.0％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（42.4％）、三世代同居（41.3％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 

熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 42.3％で最も高く、次いで 5～10年未満（41.6％）の順となっている。 

◇職業別 

職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 65.8％で

最も高く、次いで無職（46.2％）の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏

まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 

地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 45.3％で最も

高く、以下、東区 41.7％、北区 39.3％、中央区 38.8％、南区 36.3％の順となっている。 

 

  



7 

 

 

 

図表１－１－２ 一人ひとりの人権が尊重されていると感じる市民の割合（属性別） 

 

 

  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 6.1 33.7 41.0 15.5 2.0 1.7 39.8 41.0 17.5 1.7
男性 784 6.9 34.1 41.2 14.7 1.9 1.3 41.0 41.2 16.6 1.3
女性 1,142 5.5 33.4 41.2 16.4 2.0 1.6 38.9 41.2 18.4 1.6
無回答 49 8.2 34.7 32.7 10.2 4.1 10.2 42.9 32.7 14.3 10.2
20～24歳 66 6.1 30.3 56.1 7.6 - - 36.4 56.1 7.6 -
25～29歳 71 5.6 23.9 50.7 15.5 4.2 - 29.5 50.7 19.7 -
30～34歳 104 1.9 25.0 55.8 14.4 2.9 - 26.9 55.8 17.3 -
35～39歳 118 5.1 20.3 50.8 20.3 3.4 - 25.4 50.8 23.7 -
40～44歳 142 4.9 29.6 44.4 16.9 4.2 - 34.5 44.4 21.1 -
45～49歳 165 5.5 24.2 43.6 22.4 3.6 0.6 29.7 43.6 26.0 0.6
50～54歳 163 3.7 28.2 52.1 13.5 0.6 1.8 31.9 52.1 14.1 1.8
55～59歳 175 2.3 30.9 50.3 15.4 0.6 0.6 33.2 50.3 16.0 0.6
60～64歳 190 4.7 33.7 36.3 21.1 1.1 3.2 38.4 36.3 22.2 3.2
65～69歳 242 4.5 40.9 36.4 15.7 2.5 - 45.4 36.4 18.2 -
70～74歳 185 7.6 38.9 37.3 14.1 1.1 1.1 46.5 37.3 15.2 1.1
75～79歳 154 13.0 46.1 26.6 9.1 0.6 4.5 59.1 26.6 9.7 4.5
80歳以上 166 11.4 48.8 19.3 12.7 1.2 6.6 60.2 19.3 13.9 6.6
無回答 34 17.6 26.5 32.4 8.8 8.8 5.9 44.1 32.4 17.6 5.9
独り住まい 247 5.7 41.3 32.8 17.0 0.8 2.4 47.0 32.8 17.8 2.4
夫婦二人住まい 526 7.0 35.4 39.9 14.3 1.3 2.1 42.4 39.9 15.6 2.1
夫婦に子どものみ 892 5.5 30.4 44.7 16.1 2.2 1.0 35.9 44.7 18.3 1.0
三世代同居 194 6.2 35.1 40.7 13.9 3.6 0.5 41.3 40.7 17.5 0.5
その他 48 4.2 35.4 39.6 14.6 2.1 4.2 39.6 39.6 16.7 4.2
無回答 68 10.3 30.9 30.9 17.6 4.4 5.9 41.2 30.9 22.0 5.9
５年未満 118 8.5 27.1 47.5 16.1 0.8 - 35.6 47.5 16.9 -
５～10年未満 113 4.4 37.2 49.6 7.1 0.9 0.9 41.6 49.6 8.0 0.9
10～20年未満 196 4.1 30.1 44.4 18.9 1.5 1.0 34.2 44.4 20.4 1.0
20～30年未満 272 4.0 29.4 47.4 15.4 2.6 1.1 33.4 47.4 18.0 1.1
30年以上 1,234 6.6 35.7 37.7 15.9 2.1 1.9 42.3 37.7 18.0 1.9
無回答 42 11.9 26.2 38.1 11.9 4.8 7.1 38.1 38.1 16.7 7.1
農林漁業 41 19.5 46.3 24.4 9.8 - - 65.8 24.4 9.8 -
自営業 157 4.5 31.8 40.1 20.4 1.9 1.3 36.3 40.1 22.3 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 4.3 29.3 47.9 15.4 2.3 0.9 33.6 47.9 17.7 0.9
公務員 110 5.5 30.0 40.9 21.8 - 1.8 35.5 40.9 21.8 1.8
無職 791 7.0 39.2 35.0 14.5 1.9 2.4 46.2 35.0 16.4 2.4
学生 29 6.9 17.2 65.5 6.9 3.4 - 24.1 65.5 10.3 -
その他 34 8.8 41.2 32.4 17.6 - - 50.0 32.4 17.6 -
無回答 65 12.3 23.1 40.0 13.8 6.2 4.6 35.4 40.0 20.0 4.6
中央区 458 6.3 32.5 43.0 15.3 0.9 2.0 38.8 43.0 16.2 2.0
東区 485 6.6 35.1 40.0 14.8 2.5 1.0 41.7 40.0 17.3 1.0
西区 230 7.0 38.3 35.7 13.5 2.6 3.0 45.3 35.7 16.1 3.0
南区 345 6.7 29.6 42.9 18.0 1.2 1.7 36.3 42.9 19.2 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 7.2 30.1 40.1 19.4 1.4 1.8 37.3 40.1 20.8 1.8
南区（富合地域） 31 3.2 29.0 51.6 12.9 - 3.2 32.2 51.6 12.9 3.2
南区（城南地域） 35 5.7 25.7 57.1 11.4 - - 31.4 57.1 11.4 -

北区 371 3.2 36.1 40.7 16.4 2.4 1.1 39.3 40.7 18.8 1.1
北区（植木地域） 115 6.1 29.6 41.7 20.0 2.6 - 35.7 41.7 22.6 -
北区（旧熊本市地域） 256 2.0 39.1 40.2 14.8 2.3 1.6 41.1 40.2 17.1 1.6

無回答 86 10.5 25.6 43.0 12.8 5.8 2.3 36.1 43.0 18.6 2.3

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（２）自分の人権が侵害されたことがあると思う市民の割合（問２） 
 

問２ あなたは、この一年間で自分の人権が侵害されたと思ったことがありますか。 

 

◆全体結果 

この一年間で自分の人権が侵害されたと思ったことがあるかについては、「ない」が 89.3％

と、全体の 9割を占めている。なお、「ある」は 9.2％となっている。 

前回調査と比較すると、「ある」の割合（前回 11.5％）は 2.3ポイント減少している。一方、

「ない」の割合（前回 86.7％）は 2.6ポイント増加している。 

 

図表１－２－１ 自分の人権が侵害されたことがあると思う市民の割合（全体／経年比較） 

 

 

 

  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

ある

12.1 

11.5 

9.2 

ない

86.0 

86.7 

89.3 

無回答

2.0 

1.8 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 

性別にみると、「ある」の割合は、男性 8.0％、女性 9.9％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 

年代別にみると、「ある」の割合は、35～39歳が 12.7％で最も高く、次いで 20～24歳（12.1％）、

65～69歳（12.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 

家族構成別にみると、「ある」の割合は、独り住まいが 13.4％で最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 

熊本市居住年数別にみると、「ある」の割合は、20～30 年未満が 11.0％で最も高く、次いで

10年～20年未満（9.7％）の順となっている。 

◇職業別 

職業別にみると、「ある」の割合は、自営業が 10.8％で最も高く、次いで農林漁業、および

会社、工場、商店、団体など勤務（いずれも 9.8％）の順となっている。（農林漁業はサンプル

数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 

地区別にみると、「ある」の割合は、南区が 12.2％で最も高く、以下、西区 10.9％、中央区

9.4％、北区 9.2％、東区 6.0％の順となっている。 

 

  



10 

 

 

 

図表１－２－１ 自分の人権が侵害されたことがあると思う市民の割合（属性別） 

 

 

  

　
サ
ン
プ
ル
数

あ
る

な
い

無
回
答

全体 1,975 9.2 89.3 1.5
男性 784 8.0 90.9 1.0
女性 1,142 9.9 88.6 1.5
無回答 49 12.2 79.6 8.2
20～24歳 66 12.1 87.9 -
25～29歳 71 9.9 90.1 -
30～34歳 104 5.8 94.2 -
35～39歳 118 12.7 87.3 -
40～44歳 142 11.3 88.7 -
45～49歳 165 11.5 87.9 0.6
50～54歳 163 10.4 88.3 1.2
55～59歳 175 5.7 92.6 1.7
60～64歳 190 8.9 89.5 1.6
65～69歳 242 12.0 87.6 0.4
70～74歳 185 4.9 94.1 1.1
75～79歳 154 8.4 90.3 1.3
80歳以上 166 4.8 87.3 7.8
無回答 34 23.5 70.6 5.9
独り住まい 247 13.4 85.0 1.6
夫婦二人住まい 526 8.4 90.1 1.5
夫婦に子どものみ 892 8.0 91.1 0.9
三世代同居 194 8.2 89.7 2.1
その他 48 10.4 87.5 2.1
無回答 68 19.1 75.0 5.9
５年未満 118 6.8 93.2 -
５～10年未満 113 8.8 90.3 0.9
10～20年未満 196 9.7 89.3 1.0
20～30年未満 272 11.0 88.6 0.4
30年以上 1,234 8.8 89.5 1.8
無回答 42 16.7 76.2 7.1
農林漁業 41 9.8 90.2 -
自営業 157 10.8 86.0 3.2
会社、工場、商店、団体など勤務 748 9.8 89.6 0.7
公務員 110 6.4 93.6 -
無職 791 7.7 90.5 1.8
学生 29 3.4 96.6 -
その他 34 14.7 85.3 -
無回答 65 21.5 70.8 7.7
中央区 458 9.4 88.2 2.4
東区 485 6.0 93.4 0.6
西区 230 10.9 88.3 0.9
南区 345 12.2 85.8 2.0

南区（旧熊本市地域） 279 13.3 84.2 2.5
南区（富合地域） 31 16.1 83.9 -
南区（城南地域） 35 - 100.0 -

北区 371 9.2 89.8 1.1
北区（植木地域） 115 11.3 87.8 0.9
北区（旧熊本市地域） 256 8.2 90.6 1.2

無回答 86 10.5 87.2 2.3

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（３）「男女共同参画」という言葉を知っている市民の割合（問３） 
 

問３ あなたは、「男女共同参画」という言葉を知っていますか。 

 

注）「男女共同参画」とは、「男性も女性も性別にとらわれず、家庭、職場、地域、学校などさまざまな分野

において参画する機会を得ることで、一人ひとりの個性と能力を発揮しながら、共に責任を担って、協

力していくこと」を指します。 

 

◆全体結果 

「男女共同参画」という言葉について、「聞いたことがあるし、内容も知っている」は 53.3％

となっている。また、「聞いたことはあるが、内容は知らない」（35.9％）を合わせた割合は 89.2％

と、全体の 9割を占めている。なお、「知らない」は 10.0％となっている。 

 

図表１－３－１ 「男女共同参画」という言葉を知っている市民の割合（全体） 

 

 

 

  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

聞いたことがあるし、

内容も知っている

53.3 

聞いたことはあるが、

内容は知らない

35.9 

知らない

10.0 

無回答

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 

性別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはあるが、内容は知

らない」を合わせた割合は、男性 93.2％、女性 86.8％で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 

年代別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはあるが、内容は

知らない」を合わせた割合は、20～24 歳が 98.5％で最も高く、次いで 65～69 歳（92.1％）の

順となっている。 

◇家族構成別 

家族構成別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはあるが、内

容は知らない」を合わせた割合は、夫婦二人住まいが 92.0％で最も高く、次いで三世代同居

（90.8％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 

熊本市居住年数別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはある

が、内容は知らない」を合わせた割合は、10～20 年未満が 93.8％で最も高く、次いで 30 年以

上（89.2％）の順となっている。 

◇職業別 

職業別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはあるが、内容は

知らない」を合わせた割合は、学生が 100.0％で最も高く、次いで公務員（98.2％）、農林漁業

（92.7％）の順となっている。（学生、農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考

察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 

地区別にみると、「聞いたことがあるし、内容も知っている」、「聞いたことはあるが、内容は

知らない」を合わせた割合は、西区が 90.9％で最も高く、以下、中央区 90.4％、北区 90.3％、

東区 89.1％、南区 88.1％の順となっている。 
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図表１－３－２ 「男女共同参画」という言葉を知っている市民の割合（属性別） 

 

 

  

　
サ
ン
プ
ル
数

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
し
、

内
容
も
知
っ

て
い
る

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、

内
容
は
知
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

「

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
し
、

内
容
も
知
っ

て
い
る
」

＋

「

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、

内
容
は
知
ら
な
い
」

知
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 53.3 35.9 10.0 0.8 89.2 10.0 0.8
男性 784 59.8 33.4 6.4 0.4 93.2 6.4 0.4
女性 1,142 49.0 37.8 12.4 0.7 86.8 12.4 0.7
無回答 49 49.0 30.6 12.2 8.2 79.6 12.2 8.2
20～24歳 66 60.6 37.9 1.5 - 98.5 1.5 -
25～29歳 71 62.0 28.2 9.9 - 90.2 9.9 -
30～34歳 104 46.2 39.4 14.4 - 85.6 14.4 -
35～39歳 118 41.5 46.6 11.9 - 88.1 11.9 -
40～44歳 142 52.8 35.9 11.3 - 88.7 11.3 -
45～49歳 165 46.7 40.6 12.1 0.6 87.3 12.1 0.6
50～54歳 163 53.4 35.0 11.0 0.6 88.4 11.0 0.6
55～59歳 175 51.4 37.1 10.9 0.6 88.5 10.9 0.6
60～64歳 190 55.8 34.2 8.9 1.1 90.0 8.9 1.1
65～69歳 242 60.7 31.4 7.9 - 92.1 7.9 -
70～74歳 185 55.1 35.7 9.2 - 90.8 9.2 -
75～79歳 154 55.8 34.4 8.4 1.3 90.2 8.4 1.3
80歳以上 166 51.8 34.9 9.6 3.6 86.7 9.6 3.6
無回答 34 47.1 29.4 17.6 5.9 76.5 17.6 5.9
独り住まい 247 52.6 35.2 11.7 0.4 87.8 11.7 0.4
夫婦二人住まい 526 59.3 32.7 7.6 0.4 92.0 7.6 0.4
夫婦に子どものみ 892 51.8 36.3 11.3 0.6 88.1 11.3 0.6
三世代同居 194 49.0 41.8 7.7 1.5 90.8 7.7 1.5
その他 48 45.8 43.8 8.3 2.1 89.6 8.3 2.1
無回答 68 47.1 35.3 13.2 4.4 82.4 13.2 4.4
５年未満 118 56.8 31.4 11.9 - 88.2 11.9 -
５～10年未満 113 54.9 33.6 11.5 - 88.5 11.5 -
10～20年未満 196 51.5 42.3 6.1 - 93.8 6.1 -
20～30年未満 272 54.0 34.2 11.4 0.4 88.2 11.4 0.4
30年以上 1,234 53.2 36.0 9.9 0.9 89.2 9.9 0.9
無回答 42 45.2 33.3 14.3 7.1 78.5 14.3 7.1
農林漁業 41 51.2 41.5 7.3 - 92.7 7.3 -
自営業 157 49.0 40.1 8.9 1.9 89.1 8.9 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 49.1 39.3 11.4 0.3 88.4 11.4 0.3
公務員 110 82.7 15.5 1.8 - 98.2 1.8 -
無職 791 54.5 34.4 10.2 0.9 88.9 10.2 0.9
学生 29 62.1 37.9 - - 100.0 - -
その他 34 67.6 26.5 5.9 - 94.1 5.9 -
無回答 65 38.5 40.0 16.9 4.6 78.5 16.9 4.6
中央区 458 58.5 31.9 8.5 1.1 90.4 8.5 1.1
東区 485 52.6 36.5 10.5 0.4 89.1 10.5 0.4
西区 230 57.0 33.9 7.8 1.3 90.9 7.8 1.3
南区 345 51.6 36.5 10.4 1.4 88.1 10.4 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 50.9 36.9 10.4 1.8 87.8 10.4 1.8
南区（富合地域） 31 58.1 38.7 3.2 - 96.8 3.2 -
南区（城南地域） 35 51.4 31.4 17.1 - 82.8 17.1 -

北区 371 50.4 39.9 9.7 - 90.3 9.7 -
北区（植木地域） 115 43.5 45.2 11.3 - 88.7 11.3 -
北区（旧熊本市地域） 256 53.5 37.5 9.0 - 91.0 9.0 -

無回答 86 39.5 39.5 20.9 - 79.0 20.9 -

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（４）性別による固定的役割分担意識を持たない市民の割合（問４） 
 

問４ あなたは、「男は仕事、女は家庭」や「男性は主要な業務、女性は補助的業務」等の

ような、男性だから・女性だからという性別を理由として役割を決めることについて、

どう思いますか。 

 

◆全体結果 

男性だから・女性だからという性別を理由として役割を決めることについては、「正しいと思

う」（2.3％）、「どちらかといえば正しいと思う」（12.8％）を合わせた割合は 15.1％となって

いる。一方、「正しいと思わない」（53.7％）、「どちらかといえば正しいと思わない」（25.6％）

を合わせた割合は 79.3％で、「正しいと思う」、「どちらかといえば正しいと思う」を合わせた

割合よりも 64.2ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わ

せた割合（前回 78.3％）は 1.0 ポイント増加している。一方、「正しいと思う」、「どちらかと

いえば正しいと思う」を合わせた割合（前回 16.2％）は 1.1ポイント減少している。 

 

図表１－４－１ 性別による固定的役割分担意識を持たない市民の割合（全体／経年比較） 

 

 

 

  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

正しいと思う

3.6 

2.7 

2.3 

どちらかといえば

正しいと思う

14.0 

13.5 

12.8 

どちらかといえば

正しいと思わない

23.7 

25.9 

25.6 

正しいと思わない

50.2 

52.4 

53.7 

わからない

8.0 

4.7 

4.7 

無回答

0.5 

0.9 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 

性別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わせた割合

は、男性 75.3％、女性 82.9％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 

年代別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わせた割

合は、20～24 歳が 89.4％で最も高く、次いで 25～29 歳（84.5％）の順となっている。一方、

「正しいと思う」、「どちらかといえば正しいと思う」を合わせた割合は、80歳以上が 27.1％で

最も高く、次いで 75～79歳（20.1％）の順となっている。 

◇家族構成別 

家族構成別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わせ

た割合は、夫婦に子どものみが 81.4％で最も高く、次いで三世代同居（79.8％）、夫婦二人住

まい（78.0％）の順となっている。なお、「正しいと思う」、「どちらかといえば正しいと思う」

を合わせた割合は、独り住まいが 16.6％で最も高くなっている、 

◇熊本市居住年数別 

熊本市居住年数別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を

合わせた割合は、20～30 年未満が 86.4％で最も高く、次いで 10～20 年未満（83.2％）の順と

なっている。 

◇職業別 

職業別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わせた割

合は、公務員が 86.3％で最も高く、次いで会社、工場、商店、団体など勤務（83.4％）、学生

（82.8％）の順となっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、

注意する必要がある） 

◇地区別 

地区別にみると、「正しいと思わない」、「どちらかといえば正しいと思わない」を合わせた割

合は、西区が 81.3％で最も高く、以下、南区 80.6％、東区 80.2％、北区 79.5％、中央区 78.6％

の順となっている。 
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図表１－４－２ 性別による固定的役割分担意識を持たない市民の割合（属性別） 

 

 

  

　
サ
ン
プ
ル
数

正
し
い
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

正
し
い
と
思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

正
し
い
と
思
わ
な
い

正
し
い
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

「

正
し
い
と
思
う
」

＋

「

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
正

し
い
と
思
う
」

「

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
正

し
い
と
思
わ
な
い
」

＋

「

正
し
い
と
思
わ
な
い
」

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 2.3 12.8 25.6 53.7 4.7 0.9 15.1 79.3 4.7 0.9
男性 784 3.4 15.6 23.9 51.4 5.5 0.3 19.0 75.3 5.5 0.3
女性 1,142 1.5 10.7 27.0 55.9 3.9 1.1 12.2 82.9 3.9 1.1
無回答 49 4.1 16.3 20.4 40.8 10.2 8.2 20.4 61.2 10.2 8.2
20～24歳 66 3.0 4.5 15.2 74.2 3.0 - 7.5 89.4 3.0 -
25～29歳 71 1.4 7.0 19.7 64.8 7.0 - 8.4 84.5 7.0 -
30～34歳 104 1.9 14.4 25.0 52.9 5.8 - 16.3 77.9 5.8 -
35～39歳 118 2.5 13.6 25.4 52.5 5.9 - 16.1 77.9 5.9 -
40～44歳 142 0.7 14.1 26.8 52.1 6.3 - 14.8 78.9 6.3 -
45～49歳 165 0.6 10.3 27.3 53.9 7.9 - 10.9 81.2 7.9 -
50～54歳 163 1.2 8.0 28.2 60.7 1.2 0.6 9.2 88.9 1.2 0.6
55～59歳 175 1.7 12.6 27.4 54.9 2.3 1.1 14.3 82.3 2.3 1.1
60～64歳 190 0.5 12.1 23.7 56.8 5.8 1.1 12.6 80.5 5.8 1.1
65～69歳 242 2.5 11.2 23.1 59.5 2.9 0.8 13.7 82.6 2.9 0.8
70～74歳 185 3.2 14.1 34.1 43.2 4.9 0.5 17.3 77.3 4.9 0.5
75～79歳 154 3.2 16.9 25.3 50.0 3.2 1.3 20.1 75.3 3.2 1.3
80歳以上 166 6.0 21.1 23.5 40.4 5.4 3.6 27.1 63.9 5.4 3.6
無回答 34 8.8 11.8 17.6 44.1 11.8 5.9 20.6 61.7 11.8 5.9
独り住まい 247 3.2 13.4 25.1 51.8 5.3 1.2 16.6 76.9 5.3 1.2
夫婦二人住まい 526 2.9 12.9 27.2 50.8 5.1 1.1 15.8 78.0 5.1 1.1
夫婦に子どものみ 892 1.9 12.8 25.3 56.1 3.5 0.4 14.7 81.4 3.5 0.4
三世代同居 194 0.5 13.9 21.6 58.2 5.2 0.5 14.4 79.8 5.2 0.5
その他 48 2.1 4.2 29.2 52.1 10.4 2.1 6.3 81.3 10.4 2.1
無回答 68 5.9 11.8 26.5 41.2 10.3 4.4 17.7 67.7 10.3 4.4
５年未満 118 3.4 11.9 17.8 61.0 5.9 - 15.3 78.8 5.9 -
５～10年未満 113 1.8 14.2 29.2 48.7 6.2 - 16.0 77.9 6.2 -
10～20年未満 196 1.0 9.2 29.6 53.6 6.6 - 10.2 83.2 6.6 -
20～30年未満 272 2.2 8.5 23.5 62.9 2.6 0.4 10.7 86.4 2.6 0.4
30年以上 1,234 2.4 14.3 25.9 51.9 4.5 1.1 16.7 77.8 4.5 1.1
無回答 42 7.1 11.9 21.4 42.9 9.5 7.1 19.0 64.3 9.5 7.1
農林漁業 41 4.9 14.6 29.3 48.8 2.4 - 19.5 78.1 2.4 -
自営業 157 2.5 21.0 19.7 51.0 4.5 1.3 23.5 70.7 4.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 1.5 10.7 26.2 57.2 4.1 0.3 12.2 83.4 4.1 0.3
公務員 110 0.9 8.2 21.8 64.5 4.5 - 9.1 86.3 4.5 -
無職 791 2.5 13.8 27.8 49.6 5.1 1.3 16.3 77.4 5.1 1.3
学生 29 6.9 3.4 - 82.8 6.9 - 10.3 82.8 6.9 -
その他 34 5.9 20.6 23.5 44.1 5.9 - 26.5 67.6 5.9 -
無回答 65 6.2 10.8 21.5 47.7 7.7 6.2 17.0 69.2 7.7 6.2
中央区 458 1.5 13.1 25.5 53.1 5.5 1.3 14.6 78.6 5.5 1.3
東区 485 1.2 13.2 24.9 55.3 4.5 0.8 14.4 80.2 4.5 0.8
西区 230 3.5 10.9 25.2 56.1 3.5 0.9 14.4 81.3 3.5 0.9
南区 345 2.6 11.6 28.1 52.5 4.1 1.2 14.2 80.6 4.1 1.2

南区（旧熊本市地域） 279 2.2 11.1 26.2 55.2 3.9 1.4 13.3 81.4 3.9 1.4
南区（富合地域） 31 6.5 12.9 29.0 48.4 3.2 - 19.4 77.4 3.2 -
南区（城南地域） 35 2.9 14.3 42.9 34.3 5.7 - 17.2 77.2 5.7 -

北区 371 2.7 14.0 25.6 53.9 3.5 0.3 16.7 79.5 3.5 0.3
北区（植木地域） 115 4.3 11.3 26.1 55.7 2.6 - 15.6 81.8 2.6 -
北区（旧熊本市地域） 256 2.0 15.2 25.4 53.1 3.9 0.4 17.2 78.5 3.9 0.4

無回答 86 7.0 12.8 19.8 46.5 12.8 1.2 19.8 66.3 12.8 1.2

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別
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族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（５）男女がともに参画している社会と感じる市民の割合（問５） 
 

問５ あなたは、あらゆる分野に男女がともに参画している社会と感じていますか。 

 

注）設問中の「あらゆる分野」とは、家庭、職場、学校、地域その他の社会全体を指します。また、「参画」

とは、単なる「参加」ではなく、より積極的に意思決定過程へ加わるという意味です。 

 

◆全体結果 

あらゆる分野に男女がともに参画している社会と感じているかについては、「とても感じる」

（2.9％）、「やや感じる」（29.9％）を合わせた割合は 32.8％で、「全く感じない」（4.4％）、「あ

まり感じない」（35.5％）を合わせた割合（39.9％）を 7.1ポイント下回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 32.5％）は

0.3ポイント増で、ほとんど変わらない。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合（前回 38.4％）は 1.5ポイント増加している。 

 

図表１－５－１ 男女がともに参画している社会と感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 

 

  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

4.7 

5.6 

5.1 

4.8 

4.4 

5.1 

4.5 

4.1 

3.7 

2.9 

やや感じる

30.5 

32.5 

32.1 

34.9 

34.1 

33.4 

28.9 

31.1 

28.8 

29.9 

どちらともいえない

28.7 

30.5 

30.5 

30.9 

31.0 

30.0 

31.1 

30.5 

27.9 

26.4 

あまり感じない

31.7 

27.9 

28.6 

25.2 

26.7 

27.8 

30.5 

29.7 

34.4 

35.5 

全く感じない

4.0 

3.0 

3.4 

2.6 

3.5 

3.3 

3.8 

4.1 

4.0 

4.4 

無回答

0.4 

0.4 

0.4 

1.5 

0.3 

0.5 

1.3 

0.5 

1.2 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 

性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 38.6％、女性 28.3％

で、男性の方が高くなっている。なお、女性は「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合（41.6％）の方が高くなっている。 

◇年代別 

年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 47.0％で

最も高く、次いで 75～79歳（42.9％）、70～74歳（36.7％）の順となっている。なお、60歳代

まではいずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 

家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、夫婦二人住まいが

35.0％で最も高く、次いで独り住まい（34.0％）、夫婦に子どものみ（31.4％）の順となってい

る。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなってい

る。 

◇熊本市居住年数別 

熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 35.3％で最も高く、次いで 5 年未満（33.1％）、5～10 年未満（30.9％）の順となっている。

なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇職業別 

職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 48.8％で

最も高く、次いで公務員（37.2％）、自営業（35.6％）の順となっている。なお、いずれも「全

く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業はサンプル

数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 

地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 35.2％で最

も高く、以下、西区 34.4％、南区 31.9％、東区、および北区（いずれも 31.0％）の順となっ

ている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっ

ている。 
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図表１－５－２ 男女がともに参画している社会と感じる市民の割合（属性別） 

 

 

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.9 29.9 26.4 35.5 4.4 0.9 32.8 26.4 39.9 0.9
男性 784 4.3 34.3 22.7 33.0 5.1 0.5 38.6 22.7 38.1 0.5
女性 1,142 1.8 26.5 29.3 37.5 4.1 0.8 28.3 29.3 41.6 0.8
無回答 49 6.1 38.8 16.3 28.6 - 10.2 44.9 16.3 28.6 10.2
20～24歳 66 6.1 27.3 24.2 42.4 - - 33.4 24.2 42.4 -
25～29歳 71 - 32.4 28.2 31.0 8.5 - 32.4 28.2 39.5 -
30～34歳 104 1.0 25.0 28.8 39.4 5.8 - 26.0 28.8 45.2 -
35～39歳 118 0.8 13.6 36.4 41.5 7.6 - 14.4 36.4 49.1 -
40～44歳 142 4.2 26.1 22.5 41.5 5.6 - 30.3 22.5 47.1 -
45～49歳 165 2.4 24.8 33.3 30.9 8.5 - 27.2 33.3 39.4 -
50～54歳 163 1.8 27.0 25.8 37.4 7.4 0.6 28.8 25.8 44.8 0.6
55～59歳 175 1.7 31.4 30.3 30.9 4.0 1.7 33.1 30.3 34.9 1.7
60～64歳 190 1.6 32.6 18.9 43.7 2.6 0.5 34.2 18.9 46.3 0.5
65～69歳 242 2.9 28.1 26.4 39.3 2.9 0.4 31.0 26.4 42.2 0.4
70～74歳 185 1.6 35.1 28.6 30.3 3.8 0.5 36.7 28.6 34.1 0.5
75～79歳 154 3.9 39.0 25.3 29.9 0.6 1.3 42.9 25.3 30.5 1.3
80歳以上 166 7.8 39.2 19.3 28.3 1.8 3.6 47.0 19.3 30.1 3.6
無回答 34 8.8 32.4 17.6 26.5 5.9 8.8 41.2 17.6 32.4 8.8
独り住まい 247 4.0 30.0 24.7 37.2 2.8 1.2 34.0 24.7 40.0 1.2
夫婦二人住まい 526 2.1 32.9 26.0 35.4 3.0 0.6 35.0 26.0 38.4 0.6
夫婦に子どものみ 892 2.8 28.6 27.5 35.8 4.8 0.6 31.4 27.5 40.6 0.6
三世代同居 194 2.1 26.8 27.3 36.1 6.7 1.0 28.9 27.3 42.8 1.0
その他 48 - 35.4 27.1 29.2 6.3 2.1 35.4 27.1 35.5 2.1
無回答 68 10.3 29.4 17.6 29.4 7.4 5.9 39.7 17.6 36.8 5.9
５年未満 118 3.4 29.7 22.0 39.8 5.1 - 33.1 22.0 44.9 -
５～10年未満 113 3.5 27.4 24.8 41.6 2.7 - 30.9 24.8 44.3 -
10～20年未満 196 4.1 21.9 26.5 41.3 5.6 0.5 26.0 26.5 46.9 0.5
20～30年未満 272 2.9 22.8 33.1 33.5 7.0 0.7 25.7 33.1 40.5 0.7
30年以上 1,234 2.4 32.9 25.7 34.4 3.8 0.9 35.3 25.7 38.2 0.9
無回答 42 9.5 33.3 19.0 26.2 2.4 9.5 42.8 19.0 28.6 9.5
農林漁業 41 9.8 39.0 7.3 39.0 4.9 - 48.8 7.3 43.9 -
自営業 157 0.6 35.0 24.8 35.0 3.8 0.6 35.6 24.8 38.8 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 2.8 27.8 26.6 37.2 5.2 0.4 30.6 26.6 42.4 0.4
公務員 110 2.7 34.5 23.6 30.9 8.2 - 37.2 23.6 39.1 -
無職 791 2.3 30.3 27.8 35.1 3.2 1.3 32.6 27.8 38.3 1.3
学生 29 10.3 20.7 27.6 37.9 3.4 - 31.0 27.6 41.3 -
その他 34 5.9 29.4 23.5 35.3 5.9 - 35.3 23.5 41.2 -
無回答 65 7.7 27.7 27.7 26.2 4.6 6.2 35.4 27.7 30.8 6.2
中央区 458 2.4 32.8 24.2 34.5 4.6 1.5 35.2 24.2 39.1 1.5
東区 485 2.5 28.5 29.5 34.2 4.9 0.4 31.0 29.5 39.1 0.4
西区 230 3.5 30.9 23.5 37.0 3.9 1.3 34.4 23.5 40.9 1.3
南区 345 3.5 28.4 23.8 38.0 5.2 1.2 31.9 23.8 43.2 1.2

南区（旧熊本市地域） 279 3.2 27.6 25.4 37.6 5.0 1.1 30.8 25.4 42.6 1.1
南区（富合地域） 31 3.2 32.3 6.5 48.4 6.5 3.2 35.5 6.5 54.9 3.2
南区（城南地域） 35 5.7 31.4 25.7 31.4 5.7 - 37.1 25.7 37.1 -

北区 371 2.4 28.6 28.3 37.7 2.4 0.5 31.0 28.3 40.1 0.5
北区（植木地域） 115 2.6 20.0 33.9 40.0 3.5 - 22.6 33.9 43.5 -
北区（旧熊本市地域） 256 2.3 32.4 25.8 36.7 2.0 0.8 34.7 25.8 38.7 0.8

無回答 86 5.8 32.6 30.2 24.4 7.0 - 38.4 30.2 31.4 -

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別



２ 安全で心豊かに暮らせる地域づくりの推進（第２章） 
 
（１）地域活動に参加した市民の割合（問６） 
 

問６ あなたは、過去 1 年間に地域活動（自治会等の活動、ボランティア・ＮＰＯの活動

など）に参加したことがありますか。 

 
◆全体結果 
過去１年間に地域活動（自治会等の活動、ボランティア・ＮＰＯの活動など）に参加したか

については、「参加したことがある」が 40.6％で、「参加したことがない」（57.2％）を 16.6 ポ

イント下回っている。 

前回調査と比較すると、「参加したことがある」（前回 39.1％）は 1.5ポイント増加している。

一方、「参加したことがない」（前回 58.4％）は 1.2ポイント減少している。 

 
図表２－１－１ 地域活動に参加した市民の割合（全体／経年変化） 

 
 
 
  

凡例

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

参加したことがある

39.1 

40.6 

参加したことはない

58.4 

57.2 

わからない

1.3 

1.6 

無回答

1.3 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「参加したことがある」は、男性 42.9％、女性 38.9％で、男性の方が高くな

っている。なお、男女いずれも「参加したことがない」の割合の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「参加したことがある」は、40～44歳が 51.4％で最も高く、次いで 75～79

歳（46.1％）の順となっている。なお、40～44歳を除いていずれも「参加したことがない」の

割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「参加したことがある」は、三世代同居が 46.9％で最も高く、次いで

夫婦に子どものみ（43.8％）、夫婦二人住まい（40.7％）の順となっている。なお、いずれも「参

加したことがない」の割合の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「参加したことがある」は、10～20年未満が 45.4％で最も高く、

次いで 30年以上（42.6％）の順となっている。なお、いずれも「参加したことがない」の割合

の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「参加したことがある」は、農林漁業が 65.9％で最も高く、次いで自営業

（50.3％）、公務員（49.1％）の順となっている。なお、農林漁業、自営業を除いていずれも「参

加したことがない」の割合の方が高くなっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏ま

えた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「参加したことがある」は、南区が 48.1％で最も高く、以下、北区 46.9％、

西区 40.9％、東区 35.5％、中央区 34.9％の順となっている。なお、いずれも「参加したこと

がない」の割合の方が高くなっている。 
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図表２－１－２ 地域活動に参加した市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

参
加
し
た
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 40.6 57.2 1.6 0.7
男性 784 42.9 55.5 1.3 0.4
女性 1,142 38.9 58.8 1.8 0.5
無回答 49 42.9 44.9 2.0 10.2
20～24歳 66 25.8 71.2 3.0 -
25～29歳 71 15.5 84.5 - -
30～34歳 104 27.9 72.1 - -
35～39歳 118 34.7 62.7 2.5 -
40～44歳 142 51.4 47.2 1.4 -
45～49歳 165 42.4 53.9 3.6 -
50～54歳 163 42.9 55.2 1.2 0.6
55～59歳 175 41.7 57.7 - 0.6
60～64歳 190 43.2 55.3 1.1 0.5
65～69歳 242 43.0 55.0 1.7 0.4
70～74歳 185 38.9 58.9 1.6 0.5
75～79歳 154 46.1 51.3 1.3 1.3
80歳以上 166 42.2 52.4 3.0 2.4
無回答 34 52.9 38.2 - 8.8
独り住まい 247 28.3 70.0 1.2 0.4
夫婦二人住まい 526 40.7 58.0 1.0 0.4
夫婦に子どものみ 892 43.8 53.8 1.7 0.7
三世代同居 194 46.9 50.0 2.6 0.5
その他 48 18.8 75.0 6.3 -
無回答 68 38.2 55.9 - 5.9
５年未満 118 24.6 75.4 - -
５～10年未満 113 38.1 60.2 1.8 -
10～20年未満 196 45.4 51.0 3.1 0.5
20～30年未満 272 35.3 62.9 1.5 0.4
30年以上 1,234 42.6 55.3 1.5 0.6
無回答 42 42.9 45.2 2.4 9.5
農林漁業 41 65.9 31.7 2.4 -
自営業 157 50.3 49.0 - 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 34.9 63.5 1.5 0.1
公務員 110 49.1 50.9 - -
無職 791 40.6 56.3 2.1 1.0
学生 29 41.4 55.2 3.4 -
その他 34 52.9 44.1 2.9 -
無回答 65 44.6 49.2 - 6.2
中央区 458 34.9 62.0 2.2 0.9
東区 485 35.5 62.7 1.2 0.6
西区 230 40.9 56.5 1.3 1.3
南区 345 48.1 49.6 1.2 1.2

南区（旧熊本市地域） 279 45.5 52.0 1.1 1.4
南区（富合地域） 31 58.1 41.9 - -
南区（城南地域） 35 60.0 37.1 2.9 -

北区 371 46.9 51.5 1.6 -
北区（植木地域） 115 39.1 59.1 1.7 -
北区（旧熊本市地域） 256 50.4 48.0 1.6 -

無回答 86 40.7 57.0 2.3 -
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別
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別
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（２）自主的・自立的なまちづくりが進んでいると思う市民の割合（問７） 
 

問７ 本市では、平成２９年度からまちづくりセンターを設置し、地域の相談・要望窓口、

地域コミュニティ活動支援等の活動を行っています。あなたは、自分たちの地域は自

分たちで良くしていく自主的・自立的なまちづくりが進んでいると思いますか。 

 
◆全体結果 
自分たちの地域は自分たちで良くしていく自主的・自立的なまちづくりが進んでいると思う

かについては、「思う」（5.3％）、「やや思う」（27.4％）を合わせた割合は 32.7％で、「全く感

思わない」（6.1％）、「あまり思わない」（26.6％）を合わせた割合（32.7％）と同率となってい

る。 

 
図表２－２－１ 自主的・自立的なまちづくりが進んでいると思う市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

思う

5.3 

やや思う

27.4 

どちらとも思わない

32.1 

あまり思わない

26.6 

全く思わない

6.1 

無回答

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、男性 29.2％、女性 34.6％で、女性

の方が高くなっている。なお、男性は「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合（35.6％）

の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、80 歳以上が 56.1％で最も高く、

次いで 75～79歳（45.5％）、70～74歳（42.7％）の順となっている。なお、50歳代まではいず

れも「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、三世代同居が 36.1％で最も

高く、次いで夫婦二人住まい（34.8％）、独り住まい（34.5％）の順となっている。なお、夫婦

に子どものみは「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合（33.7％）の方が高くな

っている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、30 年以上が 36.3％で

最も高く、次いで 5～10年未満（30.9％）の順となっている。なお、5年未満、10～20年未満、

20～30年未満はいずれも「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合の方が高くなっ

ている。 

◇職業別 
職業別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、農林漁業が 51.2％で最も高く、

次いで無職（40.2％）の順となっている。なお、自営業、会社、工場、商店、団体など勤務、

および学生はいずれも「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合の方が高くなって

いる。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要

がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「思う」、「やや思う」を合わせた割合は、西区が 40.0％で最も高く、以下、

南区 33.0％、東区 32.8％、中央区 31.4％、北区 31.3％の順となっている。なお、西区以外は

いずれも「全く思わない」、「あまり思わない」を合わせた割合の方が高くなっている。 
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図表２－２－２ 自主的・自立的なまちづくりが進んでいると思う市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

思
う

や
や
思
う

ど
ち
ら
と
も
思
わ
な
い

あ
ま
り
思
わ
な
い

全
く
思
わ
な
い

無
回
答

「

思
う
」

＋
「

や
や
思

う
」

ど
ち
ら
と
も
思
わ
な
い

「

あ
ま
り
思
わ
な
い
」

＋
「

全
く
思
わ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 5.3 27.4 32.1 26.6 6.1 2.5 32.7 32.1 32.7 2.5
男性 784 5.0 24.2 33.0 27.9 7.7 2.2 29.2 33.0 35.6 2.2
女性 1,142 5.3 29.3 31.6 26.4 5.0 2.5 34.6 31.6 31.4 2.5
無回答 49 10.2 34.7 28.6 12.2 6.1 8.2 44.9 28.6 18.3 8.2
20～24歳 66 1.5 12.1 39.4 39.4 4.5 3.0 13.6 39.4 43.9 3.0
25～29歳 71 1.4 12.7 49.3 26.8 8.5 1.4 14.1 49.3 35.3 1.4
30～34歳 104 3.8 12.5 42.3 31.7 7.7 1.9 16.3 42.3 39.4 1.9
35～39歳 118 4.2 20.3 34.7 22.9 13.6 4.2 24.5 34.7 36.5 4.2
40～44歳 142 4.9 25.4 36.6 22.5 10.6 - 30.3 36.6 33.1 -
45～49歳 165 3.0 18.8 42.4 24.8 8.5 2.4 21.8 42.4 33.3 2.4
50～54歳 163 1.8 24.5 40.5 25.8 5.5 1.8 26.3 40.5 31.3 1.8
55～59歳 175 2.3 22.9 34.9 32.0 6.3 1.7 25.2 34.9 38.3 1.7
60～64歳 190 3.7 30.0 31.1 26.3 6.3 2.6 33.7 31.1 32.6 2.6
65～69歳 242 5.8 31.0 26.4 31.4 4.1 1.2 36.8 26.4 35.5 1.2
70～74歳 185 3.8 38.9 25.4 27.0 1.1 3.8 42.7 25.4 28.1 3.8
75～79歳 154 11.7 33.8 24.0 23.4 3.9 3.2 45.5 24.0 27.3 3.2
80歳以上 166 14.5 41.6 16.3 19.9 3.6 4.2 56.1 16.3 23.5 4.2
無回答 34 11.8 47.1 14.7 14.7 5.9 5.9 58.9 14.7 20.6 5.9
独り住まい 247 4.9 29.6 29.1 26.3 6.1 4.0 34.5 29.1 32.4 4.0
夫婦二人住まい 526 5.1 29.7 30.8 26.8 5.5 2.1 34.8 30.8 32.3 2.1
夫婦に子どものみ 892 4.7 24.9 34.8 27.8 5.9 1.9 29.6 34.8 33.7 1.9
三世代同居 194 5.7 30.4 28.4 24.7 8.2 2.6 36.1 28.4 32.9 2.6
その他 48 4.2 20.8 43.8 18.8 6.3 6.3 25.0 43.8 25.1 6.3
無回答 68 14.7 32.4 20.6 22.1 5.9 4.4 47.1 20.6 28.0 4.4
５年未満 118 5.9 16.9 42.4 24.6 7.6 2.5 22.8 42.4 32.2 2.5
５～10年未満 113 3.5 27.4 44.2 18.6 3.5 2.7 30.9 44.2 22.1 2.7
10～20年未満 196 3.6 19.9 38.3 25.5 9.2 3.6 23.5 38.3 34.7 3.6
20～30年未満 272 3.7 21.0 33.8 32.4 7.4 1.8 24.7 33.8 39.8 1.8
30年以上 1,234 5.8 30.5 29.3 26.8 5.3 2.4 36.3 29.3 32.1 2.4
無回答 42 9.5 45.2 14.3 16.7 9.5 4.8 54.7 14.3 26.2 4.8
農林漁業 41 14.6 36.6 26.8 14.6 2.4 4.9 51.2 26.8 17.0 4.9
自営業 157 5.1 24.2 32.5 33.1 4.5 0.6 29.3 32.5 37.6 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 3.3 20.9 39.2 27.3 7.2 2.1 24.2 39.2 34.5 2.1
公務員 110 3.6 28.2 36.4 21.8 9.1 0.9 31.8 36.4 30.9 0.9
無職 791 6.7 33.5 25.7 26.3 4.8 3.0 40.2 25.7 31.1 3.0
学生 29 - 6.9 44.8 34.5 6.9 6.9 6.9 44.8 41.4 6.9
その他 34 - 29.4 32.4 26.5 8.8 2.9 29.4 32.4 35.3 2.9
無回答 65 12.3 38.5 18.5 20.0 7.7 3.1 50.8 18.5 27.7 3.1
中央区 458 5.2 26.2 33.2 27.3 5.7 2.4 31.4 33.2 33.0 2.4
東区 485 5.6 27.2 32.4 28.7 4.5 1.6 32.8 32.4 33.2 1.6
西区 230 6.5 33.5 24.8 24.8 7.8 2.6 40.0 24.8 32.6 2.6
南区 345 5.8 27.2 31.6 26.7 6.4 2.3 33.0 31.6 33.1 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 5.7 26.5 30.1 28.7 6.8 2.2 32.2 30.1 35.5 2.2
南区（富合地域） 31 6.5 25.8 35.5 22.6 6.5 3.2 32.3 35.5 29.1 3.2
南区（城南地域） 35 5.7 34.3 40.0 14.3 2.9 2.9 40.0 40.0 17.2 2.9

北区 371 3.5 27.8 32.1 26.1 6.5 4.0 31.3 32.1 32.6 4.0
北区（植木地域） 115 3.5 21.7 30.4 33.9 6.1 4.3 25.2 30.4 40.0 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 3.5 30.5 32.8 22.7 6.6 3.9 34.0 32.8 29.3 3.9

無回答 86 5.8 18.6 46.5 18.6 9.3 1.2 24.4 46.5 27.9 1.2
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（３）区役所で行っている業務や手続きについての満足度（問８） 
 

問８ あなたは、区役所で行っている業務や手続き（戸籍、住民票、印鑑登録、保健福祉

関係などの窓口サービス業務や区ごとのまちづくりに関連する業務）について、満足

されていますか。 

 
◆全体結果 
区役所で行っている業務や手続き（戸籍、住民票、印鑑登録、保健福祉関係などの窓口サー

ビス業務や区ごとのまちづくりに関連する業務）について、「満足している」（19.1％）、「やや

満足している」（35.6％）を合わせた割合は 54.7％で、「満足していない」（5.4％）、「あまり満

足していない」（11.2％）を合わせた割合（16.6％）を 38.1 ポイント上回っている。 

 
図表２－３－１ 区役所で行っている業務や手続きについての満足度（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

満足している

19.1 

やや満足している

35.6 

どちらでもない

26.4 

あまり

満足していない

11.2 

満足していない

5.4 

無回答

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、男女いずれも 54.5％

と、同率となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、75～79歳が 71.5％

で最も高く、次いで 80歳以上（68.0％）、70～74歳（65.4％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、独り住まい

が 62.0％で最も高く、次いで夫婦二人住まい（57.5％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、30

年以上が 58.0％で最も高く、次いで 5年未満（53.3％）、5～10年未満（50.4％）の順となって

いる。 

◇職業別 
職業別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、農林漁業が 63.4％

で最も高く、次いで自営業（62.5％）、無職（62.4％）の順となっている。（農林漁業はサンプ

ル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、東区が 59.6％

で最も高く、以下、西区 57.4％、南区 52.4％、北区 52.3％、中央区 51.8％の順となっている。 
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図表２－３－２ 区役所で行っている業務や手続きについての満足度（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

満
足
し
て
い
る

や
や
満
足
し
て
い
る

ど
ち
ら
で
も
な
い

あ
ま
り
満
足
し
て
い

な
い

満
足
し
て
い
な
い

無
回
答

「

満
足
し
て
い
る
」

＋
「

や
や
満
足
し
て

い
る
」

ど
ち
ら
で
も
な
い

「

あ
ま
り
満
足
し
て

い
な
い
」

＋
「

満
足

し
て
い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 19.1 35.6 26.4 11.2 5.4 2.2 54.7 26.4 16.6 2.2
男性 784 19.9 34.6 27.3 10.2 6.3 1.8 54.5 27.3 16.5 1.8
女性 1,142 18.1 36.4 26.4 11.8 5.0 2.2 54.5 26.4 16.8 2.2
無回答 49 30.6 34.7 10.2 14.3 2.0 8.2 65.3 10.2 16.3 8.2
20～24歳 66 22.7 25.8 39.4 6.1 3.0 3.0 48.5 39.4 9.1 3.0
25～29歳 71 8.5 33.8 33.8 18.3 4.2 1.4 42.3 33.8 22.5 1.4
30～34歳 104 13.5 31.7 32.7 14.4 5.8 1.9 45.2 32.7 20.2 1.9
35～39歳 118 12.7 28.8 34.7 10.2 11.0 2.5 41.5 34.7 21.2 2.5
40～44歳 142 16.2 30.3 29.6 17.6 6.3 - 46.5 29.6 23.9 -
45～49歳 165 13.3 30.3 34.5 11.5 8.5 1.8 43.6 34.5 20.0 1.8
50～54歳 163 12.3 36.2 29.4 13.5 6.1 2.5 48.5 29.4 19.6 2.5
55～59歳 175 8.6 38.9 31.4 13.1 6.3 1.7 47.5 31.4 19.4 1.7
60～64歳 190 17.9 40.0 29.5 7.9 3.2 1.6 57.9 29.5 11.1 1.6
65～69歳 242 17.8 42.6 22.7 9.9 5.8 1.2 60.4 22.7 15.7 1.2
70～74歳 185 23.8 41.6 21.6 8.1 2.7 2.2 65.4 21.6 10.8 2.2
75～79歳 154 36.4 35.1 11.0 9.7 3.9 3.9 71.5 11.0 13.6 3.9
80歳以上 166 34.9 33.1 13.3 10.2 4.2 4.2 68.0 13.3 14.4 4.2
無回答 34 38.2 32.4 11.8 8.8 2.9 5.9 70.6 11.8 11.7 5.9
独り住まい 247 22.7 39.3 23.5 9.3 2.8 2.4 62.0 23.5 12.1 2.4
夫婦二人住まい 526 20.2 37.3 25.1 11.0 4.4 2.1 57.5 25.1 15.4 2.1
夫婦に子どものみ 892 16.5 34.6 28.5 12.7 5.9 1.8 51.1 28.5 18.6 1.8
三世代同居 194 18.0 34.0 27.8 10.3 7.2 2.6 52.0 27.8 17.5 2.6
その他 48 27.1 31.3 20.8 10.4 6.3 4.2 58.4 20.8 16.7 4.2
無回答 68 30.9 30.9 19.1 4.4 10.3 4.4 61.8 19.1 14.7 4.4
５年未満 118 18.6 34.7 28.8 10.2 5.1 2.5 53.3 28.8 15.3 2.5
５～10年未満 113 17.7 32.7 33.6 10.6 2.7 2.7 50.4 33.6 13.3 2.7
10～20年未満 196 13.8 31.6 32.7 14.3 4.6 3.1 45.4 32.7 18.9 3.1
20～30年未満 272 15.1 32.7 31.3 12.5 7.4 1.1 47.8 31.3 19.9 1.1
30年以上 1,234 20.5 37.5 23.7 10.6 5.5 2.1 58.0 23.7 16.1 2.1
無回答 42 35.7 28.6 16.7 11.9 2.4 4.8 64.3 16.7 14.3 4.8
農林漁業 41 24.4 39.0 17.1 9.8 4.9 4.9 63.4 17.1 14.7 4.9
自営業 157 21.7 40.8 19.7 9.6 7.6 0.6 62.5 19.7 17.2 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 12.0 33.4 34.1 13.2 5.6 1.6 45.4 34.1 18.8 1.6
公務員 110 18.2 31.8 30.9 11.8 5.5 1.8 50.0 30.9 17.3 1.8
無職 791 25.0 37.4 20.1 10.0 4.8 2.7 62.4 20.1 14.8 2.7
学生 29 17.2 17.2 48.3 6.9 3.4 6.9 34.4 48.3 10.3 6.9
その他 34 5.9 32.4 32.4 20.6 5.9 2.9 38.3 32.4 26.5 2.9
無回答 65 29.2 41.5 15.4 4.6 6.2 3.1 70.7 15.4 10.8 3.1
中央区 458 16.4 35.4 30.6 10.7 5.0 2.0 51.8 30.6 15.7 2.0
東区 485 20.2 39.4 25.8 9.1 4.1 1.4 59.6 25.8 13.2 1.4
西区 230 27.0 30.4 22.6 12.2 5.7 2.2 57.4 22.6 17.9 2.2
南区 345 16.2 36.2 24.9 13.3 7.5 1.7 52.4 24.9 20.8 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 17.2 36.9 23.3 14.0 7.2 1.4 54.1 23.3 21.2 1.4
南区（富合地域） 31 9.7 29.0 32.3 16.1 9.7 3.2 38.7 32.3 25.8 3.2
南区（城南地域） 35 14.3 37.1 31.4 5.7 8.6 2.9 51.4 31.4 14.3 2.9

北区 371 18.6 33.7 26.7 12.1 4.6 4.3 52.3 26.7 16.7 4.3
北区（植木地域） 115 17.4 36.5 27.0 9.6 5.2 4.3 53.9 27.0 14.8 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 19.1 32.4 26.6 13.3 4.3 4.3 51.5 26.6 17.6 4.3

無回答 86 20.9 36.0 22.1 11.6 9.3 - 56.9 22.1 20.9 -
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（４）区役所のまちづくり活動を身近に感じている市民の割合（問９） 
 

問９ あなたは、区役所のまちづくり活動（町内ごとのハザードマップの作成や校区単位

の健康まちづくり活動、まちづくセンターによる地域活動支援など）を身近に感じる

ことはありますか。 

 
◆全体結果 
区役所のまちづくり活動（町内ごとのハザードマップの作成や校区単位の健康まちづくり活

動、まちづくセンターによる地域活動支援など）を身近に感じるかについて、「感じる」（6.8％）、

「やや感じる」（23.4％）を合わせた割合は 30.2％で、「全く感じない」（11.2％）、「あまり感

じない」（36.1％）を合わせた割合（47.3％）を 17.1ポイント下回っている。 

 
図表２－４－１ 区役所のまちづくり活動を身近に感じている市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

感じる

6.8 

やや感じる

23.4 

どちらでもない

20.2 

あまり感じない

36.1 

全く感じない

11.2 

無回答

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 29.2％、女性 30.3％で、

女性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わ

せた割合の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 51.2％で最も高

く、次いで 70～74歳、および 75～79歳（いずれも 42.2％）の順となっている。なお、60歳代

まではいずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 33.2％で

最も高く、次いで夫婦に子どものみ（30.0％）の順となっている。なお、いずれも「全く感じ

ない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30年以上が 33.2％

で最も高く、次いで 5～10 年未満（27.4％）、10～20 年未満（26.0％）の順となっている。な

お、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 41.5％で最も高

く、次いで無職（37.6％）、公務員（30.9％）の順となっている。なお、農林漁業を除いていず

れも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業は

サンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 40.0％で最も高く、

以下、東区 31.8％、北区 30.5％、南区 28.7％、中央区 25.7％の順となっている。なお、いず

れも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 
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図表２－４－２ 区役所のまちづくり活動を身近に感じている市民の割合（属性別） 
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感
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感
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感
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」

＋

「

や
や
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」
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ら
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も
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い

「

あ
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り
感
じ
な

い
」

＋
「

全
く
感
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な
い
」

無
回
答

全体 1,975 6.8 23.4 20.2 36.1 11.2 2.3 30.2 20.2 47.3 2.3
男性 784 5.9 23.3 19.5 36.6 12.8 1.9 29.2 19.5 49.4 1.9
女性 1,142 6.9 23.4 20.8 36.2 10.4 2.3 30.3 20.8 46.6 2.3
無回答 49 18.4 26.5 14.3 24.5 6.1 10.2 44.9 14.3 30.6 10.2
20～24歳 66 3.0 13.6 18.2 45.5 16.7 3.0 16.6 18.2 62.2 3.0
25～29歳 71 1.4 11.3 21.1 32.4 31.0 2.8 12.7 21.1 63.4 2.8
30～34歳 104 3.8 12.5 19.2 45.2 17.3 1.9 16.3 19.2 62.5 1.9
35～39歳 118 5.9 22.9 19.5 31.4 17.8 2.5 28.8 19.5 49.2 2.5
40～44歳 142 4.9 27.5 19.0 34.5 13.4 0.7 32.4 19.0 47.9 0.7
45～49歳 165 4.8 17.0 24.8 32.7 18.8 1.8 21.8 24.8 51.5 1.8
50～54歳 163 5.5 13.5 29.4 39.3 10.4 1.8 19.0 29.4 49.7 1.8
55～59歳 175 1.1 18.9 26.3 42.3 9.7 1.7 20.0 26.3 52.0 1.7
60～64歳 190 2.6 26.8 17.4 43.2 8.4 1.6 29.4 17.4 51.6 1.6
65～69歳 242 7.4 24.0 14.5 44.6 8.7 0.8 31.4 14.5 53.3 0.8
70～74歳 185 7.6 34.6 20.5 30.3 4.9 2.2 42.2 20.5 35.2 2.2
75～79歳 154 14.3 27.9 20.1 26.6 6.5 4.5 42.2 20.1 33.1 4.5
80歳以上 166 17.5 33.7 15.1 24.1 4.2 5.4 51.2 15.1 28.3 5.4
無回答 34 17.6 35.3 11.8 20.6 8.8 5.9 52.9 11.8 29.4 5.9
独り住まい 247 9.3 23.9 17.0 34.0 12.6 3.2 33.2 17.0 46.6 3.2
夫婦二人住まい 526 4.8 24.0 18.4 41.1 9.1 2.7 28.8 18.4 50.2 2.7
夫婦に子どものみ 892 6.2 23.8 22.9 34.2 11.3 1.7 30.0 22.9 45.5 1.7
三世代同居 194 7.7 21.1 18.0 38.1 12.4 2.6 28.8 18.0 50.5 2.6
その他 48 8.3 12.5 29.2 33.3 12.5 4.2 20.8 29.2 45.8 4.2
無回答 68 17.6 27.9 8.8 25.0 17.6 2.9 45.5 8.8 42.6 2.9
５年未満 118 2.5 15.3 21.2 39.8 17.8 3.4 17.8 21.2 57.6 3.4
５～10年未満 113 3.5 23.9 23.9 31.0 15.0 2.7 27.4 23.9 46.0 2.7
10～20年未満 196 6.1 19.9 21.9 41.3 7.7 3.1 26.0 21.9 49.0 3.1
20～30年未満 272 3.7 19.9 18.8 39.7 16.5 1.5 23.6 18.8 56.2 1.5
30年以上 1,234 7.9 25.3 20.0 34.9 9.7 2.2 33.2 20.0 44.6 2.2
無回答 42 19.0 31.0 11.9 23.8 9.5 4.8 50.0 11.9 33.3 4.8
農林漁業 41 19.5 22.0 12.2 34.1 7.3 4.9 41.5 12.2 41.4 4.9
自営業 157 5.7 24.2 24.2 29.9 14.6 1.3 29.9 24.2 44.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 3.9 18.3 21.0 42.0 13.0 1.9 22.2 21.0 55.0 1.9
公務員 110 9.1 21.8 20.0 30.0 18.2 0.9 30.9 20.0 48.2 0.9
無職 791 8.5 29.1 18.7 32.4 8.6 2.8 37.6 18.7 41.0 2.8
学生 29 - 10.3 24.1 58.6 - 6.9 10.3 24.1 58.6 6.9
その他 34 2.9 14.7 29.4 38.2 11.8 2.9 17.6 29.4 50.0 2.9
無回答 65 15.4 26.2 16.9 27.7 10.8 3.1 41.6 16.9 38.5 3.1
中央区 458 7.4 18.3 20.7 40.6 10.5 2.4 25.7 20.7 51.1 2.4
東区 485 5.2 26.6 18.4 37.3 11.3 1.2 31.8 18.4 48.6 1.2
西区 230 10.4 29.6 18.3 29.6 10.0 2.2 40.0 18.3 39.6 2.2
南区 345 4.6 24.1 20.9 35.7 12.2 2.6 28.7 20.9 47.9 2.6

南区（旧熊本市地域） 279 4.3 26.2 19.4 35.8 12.2 2.2 30.5 19.4 48.0 2.2
南区（富合地域） 31 3.2 12.9 22.6 35.5 19.4 6.5 16.1 22.6 54.9 6.5
南区（城南地域） 35 8.6 17.1 31.4 34.3 5.7 2.9 25.7 31.4 40.0 2.9

北区 371 8.1 22.4 22.1 32.1 11.3 4.0 30.5 22.1 43.4 4.0
北区（植木地域） 115 7.8 21.7 17.4 35.7 13.0 4.3 29.5 17.4 48.7 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 8.2 22.7 24.2 30.5 10.5 3.9 30.9 24.2 41.0 3.9

無回答 86 5.8 18.6 20.9 40.7 14.0 - 24.4 20.9 54.7 -
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（５）熊本市消費者センターを知っている市民の割合（問 10） 
 

問 10 熊本市には消費生活に関する相談・情報提供等を行っている熊本市消費者センター

がありますが、あなたは知っていますか。 

 
◆全体結果 
熊本市消費者センターについては、「利用したことがある」は 6.5％となっている。また、「知

っているが、利用したことはない」（69.7％）を合わせた割合は 76.2％と、全体の 7 割を超え

ている。なお、「知らない」は 21.7％となっている。 

前回調査と比較すると、「利用したことがある」の割合（前回 7.5％）は 1.0ポイント減少し

ている。また、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合わせた割

合（前回 82.2％）は 6.0 ポイント減少している。一方、「知らない」の割合（前回 16.3％）は

5.4 ポイント増加している。 

 
図表２－５－１ 熊本市消費者センターを知っている市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成28年度
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◇性別 
性別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合わせた

割合は、男性 75.7％、女性 76.9％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合わせ

た割合は、70～74 歳が 86.0％で最も高く、次いで 75～79 歳（85.0％）、65～69 歳（82.2％）、

60～64歳（81.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合

わせた割合は、夫婦二人住まいが 77.5％で最も高く、次いで独り住まい（77.4％）、三世代同

居（76.8％）、夫婦に子どものみ（76.3％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」

を合わせた割合は、30 年以上が 81.1％で最も高く、次いで 20～30 年未満（73.9％）の順とな

っている。なお、5年未満は「知らない」の割合（50.8％）の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合わせ

た割合は、自営業が 84.1％で最も高く、次いで無職（78.5％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」を合わせ

た割合は、南区が 78.9％で最も高く、以下、東区 77.3％、中央区 76.9％、西区 75.6％、北区

73.9％の順となっている。 
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図表２－５－２ 熊本市消費者センターを知っている市民の割合（属性別） 
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い

無
回
答

全体 1,975 6.5 69.7 21.7 2.1 76.2 21.7 2.1
男性 784 5.0 70.7 22.4 1.9 75.7 22.4 1.9
女性 1,142 7.8 69.1 21.2 1.9 76.9 21.2 1.9
無回答 49 2.0 67.3 20.4 10.2 69.3 20.4 10.2
20～24歳 66 - 53.0 43.9 3.0 53.0 43.9 3.0
25～29歳 71 2.8 54.9 40.8 1.4 57.7 40.8 1.4
30～34歳 104 2.9 53.8 41.3 1.9 56.7 41.3 1.9
35～39歳 118 5.1 62.7 29.7 2.5 67.8 29.7 2.5
40～44歳 142 6.3 70.4 22.5 0.7 76.7 22.5 0.7
45～49歳 165 7.3 67.9 23.0 1.8 75.2 23.0 1.8
50～54歳 163 9.2 66.9 22.1 1.8 76.1 22.1 1.8
55～59歳 175 6.9 71.4 20.6 1.1 78.3 20.6 1.1
60～64歳 190 8.9 72.1 17.4 1.6 81.0 17.4 1.6
65～69歳 242 6.2 76.0 16.1 1.7 82.2 16.1 1.7
70～74歳 185 6.5 79.5 11.9 2.2 86.0 11.9 2.2
75～79歳 154 7.1 77.9 11.0 3.9 85.0 11.0 3.9
80歳以上 166 8.4 67.5 21.1 3.0 75.9 21.1 3.0
無回答 34 2.9 76.5 11.8 8.8 79.4 11.8 8.8
独り住まい 247 4.9 72.5 19.8 2.8 77.4 19.8 2.8
夫婦二人住まい 526 7.2 70.3 20.5 1.9 77.5 20.5 1.9
夫婦に子どものみ 892 6.5 69.8 22.0 1.7 76.3 22.0 1.7
三世代同居 194 7.7 69.1 21.1 2.1 76.8 21.1 2.1
その他 48 4.2 52.1 37.5 6.3 56.3 37.5 6.3
無回答 68 5.9 66.2 23.5 4.4 72.1 23.5 4.4
５年未満 118 1.7 44.1 50.8 3.4 45.8 50.8 3.4
５～10年未満 113 2.7 66.4 28.3 2.7 69.1 28.3 2.7
10～20年未満 196 8.7 61.2 27.0 3.1 69.9 27.0 3.1
20～30年未満 272 5.9 68.0 25.0 1.1 73.9 25.0 1.1
30年以上 1,234 7.3 73.8 17.0 1.9 81.1 17.0 1.9
無回答 42 2.4 78.6 11.9 7.1 81.0 11.9 7.1
農林漁業 41 7.3 65.9 22.0 4.9 73.2 22.0 4.9
自営業 157 5.1 79.0 15.3 0.6 84.1 15.3 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 7.0 67.2 24.3 1.5 74.2 24.3 1.5
公務員 110 6.4 65.5 27.3 0.9 71.9 27.3 0.9
無職 791 6.7 71.8 19.0 2.5 78.5 19.0 2.5
学生 29 - 48.3 44.8 6.9 48.3 44.8 6.9
その他 34 8.8 61.8 23.5 5.9 70.6 23.5 5.9
無回答 65 4.6 72.3 18.5 4.6 76.9 18.5 4.6
中央区 458 5.7 71.2 21.4 1.7 76.9 21.4 1.7
東区 485 5.8 71.5 21.4 1.2 77.3 21.4 1.2
西区 230 7.8 67.8 21.7 2.6 75.6 21.7 2.6
南区 345 7.0 71.9 19.7 1.4 78.9 19.7 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 7.9 73.5 17.6 1.1 81.4 17.6 1.1
南区（富合地域） 31 3.2 64.5 29.0 3.2 67.7 29.0 3.2
南区（城南地域） 35 2.9 65.7 28.6 2.9 68.6 28.6 2.9

北区 371 7.3 66.6 22.1 4.0 73.9 22.1 4.0
北区（植木地域） 115 3.5 63.5 28.7 4.3 67.0 28.7 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 9.0 68.0 19.1 3.9 77.0 19.1 3.9

無回答 86 7.0 60.5 30.2 2.3 67.5 30.2 2.3
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（６）「クーリング・オフ」を知っている市民の割合（問 11） 
 

問 11 特定商取引に関する法律で、一定期間であれば無条件で契約を解除できる「クーリ

ング・オフ」という制度がありますが、あなたは知っていますか。 

 
◆全体結果 
クーリング・オフについては、「利用したことがある」は 9.8％となっている。また、「利用

したことがある」と「知っているが、利用したことはない」（77.5％）、および「聞いたことは

あるが、内容はよくわからない」（6.5％）を合わせた割合は 93.8％と、全体の 9割を超えてい

る。なお、「知らない」は 4.2％となっている。 

前回調査と比較すると、「利用したことがある」の割合（前回 9.7％）は 0.1 ポイント増で、

ほとんど変わらない。また、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、

「聞いたことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合（前回 93.9％）は 0.1ポイン

ト減で、ほとんど変わらない。なお、「知らない」の割合（前回 4.6％）は 0.4 ポイント減で、

ほとんど変わらない。 

 
図表２－６－１ 「クーリング・オフ」を知っている市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

利用したことがある

9.7 

9.8 

知っているが、

利用したことはない

78.3 

77.5 

聞いたことはあるが、

内容はよくわからない

5.9 

6.5 

知らない

4.6 

4.2 

無回答

1.5 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、「聞いたこ

とはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、男性 95.0％、女性 93.8％で、男性の

方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、「聞いた

ことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、40～44歳が 98.6％で最も高く、次

いで 50～54歳（97.0％）、45～49歳（96.9％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、「聞

いたことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、夫婦に子どものみが 94.9％で

最も高く、次いで夫婦二人住まい（94.3％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、

「聞いたことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、20～30年未満が 96.3％で

最も高く、次いで 10～20年未満（94.9％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、「聞いた

ことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、公務員が 98.1％で最も高く、次い

で会社、工場、商店、団体など勤務（96.4％）、自営業（95.6％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「利用したことがある」と「知っているが、利用したことはない」、「聞いた

ことはあるが、内容はよくわからない」を合わせた割合は、東区が 95.7％で最も高く、以下、

中央区 95.6％、南区 93.6％、西区 93.1％、北区 92.4％の順となっている。 
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図表２－６－２ 「クーリング・オフ」を知っている市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る

知
っ

て
い
る
が
、

利
用
し
た

こ
と
は
な
い

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、

内

容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

「

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
」

＋

「

知
っ

て
い
る
が
、

利
用
し
た

こ
と
は
な
い
」

＋
「

聞
い
た
こ

と
は
あ
る
が
、

内
容
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
」

知
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 9.8 77.5 6.5 4.2 2.0 93.8 4.2 2.0
男性 784 6.3 81.8 6.9 3.4 1.7 95.0 3.4 1.7
女性 1,142 12.5 75.5 5.8 4.3 1.9 93.8 4.3 1.9
無回答 49 4.1 57.1 18.4 12.2 8.2 79.6 12.2 8.2
20～24歳 66 6.1 74.2 15.2 1.5 3.0 95.5 1.5 3.0
25～29歳 71 8.5 80.3 5.6 4.2 1.4 94.4 4.2 1.4
30～34歳 104 6.7 86.5 1.9 2.9 1.9 95.1 2.9 1.9
35～39歳 118 8.5 82.2 2.5 4.2 2.5 93.2 4.2 2.5
40～44歳 142 17.6 76.8 4.2 1.4 - 98.6 1.4 -
45～49歳 165 11.5 81.8 3.6 1.2 1.8 96.9 1.2 1.8
50～54歳 163 14.1 79.8 3.1 1.2 1.8 97.0 1.2 1.8
55～59歳 175 12.0 78.9 5.7 2.3 1.1 96.6 2.3 1.1
60～64歳 190 8.4 83.7 4.7 1.6 1.6 96.8 1.6 1.6
65～69歳 242 8.7 81.4 6.6 2.1 1.2 96.7 2.1 1.2
70～74歳 185 10.3 75.1 6.5 6.5 1.6 91.9 6.5 1.6
75～79歳 154 7.8 68.8 8.4 11.7 3.2 85.0 11.7 3.2
80歳以上 166 5.4 62.7 16.9 10.8 4.2 85.0 10.8 4.2
無回答 34 5.9 61.8 14.7 11.8 5.9 82.4 11.8 5.9
独り住まい 247 8.5 73.3 10.5 5.3 2.4 92.3 5.3 2.4
夫婦二人住まい 526 8.6 80.8 4.9 3.8 1.9 94.3 3.8 1.9
夫婦に子どものみ 892 10.2 79.1 5.6 3.5 1.6 94.9 3.5 1.6
三世代同居 194 13.4 73.7 6.2 4.1 2.6 93.3 4.1 2.6
その他 48 10.4 66.7 12.5 6.3 4.2 89.6 6.3 4.2
無回答 68 8.8 64.7 13.2 10.3 2.9 86.7 10.3 2.9
５年未満 118 10.2 77.1 5.1 5.1 2.5 92.4 5.1 2.5
５～10年未満 113 12.4 77.9 3.5 3.5 2.7 93.8 3.5 2.7
10～20年未満 196 11.2 77.6 6.1 2.0 3.1 94.9 2.0 3.1
20～30年未満 272 12.5 78.3 5.5 2.6 1.1 96.3 2.6 1.1
30年以上 1,234 8.9 77.8 7.0 4.5 1.8 93.7 4.5 1.8
無回答 42 4.8 64.3 14.3 11.9 4.8 83.4 11.9 4.8
農林漁業 41 2.4 65.9 12.2 14.6 4.9 80.5 14.6 4.9
自営業 157 7.0 84.1 4.5 3.2 1.3 95.6 3.2 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 11.1 80.9 4.4 2.1 1.5 96.4 2.1 1.5
公務員 110 10.9 84.5 2.7 0.9 0.9 98.1 0.9 0.9
無職 791 9.6 74.3 8.3 5.6 2.1 92.2 5.6 2.1
学生 29 3.4 75.9 13.8 - 6.9 93.1 - 6.9
その他 34 17.6 64.7 5.9 5.9 5.9 88.2 5.9 5.9
無回答 65 6.2 64.6 13.8 12.3 3.1 84.6 12.3 3.1
中央区 458 10.0 80.6 5.0 2.4 2.0 95.6 2.4 2.0
東区 485 10.1 79.2 6.4 3.3 1.0 95.7 3.3 1.0
西区 230 9.6 75.7 7.8 4.8 2.2 93.1 4.8 2.2
南区 345 10.7 75.9 7.0 4.6 1.7 93.6 4.6 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 11.1 76.7 7.9 3.2 1.1 95.7 3.2 1.1
南区（富合地域） 31 12.9 64.5 3.2 12.9 6.5 80.6 12.9 6.5
南区（城南地域） 35 5.7 80.0 2.9 8.6 2.9 88.6 8.6 2.9

北区 371 9.4 75.7 7.3 3.8 3.8 92.4 3.8 3.8
北区（植木地域） 115 6.1 73.9 10.4 5.2 4.3 90.4 5.2 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 10.9 76.6 5.9 3.1 3.5 93.4 3.1 3.5

無回答 86 5.8 70.9 7.0 16.3 - 83.7 16.3 -

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（７）学校や公園などを災害時の避難場所として指定していることを知っている 
市民の割合（問 12） 

 

問 12 あなたは、熊本市では学校や公園などを災害時の避難場所として指定していること

を知っていますか。 

 
◆全体結果 
学校や公園などを災害時の避難場所として指定していることについては、「知っている」が

92.2％と、全体の 9割を占めている。なお、「知らない」は 5.8％となっている。 

 
図表２－７－１ 学校や公園などを災害時の避難場所として指定していることを知っている市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

知っている

92.2 

知らない

5.8 

無回答

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「知っている」の割合は、男性 92.0％、女性 92.6％で、女性の方がわずかに

高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「知っている」の割合は、40～44歳が 95.8％で最も高く、次いで 60～64歳、

および 65～69歳（いずれも 94.2％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「知っている」の割合は、三世代同居が 94.8％で最も高く、次いで夫

婦二人住まい（93.2％）、夫婦に子どものみ（92.7％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「知っている」の割合は、20～30 年未満が 94.1％で最も高く、

次いで 30年以上（93.1％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「知っている」の割合は、自営業が 94.3％で最も高く、次いで公務員（93.6％）、

学生（93.1％）、会社、工場、商店、団体など勤務（93.0％）の順となっている。（学生はサン

プル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「知っている」の割合は、南区が 94.2％で最も高く、以下、西区 93.9％、

中央区 92.1％、東区 92.0％、北区 90.8％の順となっている。 
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図表２－７－２ 学校や公園などを災害時の避難場所として指定していることを知っている市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

知
っ

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 92.2 5.8 2.0
男性 784 92.0 6.3 1.8
女性 1,142 92.6 5.4 1.9
無回答 49 85.7 6.1 8.2
20～24歳 66 90.9 6.1 3.0
25～29歳 71 91.5 7.0 1.4
30～34歳 104 92.3 5.8 1.9
35～39歳 118 89.8 6.8 3.4
40～44歳 142 95.8 4.2 -
45～49歳 165 93.9 4.2 1.8
50～54歳 163 93.3 5.5 1.2
55～59歳 175 93.7 5.1 1.1
60～64歳 190 94.2 3.7 2.1
65～69歳 242 94.2 4.1 1.7
70～74歳 185 91.9 5.9 2.2
75～79歳 154 90.9 5.8 3.2
80歳以上 166 84.3 12.7 3.0
無回答 34 88.2 5.9 5.9
独り住まい 247 88.7 8.5 2.8
夫婦二人住まい 526 93.2 4.9 1.9
夫婦に子どものみ 892 92.7 5.6 1.7
三世代同居 194 94.8 3.1 2.1
その他 48 83.3 12.5 4.2
無回答 68 89.7 7.4 2.9
５年未満 118 82.2 15.3 2.5
５～10年未満 113 91.2 6.2 2.7
10～20年未満 196 91.3 5.1 3.6
20～30年未満 272 94.1 4.4 1.5
30年以上 1,234 93.1 5.2 1.7
無回答 42 88.1 7.1 4.8
農林漁業 41 85.4 9.8 4.9
自営業 157 94.3 5.1 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 93.0 5.5 1.5
公務員 110 93.6 5.5 0.9
無職 791 91.2 6.4 2.4
学生 29 93.1 - 6.9
その他 34 88.2 5.9 5.9
無回答 65 93.8 3.1 3.1
中央区 458 92.1 5.7 2.2
東区 485 92.0 6.8 1.2
西区 230 93.9 3.9 2.2
南区 345 94.2 4.1 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 95.0 3.6 1.4
南区（富合地域） 31 93.5 3.2 3.2
南区（城南地域） 35 88.6 8.6 2.9

北区 371 90.8 5.7 3.5
北区（植木地域） 115 83.5 12.2 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 94.1 2.7 3.1

無回答 86 87.2 12.8 -
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（８）災害への備えてについて（問 13、13－１） 
①災害に備えて飲料水や食料を備蓄している市民の割合（問 13） 

 

問 13 あなたは、災害に備えて飲料水や食料を備蓄していますか。 

 
◆全体結果 
災害に備えて飲料水や食料を備蓄しているかについては、「飲料水のみ備蓄している」は

28.1％、「食料のみ備蓄している」は 8.3％、「飲料水も食料も備蓄している」は 27.3％となっ

ている。また、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食料も備蓄

している」を合わせた割合は 63.7％となっている。なお、「何も備蓄していない」は 33.7％と

なっている。 

 
図表２－８－１ 災害に備えて飲料水や食料を備蓄している市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

飲料水のみ

備蓄している

28.1 

食料のみ備蓄している

8.3 

飲料水も食料も

備蓄している

27.3 

何も備蓄していない

33.7 

無回答

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食料も備

蓄している」を合わせた割合は、男性 57.7％、女性 68.2％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食料も

備蓄している」を合わせた割合は、40～44歳が 73.2％で最も高く、次いで 50～54歳（71.1％）、

45～49歳（67.9％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食

料も備蓄している」を合わせた割合は、夫婦に子どものみが 65.7％で最も高く、次いで三世代

同居（65.4％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料

水も食料も備蓄している」を合わせた割合は、10～20 年未満が 66.4％で最も高く、次いで 20

年～30年未満（65.4％）、30年以上（64.8％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食料も

備蓄している」を合わせた割合は、公務員が 67.3％で最も高く、次いで無職（65.8％）、会社、

工場、商店、団体など勤務（64.2％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「飲料水のみ備蓄している」と「食料のみ備蓄している」、「飲料水も食料も

備蓄している」を合わせた割合は、南区が 70.1％で最も高く、以下、中央区 64.0％、東区 63.8％、

西区 61.3％、北区 59.3％の順となっている。 
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図表２－８－２ 災害に備えて飲料水や食料を備蓄している市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

飲
料
水
の
み
備
蓄
し
て
い

る 食
料
の
み
備
蓄
し
て
い
る

飲
料
水
も
食
料
も
備
蓄
し

て
い
る

何
も
備
蓄
し
て
い
な
い

無
回
答

「

飲
料
水
の
み
備
蓄
し
て
い

る
」

＋
「

食
料
の
み
備
蓄
し

て
い
る
」

＋
「

飲
料
水
も
食

料
も
備
蓄
し
て
い
る
」

何
も
備
蓄
し
て
い
な
い

無
回
答

全体 1,975 28.1 8.3 27.3 33.7 2.7 63.7 33.7 2.7
男性 784 24.4 7.8 25.5 40.3 2.0 57.7 40.3 2.0
女性 1,142 31.0 8.1 29.1 29.0 2.9 68.2 29.0 2.9
無回答 49 20.4 20.4 14.3 36.7 8.2 55.1 36.7 8.2
20～24歳 66 24.2 7.6 24.2 40.9 3.0 56.0 40.9 3.0
25～29歳 71 19.7 5.6 19.7 53.5 1.4 45.0 53.5 1.4
30～34歳 104 23.1 13.5 23.1 38.5 1.9 59.7 38.5 1.9
35～39歳 118 24.6 5.9 27.1 38.1 4.2 57.6 38.1 4.2
40～44歳 142 33.8 4.2 35.2 26.8 - 73.2 26.8 -
45～49歳 165 26.1 7.9 33.9 29.7 2.4 67.9 29.7 2.4
50～54歳 163 28.8 9.8 32.5 27.0 1.8 71.1 27.0 1.8
55～59歳 175 28.6 5.7 30.3 33.1 2.3 64.6 33.1 2.3
60～64歳 190 31.1 9.5 22.6 34.7 2.1 63.2 34.7 2.1
65～69歳 242 24.8 8.7 30.6 34.7 1.2 64.1 34.7 1.2
70～74歳 185 34.1 8.6 23.2 31.4 2.7 65.9 31.4 2.7
75～79歳 154 29.2 5.8 29.9 30.5 4.5 64.9 30.5 4.5
80歳以上 166 31.3 11.4 16.9 33.7 6.6 59.6 33.7 6.6
無回答 34 14.7 14.7 20.6 44.1 5.9 50.0 44.1 5.9
独り住まい 247 27.9 10.9 23.1 34.8 3.2 61.9 34.8 3.2
夫婦二人住まい 526 27.6 7.0 28.7 33.5 3.2 63.3 33.5 3.2
夫婦に子どものみ 892 27.9 7.4 30.4 32.2 2.1 65.7 32.2 2.1
三世代同居 194 34.5 9.3 21.6 32.0 2.6 65.4 32.0 2.6
その他 48 22.9 6.3 14.6 52.1 4.2 43.8 52.1 4.2
無回答 68 20.6 17.6 16.2 42.6 2.9 54.4 42.6 2.9
５年未満 118 27.1 4.2 21.2 44.9 2.5 52.5 44.9 2.5
５～10年未満 113 17.7 11.5 31.0 37.2 2.7 60.2 37.2 2.7
10～20年未満 196 29.1 9.2 28.1 30.6 3.1 66.4 30.6 3.1
20～30年未満 272 28.3 8.1 29.0 33.5 1.1 65.4 33.5 1.1
30年以上 1,234 29.3 8.1 27.4 32.3 2.8 64.8 32.3 2.8
無回答 42 16.7 11.9 16.7 47.6 7.1 45.3 47.6 7.1
農林漁業 41 22.0 12.2 9.8 51.2 4.9 44.0 51.2 4.9
自営業 157 28.7 7.0 23.6 39.5 1.3 59.3 39.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 27.1 9.0 28.1 33.8 2.0 64.2 33.8 2.0
公務員 110 26.4 6.4 34.5 31.8 0.9 67.3 31.8 0.9
無職 791 30.8 7.8 27.2 30.7 3.4 65.8 30.7 3.4
学生 29 20.7 3.4 31.0 37.9 6.9 55.1 37.9 6.9
その他 34 17.6 8.8 29.4 41.2 2.9 55.8 41.2 2.9
無回答 65 20.0 10.8 24.6 40.0 4.6 55.4 40.0 4.6
中央区 458 24.5 8.1 31.4 33.4 2.6 64.0 33.4 2.6
東区 485 26.2 8.9 28.7 34.4 1.9 63.8 34.4 1.9
西区 230 24.3 12.2 24.8 35.2 3.5 61.3 35.2 3.5
南区 345 34.2 7.5 28.4 28.4 1.4 70.1 28.4 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 34.4 6.8 28.0 29.7 1.1 69.2 29.7 1.1
南区（富合地域） 31 38.7 9.7 25.8 22.6 3.2 74.2 22.6 3.2
南区（城南地域） 35 28.6 11.4 34.3 22.9 2.9 74.3 22.9 2.9

北区 371 31.8 5.7 21.8 35.8 4.9 59.3 35.8 4.9
北区（植木地域） 115 26.1 7.8 14.8 45.2 6.1 48.7 45.2 6.1
北区（旧熊本市地域） 256 34.4 4.7 25.0 31.6 4.3 64.1 31.6 4.3

無回答 86 27.9 9.3 23.3 38.4 1.2 60.5 38.4 1.2

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別

43 
 



 
②災害に備えて飲料水や食料を備蓄している量（問 13－１） 

 

（問 13 で選択肢１～３と回答した方にお尋ねします。） 

問 13－１ あなたは、何日分くらいの飲料水や食料を備蓄していますか。 

 
◆全体結果 
災害に備えて飲料水や食料を備蓄していると回答した 1,257 人が、何日分くらいの飲料水や

食料を備蓄しているかについては、「３日分」が 38.8％で最も高く、次いで「２日分」（30.2％）、

「４日分以上」（22.6％）、「１日分」（8.2％）の順となっている。 

 
図表２－８－３ 災害に備えて飲料水や食料を備蓄している量（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,257)

１日分

8.2 

２日分

30.2 

３日分

38.8 

４日分以上

22.6 

無回答

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「３日分」の割合が高く、男性 41.6％、女性 37.4％で、男性の

方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「３日分」の割合が高いのは、25～29 歳、30 歳代、40～44 歳、50～54 歳、

60歳以上で、この他の年代は「２日分」の割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「３日分」の割合が高い。なお、「３日分」の割合は、独り住

まいが 47.1％で最も高く、次いで夫婦二人住まい（42.0％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、5年未満を除いていずれも「３日分」の割合が高い。なお、「３

日分」の割合は、10～20 年未満が 40.8％で最も高く、次いで 30 年以上（39.9％）の順となっ

ている。 

◇職業別 
職業別にみると、いずれも「３日分」の割合が高い。なお、「３日分」の割合は、公務員が

43.2％で最も高く、次いで自営業（40.9％）、無職（40.1％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、いずれも「３日分」の割合が高い。なお、「３日分」の割合は、南区が 41.3％

で最も高く、以下、中央区 40.3％、東区 39.2％、北区 37.7％、西区 35.5％の順となっている。 
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図表２－８－４ 災害に備えて飲料水や食料を備蓄している量（属性別） 

 
 

　
サ
ン
プ
ル
数

１
日
分

２
日
分

３
日
分

４
日
分
以
上

無
回
答

全体 1,257 8.2 30.2 38.8 22.6 0.2
男性 452 7.5 26.8 41.6 23.9 0.2
女性 778 8.7 32.4 37.4 21.5 -
無回答 27 3.7 25.9 33.3 33.3 3.7
20～24歳 37 10.8 32.4 29.7 27.0 -
25～29歳 32 9.4 31.3 40.6 18.8 -
30～34歳 62 19.4 37.1 30.6 12.9 -
35～39歳 68 10.3 27.9 44.1 17.6 -
40～44歳 104 14.4 33.7 36.5 15.4 -
45～49歳 112 13.4 41.1 32.1 13.4 -
50～54歳 116 12.1 28.4 44.8 14.7 -
55～59歳 113 9.7 37.2 27.4 25.7 -
60～64歳 120 4.2 30.0 49.2 16.7 -
65～69歳 155 2.6 27.1 43.2 26.5 0.6
70～74歳 122 2.5 29.5 35.2 32.8 -
75～79歳 100 6.0 19.0 40.0 35.0 -
80歳以上 99 3.0 26.3 41.4 29.3 -
無回答 17 5.9 5.9 47.1 35.3 5.9
独り住まい 153 5.2 27.5 47.1 19.6 0.7
夫婦二人住まい 333 3.9 29.4 42.0 24.6 -
夫婦に子どものみ 586 11.9 30.4 35.2 22.5 -
三世代同居 127 7.1 36.2 34.6 22.0 -
その他 21 - 23.8 57.1 19.0 -
無回答 37 8.1 29.7 37.8 21.6 2.7
５年未満 62 11.3 30.6 29.0 29.0 -
５～10年未満 68 11.8 30.9 36.8 20.6 -
10～20年未満 130 10.0 34.6 40.8 14.6 -
20～30年未満 178 12.9 30.9 36.5 19.7 -
30年以上 800 6.5 29.6 39.9 23.9 0.1
無回答 19 - 15.8 42.1 36.8 5.3
農林漁業 18 5.6 33.3 33.3 27.8 -
自営業 93 3.2 28.0 40.9 28.0 -
会社、工場、商店、団体など勤務 480 11.0 35.6 37.5 15.6 0.2
公務員 74 17.6 24.3 43.2 14.9 -
無職 521 5.4 26.9 40.1 27.6 -
学生 16 18.8 25.0 31.3 25.0 -
その他 19 - 31.6 21.1 47.4 -
無回答 36 5.6 25.0 38.9 27.8 2.8
中央区 293 6.5 31.7 40.3 21.5 -
東区 309 8.1 31.4 39.2 21.0 0.3
西区 141 9.2 29.1 35.5 25.5 0.7
南区 242 10.3 24.8 41.3 23.6 -

南区（旧熊本市地域） 193 10.9 21.8 42.5 24.9 -
南区（富合地域） 23 4.3 26.1 43.5 26.1 -
南区（城南地域） 26 11.5 46.2 30.8 11.5 -

北区 220 6.8 32.7 37.7 22.7 -
北区（植木地域） 56 5.4 23.2 57.1 14.3 -
北区（旧熊本市地域） 164 7.3 36.0 31.1 25.6 -

無回答 52 11.5 32.7 30.8 25.0 -
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３ 生涯を通して健やかで、いきいきと暮らせる保健福祉の充実（第３章） 
 
（１）熊本市が豊かで活気あるまちだと感じる市民の割合（問 14） 
 

問 14 あなたは、熊本市が豊かで活気あるまちだと感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市が豊かで活気あるまちだと感じるかについては、「とても感じる」（4.7％）、「やや感じ

る」（35.5％）を合わせた割合は 40.2％で、「全く感じない」（3.7％）、「あまり感じない」（19.6％）

を合わせた割合（23.3％）を 16.9ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 40.0％）は

0.2 ポイント増で、ほとんど変わらない。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合（前回 24.7％）は 1.4ポイント減少している。 

 
図表３－１－１ 熊本市が豊かで活気あるまちだと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

4.5 

4.2 

4.2 

5.6 

5.8 

7.3 

5.4 

5.1 

5.5 

4.7 

やや感じる

27.9 

27.6 

28.0 

30.3 

32.2 

35.5 

31.4 

35.0 

34.5 

35.5 

どちらともいえない

34.0 

34.7 

34.0 

35.9 

34.5 

33.3 

33.8 

35.5 

33.3 

34.4 

あまり感じない

27.8 

28.6 

28.7 

23.7 

23.0 

20.3 

24.5 

20.4 

21.8 

19.6 

全く感じない

4.4 

4.6 

4.7 

3.0 

4.1 

2.7 

3.4 

3.3 

2.8 

3.7 

無回答

1.4 

0.3 

0.4 

1.4 

0.3 

0.9 

1.4 

0.6 

2.0 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 39.7％、女性 40.2％

で、女性の方がわずかに高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、20～24 歳が 54.6％で

最も高く、次いで 75～79歳（53.2％）、80歳以上（53.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 43.8％

で最も高く、次いで夫婦に子どものみ（39.6％）、夫婦二人住まい（39.5％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5年未満が

45.8％で最も高く、次いで 5～10 年未満（43.3％）、20～30 年未満（41.5％）の順となってい

る。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 51.2％で

最も高く、次いで公務員（47.3％）、学生（44.8％）、無職（41.8％）の順となっている。（農林

漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 43.4％で最

も高く、以下、東区 41.4％、西区 40.8％、南区 37.9％、北区 37.4％の順となっている。 
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図表３－１－２ 熊本市が豊かで活気あるまちだと感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 4.7 35.5 34.4 19.6 3.7 2.1 40.2 34.4 23.3 2.1
男性 784 5.1 34.6 34.2 19.6 4.3 2.2 39.7 34.2 23.9 2.2
女性 1,142 4.3 35.9 34.6 19.9 3.4 1.9 40.2 34.6 23.3 1.9
無回答 49 6.1 40.8 32.7 12.2 2.0 6.1 46.9 32.7 14.2 6.1
20～24歳 66 18.2 36.4 27.3 12.1 3.0 3.0 54.6 27.3 15.1 3.0
25～29歳 71 2.8 39.4 39.4 12.7 4.2 1.4 42.2 39.4 16.9 1.4
30～34歳 104 2.9 41.3 29.8 22.1 1.0 2.9 44.2 29.8 23.1 2.9
35～39歳 118 5.9 30.5 35.6 17.8 6.8 3.4 36.4 35.6 24.6 3.4
40～44歳 142 5.6 31.7 36.6 21.1 4.9 - 37.3 36.6 26.0 -
45～49歳 165 3.0 30.3 38.2 21.2 5.5 1.8 33.3 38.2 26.7 1.8
50～54歳 163 1.8 32.5 33.7 23.9 6.7 1.2 34.3 33.7 30.6 1.2
55～59歳 175 1.1 29.7 33.7 29.7 4.6 1.1 30.8 33.7 34.3 1.1
60～64歳 190 3.7 32.6 43.2 14.7 4.2 1.6 36.3 43.2 18.9 1.6
65～69歳 242 2.9 31.0 36.0 26.4 2.9 0.8 33.9 36.0 29.3 0.8
70～74歳 185 4.3 38.9 33.5 18.9 2.2 2.2 43.2 33.5 21.1 2.2
75～79歳 154 7.1 46.1 31.8 8.4 1.9 4.5 53.2 31.8 10.3 4.5
80歳以上 166 8.4 44.6 25.9 15.1 1.2 4.8 53.0 25.9 16.3 4.8
無回答 34 8.8 47.1 23.5 14.7 2.9 2.9 55.9 23.5 17.6 2.9
独り住まい 247 6.1 37.7 33.2 17.0 3.2 2.8 43.8 33.2 20.2 2.8
夫婦二人住まい 526 3.8 35.7 35.0 21.7 1.9 1.9 39.5 35.0 23.6 1.9
夫婦に子どものみ 892 4.3 35.3 34.0 20.0 4.6 1.9 39.6 34.0 24.6 1.9
三世代同居 194 5.2 32.5 37.6 18.0 4.6 2.1 37.7 37.6 22.6 2.1
その他 48 6.3 33.3 39.6 12.5 2.1 6.3 39.6 39.6 14.6 6.3
無回答 68 8.8 38.2 26.5 17.6 7.4 1.5 47.0 26.5 25.0 1.5
５年未満 118 6.8 39.0 31.4 17.8 2.5 2.5 45.8 31.4 20.3 2.5
５～10年未満 113 3.5 39.8 41.6 11.5 - 3.5 43.3 41.6 11.5 3.5
10～20年未満 196 6.1 30.1 35.2 21.9 3.6 3.1 36.2 35.2 25.5 3.1
20～30年未満 272 5.5 36.0 32.7 20.2 4.0 1.5 41.5 32.7 24.2 1.5
30年以上 1,234 4.0 35.3 34.5 20.1 4.2 1.9 39.3 34.5 24.3 1.9
無回答 42 9.5 42.9 26.2 16.7 2.4 2.4 52.4 26.2 19.1 2.4
農林漁業 41 7.3 43.9 24.4 12.2 7.3 4.9 51.2 24.4 19.5 4.9
自営業 157 3.8 31.8 37.6 20.4 5.1 1.3 35.6 37.6 25.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 4.1 32.4 38.4 20.3 3.2 1.6 36.5 38.4 23.5 1.6
公務員 110 5.5 41.8 31.8 16.4 2.7 1.8 47.3 31.8 19.1 1.8
無職 791 4.4 37.4 31.7 20.1 3.9 2.4 41.8 31.7 24.0 2.4
学生 29 13.8 31.0 31.0 13.8 3.4 6.9 44.8 31.0 17.2 6.9
その他 34 2.9 47.1 26.5 17.6 2.9 2.9 50.0 26.5 20.5 2.9
無回答 65 9.2 36.9 29.2 16.9 4.6 3.1 46.1 29.2 21.5 3.1
中央区 458 6.3 37.1 31.7 20.7 2.0 2.2 43.4 31.7 22.7 2.2
東区 485 3.3 38.1 35.1 18.6 3.3 1.6 41.4 35.1 21.9 1.6
西区 230 6.5 34.3 33.9 18.3 5.2 1.7 40.8 33.9 23.5 1.7
南区 345 4.3 33.6 36.5 20.3 3.8 1.4 37.9 36.5 24.1 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 4.7 35.1 34.8 20.8 3.6 1.1 39.8 34.8 24.4 1.1
南区（富合地域） 31 3.2 29.0 35.5 22.6 6.5 3.2 32.2 35.5 29.1 3.2
南区（城南地域） 35 2.9 25.7 51.4 14.3 2.9 2.9 28.6 51.4 17.2 2.9

北区 371 3.2 34.2 33.7 20.8 4.0 4.0 37.4 33.7 24.8 4.0
北区（植木地域） 115 3.5 27.0 32.2 27.0 5.2 5.2 30.5 32.2 32.2 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 3.1 37.5 34.4 18.0 3.5 3.5 40.6 34.4 21.5 3.5

無回答 86 5.8 27.9 40.7 15.1 10.5 - 33.7 40.7 25.6 -
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（２）健やかでいきいきと暮らしていると感じる市民の割合（問 15） 
 

問 15 あなたは、障がいや病気の有無に関わらず、健やかでいきいきと生活ができている

と感じますか。 

 
◆全体結果 
障がいや病気の有無に関わらず、健やかでいきいきと生活ができていると感じているかにつ

いては、「とても感じる」（9.4％）、「やや感じる」（38.4％）を合わせた割合は 47.8％で、「全

く感じない」（3.4％）、「あまり感じない」（16.5％）を合わせた割合（19.9％）を 27.9 ポイン

ト上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 47.0％）は

0.8 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

21.1％）は 1.2ポイント減少している。 

 
図表３－２－１ 健やかでいきいきと暮らしていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

16.6 

18.4 

18.4 

16.6 

17.2 

17.3 

17.0 

17.1 

9.7 

9.4 

やや感じる

39.7 

40.6 

40.1 

41.2 

41.6 

40.5 

39.9 

41.9 

37.3 

38.4 

どちらともいえない

25.4 

25.4 

26.9 

26.3 

26.2 

27.3 

27.2 

28.0 

30.4 

30.0 

あまり感じない

15.7 

13.0 

12.4 

12.8 

12.8 

12.6 

12.8 

11.3 

18.1 

16.5 

全く感じない

2.0 

2.4 

2.1 

2.0 

1.9 

2.0 

1.8 

1.6 

3.0 

3.4 

無回答

0.5 

0.2 

0.1 

1.1 

0.2 

0.3 

1.2 

0.1 

1.5 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 46.7％、女性 48.6％

で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 62.7％で

最も高く、次いで 75～79歳（58.4％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 52.2％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（51.3％）、三世代同居（49.5％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 50.7％で最も高く、次いで 5年未満（44.9％）、5～10年未満（44.3％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 68.3％で

最も高く、次いで自営業（52.2％）、学生（51.7％）、無職（51.1％）の順となっている。（農林

漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 49.1％で最も

高く、以下、東区 49.0％、南区 48.7％、北区 46.9％、中央区 46.5％の順となっている。 

 
  

51 
 



 
 

図表３－２－２ 健やかでいきいきと暮らしていると感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
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も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
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り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 9.4 38.4 30.0 16.5 3.4 2.3 47.8 30.0 19.9 2.3
男性 784 8.8 37.9 31.3 16.6 3.4 2.0 46.7 31.3 20.0 2.0
女性 1,142 9.8 38.8 29.2 16.5 3.3 2.3 48.6 29.2 19.8 2.3
無回答 49 8.2 38.8 28.6 12.2 6.1 6.1 47.0 28.6 18.3 6.1
20～24歳 66 21.2 33.3 25.8 16.7 - 3.0 54.5 25.8 16.7 3.0
25～29歳 71 7.0 38.0 33.8 15.5 4.2 1.4 45.0 33.8 19.7 1.4
30～34歳 104 6.7 36.5 32.7 17.3 3.8 2.9 43.2 32.7 21.1 2.9
35～39歳 118 7.6 28.8 36.4 19.5 5.1 2.5 36.4 36.4 24.6 2.5
40～44歳 142 7.0 33.1 34.5 19.0 6.3 - 40.1 34.5 25.3 -
45～49歳 165 6.1 35.2 35.8 18.2 3.0 1.8 41.3 35.8 21.2 1.8
50～54歳 163 5.5 36.2 29.4 20.9 5.5 2.5 41.7 29.4 26.4 2.5
55～59歳 175 4.0 35.4 34.3 21.1 3.4 1.7 39.4 34.3 24.5 1.7
60～64歳 190 5.3 40.0 34.7 15.8 2.1 2.1 45.3 34.7 17.9 2.1
65～69歳 242 8.7 45.9 27.3 14.5 2.5 1.2 54.6 27.3 17.0 1.2
70～74歳 185 16.8 36.8 28.1 13.5 3.2 1.6 53.6 28.1 16.7 1.6
75～79歳 154 14.9 43.5 24.7 12.3 1.3 3.2 58.4 24.7 13.6 3.2
80歳以上 166 15.7 47.0 15.7 12.7 3.0 6.0 62.7 15.7 15.7 6.0
無回答 34 8.8 35.3 32.4 11.8 8.8 2.9 44.1 32.4 20.6 2.9
独り住まい 247 8.9 43.3 25.1 16.6 3.6 2.4 52.2 25.1 20.2 2.4
夫婦二人住まい 526 9.1 42.2 28.7 16.0 1.3 2.7 51.3 28.7 17.3 2.7
夫婦に子どものみ 892 8.6 35.8 32.5 17.2 4.0 1.9 44.4 32.5 21.2 1.9
三世代同居 194 10.8 38.7 29.9 14.4 3.6 2.6 49.5 29.9 18.0 2.6
その他 48 20.8 27.1 20.8 22.9 4.2 4.2 47.9 20.8 27.1 4.2
無回答 68 10.3 33.8 32.4 11.8 10.3 1.5 44.1 32.4 22.1 1.5
５年未満 118 8.5 36.4 30.5 17.8 2.5 4.2 44.9 30.5 20.3 4.2
５～10年未満 113 2.7 41.6 39.8 11.5 1.8 2.7 44.3 39.8 13.3 2.7
10～20年未満 196 8.2 34.2 29.6 21.9 3.1 3.1 42.4 29.6 25.0 3.1
20～30年未満 272 9.2 32.7 37.9 15.4 3.7 1.1 41.9 37.9 19.1 1.1
30年以上 1,234 10.3 40.4 27.6 16.0 3.5 2.2 50.7 27.6 19.5 2.2
無回答 42 9.5 33.3 23.8 21.4 9.5 2.4 42.8 23.8 30.9 2.4
農林漁業 41 22.0 46.3 14.6 9.8 - 7.3 68.3 14.6 9.8 7.3
自営業 157 5.7 46.5 27.4 14.6 4.5 1.3 52.2 27.4 19.1 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 8.4 35.3 34.5 16.4 3.5 1.9 43.7 34.5 19.9 1.9
公務員 110 1.8 41.8 33.6 20.0 1.8 0.9 43.6 33.6 21.8 0.9
無職 791 10.6 40.5 26.4 16.7 3.2 2.7 51.1 26.4 19.9 2.7
学生 29 27.6 24.1 27.6 13.8 - 6.9 51.7 27.6 13.8 6.9
その他 34 8.8 17.6 47.1 23.5 - 2.9 26.4 47.1 23.5 2.9
無回答 65 10.8 36.9 24.6 13.8 12.3 1.5 47.7 24.6 26.1 1.5
中央区 458 8.5 38.0 31.9 14.8 3.7 3.1 46.5 31.9 18.5 3.1
東区 485 8.2 40.8 31.5 14.8 3.3 1.2 49.0 31.5 18.1 1.2
西区 230 11.7 37.4 27.0 18.3 3.9 1.7 49.1 27.0 22.2 1.7
南区 345 10.1 38.6 28.4 18.8 2.9 1.2 48.7 28.4 21.7 1.2

南区（旧熊本市地域） 279 10.8 39.8 26.5 19.4 2.9 0.7 50.6 26.5 22.3 0.7
南区（富合地域） 31 6.5 38.7 29.0 16.1 6.5 3.2 45.2 29.0 22.6 3.2
南区（城南地域） 35 8.6 28.6 42.9 17.1 - 2.9 37.2 42.9 17.1 2.9

北区 371 9.4 37.5 29.6 16.4 2.7 4.3 46.9 29.6 19.1 4.3
北区（植木地域） 115 8.7 34.8 29.6 19.1 2.6 5.2 43.5 29.6 21.7 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 9.8 38.7 29.7 15.2 2.7 3.9 48.5 29.7 17.9 3.9

無回答 86 10.5 33.7 27.9 19.8 7.0 1.2 44.2 27.9 26.8 1.2
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（３）健康づくりへの取り組みついて（問 16、16－１、16－２、16－３） 
①自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合（問 16） 

 

問 16 あなたは日ごろ、健康のための取り組みを行っていますか。 

 
◆全体結果 
日ごろ、健康のための取り組みを行っているかについては、「常に行っている」（22.2％）、「時々

行っている」（40.1％）を合わせた割合は 62.3％で、「全く行っていない」（7.2％）、「あまり行

っていない」（18.1％）を合わせた割合（25.3％）を 37.0 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合（前回 62.0％）

は 0.3ポイント増で、ほとんど変わらない。一方、「全く行っていない」、「あまり行っていない」

を合わせた割合（前回 27.5％）は 2.2ポイント減少している。 

 
図表３－３－１ 自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合（全体／経年比較） 
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◇性別 
性別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、男性 63.5％、女

性 61.6％で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、70～74歳が 74.1％

で最も高く、次いで 65～69歳、および 75～79歳（いずれも 72.7％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、夫婦二人住

まいが 70.5％で最も高く、次いで独り住まい（64.8％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、30

年以上が 64.5％で最も高く、次いで 5年未満（61.9％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、公務員が 70.0％

で最も高く、次いで無職（69.5％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、西区が 66.5％

で最も高く、以下、北区 62.8％、東区 62.7％、中央区 62.0％、南区 58.6％の順となっている。 
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図表３－３－２ 自ら健康づくりに取り組んでいる市民の割合（属性別） 
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」
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い
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ま
り
行
っ

て
い
な

い
」

＋
「

全
く
行
な
っ

て
い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 22.2 40.1 9.4 18.1 7.2 3.0 62.3 9.4 25.3 3.0
男性 784 20.8 42.7 9.2 16.3 7.9 3.1 63.5 9.2 24.2 3.1
女性 1,142 23.2 38.4 9.5 19.4 6.8 2.8 61.6 9.5 26.2 2.8
無回答 49 22.4 36.7 10.2 18.4 4.1 8.2 59.1 10.2 22.5 8.2
20～24歳 66 16.7 40.9 13.6 15.2 10.6 3.0 57.6 13.6 25.8 3.0
25～29歳 71 8.5 38.0 9.9 23.9 18.3 1.4 46.5 9.9 42.2 1.4
30～34歳 104 11.5 41.3 10.6 24.0 9.6 2.9 52.8 10.6 33.6 2.9
35～39歳 118 12.7 36.4 10.2 25.4 11.9 3.4 49.1 10.2 37.3 3.4
40～44歳 142 16.2 40.8 9.9 26.1 4.9 2.1 57.0 9.9 31.0 2.1
45～49歳 165 13.9 37.0 11.5 23.0 12.7 1.8 50.9 11.5 35.7 1.8
50～54歳 163 17.8 42.9 12.3 16.6 8.0 2.5 60.7 12.3 24.6 2.5
55～59歳 175 17.7 41.7 10.9 21.1 6.9 1.7 59.4 10.9 28.0 1.7
60～64歳 190 20.5 40.5 8.9 22.1 5.3 2.6 61.0 8.9 27.4 2.6
65～69歳 242 31.0 41.7 8.7 12.0 4.1 2.5 72.7 8.7 16.1 2.5
70～74歳 185 29.2 44.9 7.6 13.5 2.7 2.2 74.1 7.6 16.2 2.2
75～79歳 154 35.7 37.0 5.8 9.1 4.5 7.8 72.7 5.8 13.6 7.8
80歳以上 166 34.9 34.9 6.6 12.7 6.0 4.8 69.8 6.6 18.7 4.8
無回答 34 23.5 38.2 5.9 17.6 8.8 5.9 61.7 5.9 26.4 5.9
独り住まい 247 21.9 42.9 6.9 19.0 6.1 3.2 64.8 6.9 25.1 3.2
夫婦二人住まい 526 28.5 42.0 8.0 15.2 3.2 3.0 70.5 8.0 18.4 3.0
夫婦に子どものみ 892 19.2 39.5 10.2 20.5 7.6 3.0 58.7 10.2 28.1 3.0
三世代同居 194 19.6 37.1 13.9 16.0 10.8 2.6 56.7 13.9 26.8 2.6
その他 48 22.9 33.3 8.3 10.4 20.8 4.2 56.2 8.3 31.2 4.2
無回答 68 22.1 35.3 5.9 17.6 16.2 2.9 57.4 5.9 33.8 2.9
５年未満 118 14.4 47.5 5.1 22.9 6.8 3.4 61.9 5.1 29.7 3.4
５～10年未満 113 17.7 39.8 14.2 17.7 7.1 3.5 57.5 14.2 24.8 3.5
10～20年未満 196 18.4 38.8 8.7 21.4 7.7 5.1 57.2 8.7 29.1 5.1
20～30年未満 272 18.4 39.7 11.4 19.5 9.6 1.5 58.1 11.4 29.1 1.5
30年以上 1,234 25.0 39.5 9.1 16.8 6.7 2.9 64.5 9.1 23.5 2.9
無回答 42 16.7 45.2 7.1 21.4 4.8 4.8 61.9 7.1 26.2 4.8
農林漁業 41 26.8 26.8 9.8 17.1 7.3 12.2 53.6 9.8 24.4 12.2
自営業 157 20.4 37.6 10.2 20.4 10.2 1.3 58.0 10.2 30.6 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 14.8 39.0 11.0 24.9 8.2 2.1 53.8 11.0 33.1 2.1
公務員 110 23.6 46.4 10.0 9.1 9.1 1.8 70.0 10.0 18.2 1.8
無職 791 29.2 40.3 8.0 13.1 5.6 3.8 69.5 8.0 18.7 3.8
学生 29 17.2 41.4 13.8 13.8 6.9 6.9 58.6 13.8 20.7 6.9
その他 34 20.6 61.8 2.9 8.8 2.9 2.9 82.4 2.9 11.7 2.9
無回答 65 24.6 40.0 6.2 18.5 7.7 3.1 64.6 6.2 26.2 3.1
中央区 458 20.3 41.7 9.6 19.9 5.9 2.6 62.0 9.6 25.8 2.6
東区 485 23.1 39.6 8.5 18.6 7.8 2.5 62.7 8.5 26.4 2.5
西区 230 25.2 41.3 6.5 17.4 7.4 2.2 66.5 6.5 24.8 2.2
南区 345 21.2 37.4 12.2 18.0 8.1 3.2 58.6 12.2 26.1 3.2

南区（旧熊本市地域） 279 21.5 36.9 13.6 15.8 9.3 2.9 58.4 13.6 25.1 2.9
南区（富合地域） 31 22.6 29.0 9.7 29.0 3.2 6.5 51.6 9.7 32.2 6.5
南区（城南地域） 35 17.1 48.6 2.9 25.7 2.9 2.9 65.7 2.9 28.6 2.9

北区 371 22.6 40.2 9.2 16.4 6.5 5.1 62.8 9.2 22.9 5.1
北区（植木地域） 115 17.4 36.5 11.3 14.8 13.0 7.0 53.9 11.3 27.8 7.0
北区（旧熊本市地域） 256 25.0 41.8 8.2 17.2 3.5 4.3 66.8 8.2 20.7 4.3

無回答 86 22.1 40.7 10.5 16.3 9.3 1.2 62.8 10.5 25.6 1.2
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②健康のために実行していること（問 16－１） 

 

問 16－１ 次の項目の中で、あなたが実行していることをすべて選んでください。 

（複数回答） 

 
◆全体結果 
健康のために実行していることについては、「毎日朝食を食べる」が 75.5％で最も高く、次

いで「たばこを吸わない」（73.1％）、「健康診断を受診している（がん検診を除く）」（64.4％）、

「お酒を飲み過ぎないようにしている」（51.1％）、「睡眠を十分にとっている」（50.3％）など

の順となっている。 

前回調査と比較すると、割合の変動や順位の入れ替わりがあるものの、回答割合はほぼ同じ

傾向となっている。 

 
図表３－３－３ 健康のために実行していること（全体／経年比較） 
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平成25年度(n=3,370)
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「毎日朝食を食べる」が最も高くなっている。なお、「1 回 30

分以上の運動（ウォーキング等）を週２回以上している」、「健康診断を受診している」を除く

すべての項目で、女性の方が男性よりも回答割合が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、35～39 歳、40 歳代、55～59 歳、および 60 歳以上は「毎日朝食を食べる」

が最も高く、20 歳代、30～34 歳、および 50～54 歳は「たばこを吸わない」が最も高くなって

いる。なお、「たばこを吸わない」、「お酒を飲み過ぎないようにしている」以外の項目は、年代

が高い方が回答割合は概ね高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「毎日朝食を食べる」が最も高くなっている。なお、夫婦二

人住まいは、「体重調整に心がけている」、「ストレスをためないよう気分転換を図っている」を

除くすべての項目で、回答割合が他に比べて高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、20～30年未満を除いて「毎日朝食を食べる」が最も高くなって

いる。なお、20～30 年未満は「たばこを吸わない」が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、学生を除いて「毎日朝食を食べる」が最も高くなっている。なお、学生は

「たばこを吸わない」が最も高くなっている。なお、農林漁業は「米を中心とした栄養バラン

スの優れた日本型食生活を心がけている」の回答割合が他に比べて高くなっているほか、会社、

工場、商店、団体など勤務、および公務員は「健康診断を受診している（がん検診を除く）」の

回答割合が他に比べて高くなっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた

上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、いずれも「毎日朝食を食べる」が最も高くなっている。 
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図表３－３－４ 健康のために実行していること（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
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数

１
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3
0
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上
の
運
動
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ウ
ォ
ー
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ン
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等
）

を
週
２
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食
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１
日
２
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上
野
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栄
養
バ
ラ
ン
ス
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優
れ
た
「

日
本
型
食
生
活
」
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心
が

け
て
い
る

体
重
調
整
に
心
が
け
て
い
る

睡
眠
を
十
分
に
と
っ

て
い
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ス
ト
レ
ス
を
た
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な
い
よ
う
気
分
転

換
を
図
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て
い
る

た
ば
こ
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吸
わ
な
い

お
酒
を
飲
み
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
て

い
る

歯
磨
き
の
時
、

歯
間
部
清
掃
用
器
具

（

デ
ン
タ
ル
フ
ロ
ス
・
糸
付
よ
う
じ

・
歯
間
ブ
ラ
シ
）

を
使
用
し
て
い
る

健
康
診
断
を
受
診
し
て
い
る
（

が
ん

検
診
を
除
く
）

が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
る

無
回
答

全体 1,975 33.4 77.5 48.3 47.7 47.7 50.3 43.1 73.1 51.1 42.8 64.4 44.9 2.4
男性 784 36.6 72.4 40.4 46.4 43.6 49.7 39.4 65.9 45.5 32.3 64.8 35.7 2.6
女性 1,142 31.1 81.3 53.9 48.2 51.0 50.5 45.5 78.5 55.4 50.3 64.8 51.4 2.1
無回答 49 34.7 69.4 42.9 57.1 38.8 53.1 44.9 61.2 40.8 38.8 46.9 38.8 8.2
20～24歳 66 21.2 50.0 40.9 34.8 45.5 45.5 42.4 72.7 62.1 16.7 31.8 13.6 6.1
25～29歳 71 22.5 56.3 32.4 26.8 40.8 53.5 47.9 78.9 52.1 29.6 53.5 21.1 2.8
30～34歳 104 21.2 63.5 34.6 34.6 47.1 42.3 43.3 66.3 50.0 29.8 49.0 31.7 2.9
35～39歳 118 19.5 65.3 39.0 41.5 40.7 36.4 33.1 61.0 46.6 36.4 52.5 43.2 8.5
40～44歳 142 21.8 75.4 50.0 45.8 42.3 44.4 33.8 67.6 47.2 43.0 69.0 52.8 0.7
45～49歳 165 22.4 72.7 40.0 32.7 38.2 40.6 30.9 72.1 54.5 34.5 69.7 38.2 1.8
50～54歳 163 32.5 72.4 42.9 36.8 53.4 33.7 36.8 76.7 51.5 42.3 71.2 52.1 1.8
55～59歳 175 29.1 78.9 48.0 38.9 44.6 37.7 41.7 68.6 50.3 42.9 74.3 54.9 1.1
60～64歳 190 37.4 77.4 46.3 50.5 46.8 51.1 47.9 73.7 49.5 46.3 68.9 52.6 2.1
65～69歳 242 47.1 85.5 51.2 54.5 56.2 64.5 48.3 79.3 54.1 52.9 66.9 50.8 0.8
70～74歳 185 48.6 87.0 56.8 60.0 51.4 63.2 45.9 74.1 48.1 54.1 65.4 45.9 2.2
75～79歳 154 48.1 88.3 62.3 63.0 55.2 61.7 55.2 76.6 50.6 48.1 70.1 43.5 3.2
80歳以上 166 29.5 92.8 63.3 67.5 48.2 63.3 48.8 78.3 52.4 44.0 60.8 40.4 2.4
無回答 34 41.2 76.5 38.2 58.8 41.2 50.0 41.2 64.7 50.0 44.1 50.0 50.0 2.9
独り住まい 247 35.6 69.6 44.9 41.3 51.0 48.2 46.2 67.2 46.2 40.1 64.0 37.2 2.4
夫婦二人住まい 526 44.7 83.7 55.9 53.8 49.2 58.7 47.0 77.6 54.4 52.1 67.7 50.6 1.7
夫婦に子どものみ 892 30.0 76.5 46.0 46.2 46.5 47.1 40.8 72.8 50.7 40.8 64.8 44.4 2.5
三世代同居 194 20.1 80.4 45.4 45.4 44.3 47.9 41.8 72.2 51.0 38.1 62.9 45.4 2.6
その他 48 20.8 58.3 45.8 39.6 54.2 41.7 39.6 75.0 54.2 29.2 41.7 27.1 6.3
無回答 68 27.9 76.5 42.6 55.9 45.6 47.1 38.2 66.2 48.5 30.9 54.4 45.6 4.4
５年未満 118 29.7 68.6 49.2 40.7 46.6 45.8 40.7 66.9 49.2 39.0 60.2 33.9 3.4
５～10年未満 113 32.7 73.5 41.6 33.6 47.8 43.4 38.9 69.9 53.1 41.6 69.0 46.0 3.5
10～20年未満 196 27.6 71.4 43.9 37.2 46.4 43.4 38.3 66.8 49.0 39.3 62.2 38.3 4.1
20～30年未満 272 31.3 70.6 49.3 45.2 45.6 51.5 45.2 76.1 54.4 39.7 58.1 42.3 2.2
30年以上 1,234 35.0 81.0 49.8 51.5 48.8 52.0 44.2 74.6 50.9 44.7 66.3 47.4 2.0
無回答 42 38.1 81.0 33.3 57.1 40.5 54.8 38.1 66.7 47.6 40.5 57.1 45.2 2.4
農林漁業 41 19.5 85.4 53.7 70.7 41.5 56.1 48.8 78.0 51.2 31.7 46.3 41.5 7.3
自営業 157 26.1 73.2 45.2 52.2 50.3 50.3 34.4 66.9 47.1 48.4 54.1 40.1 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 24.2 71.3 39.0 36.1 41.8 43.2 37.2 70.1 50.1 35.2 71.1 45.6 2.0
公務員 110 39.1 72.7 50.9 44.5 50.0 41.8 41.8 70.9 52.7 33.6 79.1 54.5 1.8
無職 791 43.5 85.6 58.0 56.8 53.1 58.3 49.3 77.7 52.0 51.2 60.1 45.8 2.4
学生 29 20.7 55.2 34.5 37.9 34.5 41.4 34.5 62.1 55.2 13.8 17.2 10.3 10.3
その他 34 29.4 70.6 47.1 44.1 52.9 47.1 61.8 73.5 58.8 47.1 79.4 35.3 2.9
無回答 65 40.0 76.9 43.1 56.9 47.7 50.8 49.2 72.3 53.8 49.2 63.1 43.1 3.1
中央区 458 35.6 74.5 49.6 46.1 47.4 46.5 45.0 70.1 51.7 46.5 63.8 43.2 2.0
東区 485 32.4 78.6 50.7 47.0 47.8 55.3 42.7 77.9 54.4 43.1 67.8 49.9 1.6
西区 230 33.0 78.7 44.3 53.0 48.7 54.3 44.8 70.9 50.0 35.2 64.8 41.7 2.6
南区 345 30.4 79.1 47.2 49.6 46.7 51.9 41.7 76.2 51.0 39.4 66.1 46.1 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 29.4 79.9 48.4 50.2 47.7 53.0 42.3 77.8 53.0 41.9 66.3 45.9 0.7
南区（富合地域） 31 38.7 64.5 51.6 58.1 48.4 41.9 38.7 71.0 51.6 35.5 74.2 38.7 3.2
南区（城南地域） 35 31.4 85.7 34.3 37.1 37.1 51.4 40.0 68.6 34.3 22.9 57.1 54.3 5.7

北区 371 35.6 76.8 47.2 45.8 48.0 43.9 42.9 70.4 48.5 46.1 60.6 42.9 4.9
北区（植木地域） 115 31.3 77.4 46.1 45.2 43.5 41.7 39.1 70.4 51.3 40.9 58.3 33.9 6.1
北区（旧熊本市地域） 256 37.5 76.6 47.7 46.1 50.0 44.9 44.5 70.3 47.3 48.4 61.7 46.9 4.3

無回答 86 30.2 80.2 47.7 46.5 50.0 52.3 37.2 67.4 44.2 41.9 55.8 37.2 2.3
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③健康のために実行していること（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
健康のために実行していること（項目）を 1項目 1点として集計（12点満点）した結果につ

いては、「8 点」が 12.4％で最も高く、次いで「5 点」、「6 点」、「7 点」（いずれも 12.3％）、「4

点」（11.7％）の順となっている。なお、平均点は 6.2点となっている。 

前回調査と比較すると、日常的に健康維持のため実行している内容（項目）の平均点（前回

6.2 点）は前回と変わらない。 

 
図表３－３－５ 健康のために実行していること（ポイント集計／経年比較） 

 
 
◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 5.7点、女性 6.6点で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、70～74 歳が 7.2 点で最も高く、次いで 65～69 歳（7.1 点）、70

～74歳（7.0 点）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、夫婦二人住まいが 7.0 点で最も高く、次いで夫婦に子ども

のみ（6.1点）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、30 年以上が 6.5 点で最も高く、次いで 20～30 年未

満（6.1 点）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、無職が 6.9点で最も高く、次いで公務員（6.3点）、農林漁業（6.2

点）の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注

意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、東区が 6.5 点で最も高く、以下、南区 6.3 点、中央区、および

西区（いずれも 6.2点）、北区 6.1 点となっている。 

 
  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
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図表３－３－６ 健康のために実行していること（ポイント集計／属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

０
点
ま
た
は
無
回
答

１
点

２
点

３
点

４
点

５
点

６
点

７
点

８
点

９
点

1
0
点

1
1
点

1
2
点

平
均
点

全体 1,975 2.4 2.4 5.0 6.7 11.7 12.3 12.3 12.3 12.4 8.7 6.6 4.9 2.1 6.2
男性 784 2.6 4.1 6.0 8.5 13.0 13.6 12.8 12.5 11.2 6.0 5.0 3.2 1.5 5.7
女性 1,142 2.1 1.2 4.1 5.6 11.0 11.6 11.6 12.3 13.4 10.7 7.5 6.1 2.6 6.6
無回答 49 8.2 4.1 10.2 4.1 8.2 6.1 20.4 8.2 8.2 6.1 12.2 4.1 - 5.7
20～24歳 66 6.1 4.5 7.6 13.6 16.7 13.6 10.6 12.1 9.1 3.0 1.5 - 1.5 4.8
25～29歳 71 2.8 2.8 9.9 11.3 11.3 18.3 14.1 9.9 11.3 5.6 2.8 - - 5.2
30～34歳 104 2.9 4.8 6.7 9.6 21.2 11.5 13.5 9.6 9.6 7.7 1.9 1.0 - 5.1
35～39歳 118 8.5 2.5 9.3 9.3 14.4 14.4 10.2 6.8 10.2 4.2 4.2 5.1 0.8 5.2
40～44歳 142 0.7 4.2 4.9 7.0 14.1 14.1 12.7 12.7 13.4 7.0 5.6 2.8 0.7 5.9
45～49歳 165 1.8 4.8 6.7 10.9 13.3 13.9 12.7 12.1 10.9 6.1 4.8 0.6 1.2 5.5
50～54歳 163 1.8 1.8 4.9 6.1 15.3 15.3 11.0 14.7 10.4 9.2 4.9 1.8 2.5 6.0
55～59歳 175 1.1 - 4.0 10.3 16.0 12.0 12.6 14.9 11.4 7.4 4.6 5.1 0.6 6.1
60～64歳 190 2.1 3.7 2.6 6.3 10.5 12.1 13.2 12.1 10.0 12.1 6.8 4.2 4.2 6.5
65～69歳 242 0.8 0.4 5.4 3.3 7.9 9.5 11.6 14.5 14.9 11.6 8.3 8.7 3.3 7.1
70～74歳 185 2.2 1.1 2.7 5.4 7.6 8.6 11.9 14.1 16.2 11.4 8.1 8.1 2.7 7.0
75～79歳 154 3.2 1.9 1.9 1.3 8.4 13.0 9.7 9.7 13.0 9.1 16.2 8.4 3.9 7.2
80歳以上 166 2.4 2.4 3.6 3.0 7.2 10.2 13.9 11.4 17.5 9.6 7.2 9.0 2.4 6.9
無回答 34 2.9 2.9 11.8 5.9 2.9 11.8 23.5 8.8 2.9 8.8 11.8 2.9 2.9 6.1
独り住まい 247 2.4 1.6 6.5 8.9 15.8 10.1 14.6 12.1 8.9 6.9 4.5 6.1 1.6 5.9
夫婦二人住まい 526 1.7 1.3 2.3 5.5 9.1 11.2 12.7 11.8 13.5 10.1 9.7 6.7 4.4 7.0
夫婦に子どものみ 892 2.5 3.0 5.6 7.5 11.9 12.8 11.1 12.8 12.0 9.3 5.8 4.4 1.3 6.1
三世代同居 194 2.6 3.1 4.6 5.7 12.4 16.5 11.9 12.9 16.5 4.1 6.2 2.1 1.5 5.9
その他 48 6.3 4.2 10.4 - 18.8 10.4 16.7 6.3 16.7 8.3 - 2.1 - 5.3
無回答 68 4.4 2.9 10.3 5.9 8.8 11.8 14.7 11.8 7.4 10.3 7.4 4.4 - 5.8
５年未満 118 3.4 2.5 5.1 10.2 13.6 11.9 11.9 11.9 18.6 4.2 4.2 0.8 1.7 5.7
５～10年未満 113 3.5 4.4 7.1 6.2 9.7 9.7 15.9 14.2 8.8 8.0 8.0 3.5 0.9 5.9
10～20年未満 196 4.1 3.1 5.6 9.2 16.3 13.3 12.2 9.2 10.2 5.1 5.6 4.6 1.5 5.6
20～30年未満 272 2.2 2.9 4.8 9.6 11.0 14.7 11.0 11.4 12.1 5.9 6.3 5.1 2.9 6.1
30年以上 1,234 2.0 2.0 4.6 5.5 11.4 11.9 11.8 12.8 12.7 10.5 6.8 5.5 2.3 6.5
無回答 42 2.4 2.4 9.5 4.8 4.8 11.9 26.2 11.9 7.1 4.8 11.9 2.4 - 6.0
農林漁業 41 7.3 2.4 4.9 - 7.3 22.0 9.8 9.8 12.2 4.9 12.2 4.9 2.4 6.2
自営業 157 1.9 4.5 8.3 8.3 10.8 10.2 12.1 14.6 9.6 7.6 5.7 5.7 0.6 5.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 2.0 2.4 6.1 9.4 15.2 14.6 12.7 12.8 11.5 6.1 3.9 2.4 0.8 5.6
公務員 110 1.8 3.6 1.8 7.3 14.5 10.9 11.8 15.5 7.3 13.6 2.7 6.4 2.7 6.3
無職 791 2.4 1.8 3.8 4.2 8.3 10.5 11.9 11.1 15.4 10.1 9.2 7.3 3.9 6.9
学生 29 10.3 6.9 6.9 17.2 20.7 6.9 6.9 17.2 - 3.4 3.4 - - 4.2
その他 34 2.9 - - 2.9 23.5 14.7 8.8 5.9 8.8 20.6 8.8 2.9 - 6.5
無回答 65 3.1 3.1 6.2 4.6 3.1 10.8 20.0 10.8 9.2 13.8 12.3 3.1 - 6.5
中央区 458 2.0 3.1 4.1 8.1 11.6 10.3 12.7 13.8 13.1 10.3 6.3 3.7 1.1 6.2
東区 485 1.6 1.6 4.5 6.4 11.1 11.8 12.8 12.6 13.2 9.3 6.8 6.4 1.9 6.5
西区 230 2.6 3.0 2.6 7.4 13.9 10.4 15.2 11.3 12.2 7.8 6.1 6.5 0.9 6.2
南区 345 1.4 2.0 7.2 5.2 10.4 15.1 13.0 11.9 11.9 8.4 5.8 4.3 3.2 6.3

南区（旧熊本市地域） 279 0.7 1.8 7.2 5.7 10.4 13.3 14.7 12.5 11.5 7.9 5.7 4.7 3.9 6.4
南区（富合地域） 31 3.2 - 12.9 3.2 6.5 16.1 6.5 12.9 19.4 9.7 6.5 3.2 - 6.1
南区（城南地域） 35 5.7 5.7 2.9 2.9 14.3 28.6 5.7 5.7 8.6 11.4 5.7 2.9 - 5.5

北区 371 4.9 2.4 5.1 6.7 12.1 14.8 9.2 11.3 10.5 7.0 7.3 4.6 4.0 6.1
北区（植木地域） 115 6.1 2.6 8.7 6.1 12.2 11.3 10.4 12.2 11.3 5.2 6.1 4.3 3.5 5.8
北区（旧熊本市地域） 256 4.3 2.3 3.5 7.0 12.1 16.4 8.6 10.9 10.2 7.8 7.8 4.7 4.3 6.2

無回答 86 2.3 3.5 9.3 5.8 14.0 9.3 10.5 10.5 15.1 8.1 9.3 2.3 - 5.9
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④過去１年間（乳がん・子宮頸がんは過去２年間）に受診したがん検診（問 16－２） 

 

（問 16－１で「12．がん検診を受診している」と回答した方にお尋ねします。） 

問 16－２ 過去１年間（乳がん・子宮頸がんは過去２年間）に受診したがん検診（市で行

う検診、人間ドック、職場における検診等）はどれですか。（複数回答） 

 
◆全体結果 
問 10-1で「がん検診を受診している」と回答した 886人が、過去１年間（乳がん・子宮頸が

んは過去２年間）に受診したがん検診は、「胃がん検診」が 60.8％で最も高く、次いで「大腸

がん検診」（54.9％）、「肺がん検診」（53.8％）の順となっている。 

前回調査と比較すると、「肺がん検診」、「胃がん検診」、「大腸がん検診」の割合は増加してい

る。 

 
図表３－３－７ 過去１年間（乳がん・子宮頸がんは過去２年間）に受診したがん検診（全体／経年比較） 
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◇性別 
性別にみると、「肺がん検診」、「胃がん検診」、「大腸がん検診」の割合は男性の方が女性より

も高くなっている。 

なお、女性の「乳がん検診」は 60.0％、「子宮頸がん検診」は 61.2％となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「肺がん検診」が 80歳以上（70.1％）、「胃がん検診」は 75～79歳（73.1％）、

「大腸がん検診」は 65～69 歳（73.2％）が、それぞれ最も高くなっている。なお、「乳がん検

診」は 40～44 歳（62.7％）、「子宮頸がん検診」は 30～34 歳（93.9％）が、それぞれ最も高く

なっている。（30～34 歳はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必

要がある。なお、20～24歳はサンプル数が少ないため分析から除外する。） 

◇家族構成別  
家族構成別にみると、いずれも「胃がん検診」が最も高くなっている。なお、夫婦二人住ま

いは、「胃がん検診」（69.2％）の回答割合が他に比べて高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、5年未満を除いて「胃がん検診」が最も高くなっている。なお、

5年未満は「乳がん検診」、「子宮頸がん検診」（いずれも 65.0％）の回答割合の方が高くなって

いる。 

◇職業別 
職業別にみると、農林漁業は「肺がん検診」、および「胃がん検診」（いずれも 70.6％）が最

も高く、自営業と無職は「胃がん検診」、および「大腸がん検診」が最も高くなっている。会社、

工場、商店、団体など勤務、および公務員は「胃がん検診」が最も高くなっている。（農林漁業

はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある。なお、学生は

サンプル数が少ないため分析から除外する。） 

◇地区別 
地区別にみると、いずれも「胃がん検診」が最も高くなっている。なお、北区は「肺がん検

診」（61.0％）の回答割合が他に比べて高くなっている。 
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図表３－３－８ 過去１年間（乳がん・子宮頸がんは過去２年間）に受診したがん検診（属性別） 
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撮
影
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音
波

（

エ
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な
ど

子
宮
頸
が
ん
検
診
（

子
宮
の

細
胞
診
検
査
な
ど
）

無
回
答

全体 886 53.8 60.8 54.9 40.1 41.0 1.8
男性 280 68.6 78.2 70.4 - - 2.9
女性 587 46.0 52.6 47.5 60.0 61.2 1.2
無回答 19 78.9 57.9 52.6 15.8 21.1 5.3
20～24歳 9 - - - 33.3 100.0 -
25～29歳 15 6.7 - 6.7 33.3 86.7 -
30～34歳 33 18.2 15.2 18.2 51.5 93.9 -
35～39歳 51 27.5 35.3 35.3 47.1 76.5 3.9
40～44歳 75 45.3 54.7 45.3 62.7 54.7 1.3
45～49歳 63 54.0 65.1 52.4 55.6 47.6 3.2
50～54歳 85 44.7 57.6 50.6 55.3 55.3 3.5
55～59歳 96 60.4 64.6 57.3 47.9 38.5 -
60～64歳 100 63.0 76.0 68.0 41.0 37.0 -
65～69歳 123 62.6 74.0 73.2 37.4 29.3 0.8
70～74歳 85 60.0 58.8 63.5 23.5 25.9 4.7
75～79歳 67 62.7 73.1 64.2 20.9 16.4 1.5
80歳以上 67 70.1 71.6 49.3 9.0 10.4 1.5
無回答 17 70.6 52.9 47.1 23.5 17.6 5.9
独り住まい 92 57.6 58.7 57.6 45.7 39.1 1.1
夫婦二人住まい 266 59.4 69.2 60.9 34.6 33.8 0.8
夫婦に子どものみ 396 50.3 58.8 52.3 43.7 47.5 2.3
三世代同居 88 47.7 53.4 46.6 40.9 40.9 2.3
その他 13 46.2 38.5 46.2 23.1 38.5 -
無回答 31 61.3 51.6 54.8 29.0 25.8 6.5
５年未満 40 50.0 42.5 45.0 65.0 65.0 -
５～10年未満 52 42.3 53.8 57.7 42.3 42.3 1.9
10～20年未満 75 62.7 65.3 58.7 44.0 48.0 -
20～30年未満 115 45.2 52.2 44.3 40.9 55.7 -
30年以上 585 55.2 63.8 56.9 38.1 36.2 2.4
無回答 19 68.4 63.2 52.6 21.1 15.8 5.3
農林漁業 17 70.6 70.6 41.2 29.4 35.3 -
自営業 63 54.0 68.3 68.3 30.2 31.7 -
会社、工場、商店、団体など勤務 341 49.0 58.1 47.2 48.4 50.4 2.1
公務員 60 61.7 80.0 70.0 33.3 40.0 -
無職 362 55.8 59.7 59.7 35.6 34.0 1.9
学生 3 - - - - 100.0 -
その他 12 66.7 66.7 50.0 41.7 41.7 -
無回答 28 60.7 50.0 39.3 42.9 35.7 7.1
中央区 198 51.0 59.1 56.1 43.9 42.4 1.0
東区 242 49.6 56.6 52.1 44.2 44.2 2.1
西区 96 58.3 66.7 59.4 39.6 31.3 -
南区 159 54.1 58.5 56.0 41.5 45.9 0.6

南区（旧熊本市地域） 128 50.8 56.3 54.7 42.2 46.1 0.8
南区（富合地域） 12 58.3 58.3 58.3 50.0 58.3 -
南区（城南地域） 19 73.7 73.7 63.2 31.6 36.8 -

北区 159 61.0 68.6 57.2 34.6 36.5 2.5
北区（植木地域） 39 61.5 82.1 69.2 41.0 41.0 2.6
北区（旧熊本市地域） 120 60.8 64.2 53.3 32.5 35.0 2.5

無回答 32 53.1 59.4 37.5 28.1 43.8 6.3
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⑤がん検診を受診していない理由（問 16－３） 

 

（問 16－１で「12．がん検診を受診している」と回答しなかった方にお尋ねします。） 

問 16－３ 受診していない理由はなんですか。（複数回答） 

 
◆全体結果 
問 10-1で「がん検診を受診している」と回答しなかった 1,089 人が、がん検診を受診してい

ない理由としては、「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が 32.9％で最も高く、

次いで「費用がかかるから」（21.5％）、「めんどうだから」（19.4％）、「時間が取れなかったか

ら」（18.8％）などの順となっている。 

 
図表３－３－９ がん検診を受診していない理由（全体のみ） 

 
※ 熊本市の行うがん検診は、乳がん検診については、40 歳以上で年度内に偶数年齢になる女性、子宮頸 

がんについては、20 歳以上で年度内に偶数年齢になる女性。その他の検診については、年度内に 40 歳

以上になる方 
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が最も高

くなっている。なお、男性は「費用がかかるから」（24.2％）の回答割合が女性に比べて高い。

一方、女性は「検診などに不安があるから」（17.8％）、「心配なときはいつでも医療機関を受診

できるから」（37.7％）の回答割合が男性に比べて高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、55～59 歳、および 60 歳以上は「心配なときはいつでも医療機関を受診で

きるから」が最も高くなっている。なお、20～24 歳は「めんどうだから」、および「対象年齢

ではないから」（いずれも 33.3％）、25～29歳は「対象年齢ではないから」（35.7％）、30歳代、

および 50～54歳は「費用がかかるから」、40歳代は「時間が取れなかったから」が、それぞれ

最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が最も

高くなっている。なお、夫婦二人住まいは「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」

（41.5％）が、三世代同居は「めんどうだから」（30.2％）の回答割合が他に比べて高くなって

いる。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、5年未満は「費用がかかるから」、および「対象年齢ではないか

ら」（いずれも 21.8％）、5～10年未満、および 30年以上は「心配なときはいつでも医療機関を

受診できるから」、10～20年未満は「時間が取れなかったから」（29.8％）、20～30年未満は「費

用がかかるから」（28.7％）が、それぞれ最も高くなっている。なお、30 年以上は「心配なと

きはいつでも医療機関を受診できるから」（41.6％）の回答割合が他に比べて高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、農林漁業、自営業、無職は「心配なときはいつでも医療機関を受診できる

から」、会社、工場、商店、団体など勤務、および公務員は「費用がかかるから」、学生は「、

めんどうだから」（34.6％）が、それぞれ最も高くなっている。（農林漁業、学生はサンプル数

が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、いずれも「心配なときはいつでも医療機関を受診できるから」が最も高く

なっている。 
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図表３－３－10 がん検診を受診していない理由（属性別） 
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対
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は
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い
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そ
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無
回
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全体 1,089 5.9 18.8 21.5 19.4 12.2 9.7 32.9 8.8 7.1 19.8
男性 504 7.3 18.5 24.2 18.3 5.8 9.3 28.2 10.3 6.3 25.4
女性 555 4.9 19.1 19.8 20.2 17.8 10.1 37.7 7.7 7.9 14.8
無回答 30      - 20.0 6.7 23.3 16.7 10.0 23.3 3.3 3.3 20.0
20～24歳 57 3.5 15.8 21.1 33.3 15.8 14.0 14.0 33.3 1.8 17.5
25～29歳 56 14.3 23.2 30.4 16.1 17.9 7.1 14.3 35.7      - 17.9
30～34歳 71 1.4 22.5 33.8 18.3 8.5 11.3 16.9 28.2 5.6 23.9
35～39歳 67 11.9 20.9 23.9 17.9 9.0 4.5 4.5 20.9 10.4 29.9
40～44歳 67 9.0 37.3 25.4 20.9 11.9 10.4 20.9 4.5 9.0 19.4
45～49歳 102 6.9 35.3 34.3 16.7 12.7 5.9 12.7 5.9 11.8 14.7
50～54歳 78 6.4 23.1 32.1 21.8 14.1 5.1 23.1 1.3 6.4 23.1
55～59歳 79 3.8 27.8 24.1 22.8 15.2 5.1 32.9 1.3 8.9 24.1
60～64歳 90 10.0 18.9 17.8 17.8 12.2 8.9 38.9 2.2 10.0 17.8
65～69歳 119 4.2 15.1 20.2 21.8 21.8 16.8 41.2      - 6.7 16.8
70～74歳 100      - 7.0 14.0 23.0 9.0 8.0 50.0      - 8.0 19.0
75～79歳 87 5.7 8.0 6.9 16.1 4.6 17.2 63.2 1.1 3.4 19.5
80歳以上 99 5.1      - 7.1 8.1 4.0 9.1 64.6 8.1 6.1 19.2
無回答 17      - 17.6 11.8 29.4 23.5 11.8 17.6 5.9 5.9 17.6
独り住まい 155 3.9 14.2 23.9 14.8 15.5 8.4 38.7 8.4 3.2 18.1
夫婦二人住まい 260 4.6 14.6 16.2 17.3 11.5 11.9 41.5 3.8 9.2 19.2
夫婦に子どものみ 496 6.7 22.4 24.6 20.0 11.7 8.9 27.0 11.5 7.3 21.0
三世代同居 106 9.4 22.6 24.5 30.2 11.3 10.4 37.7 7.5 6.6 11.3
その他 35 2.9 11.4 2.9 11.4 8.6 11.4 22.9 8.6 5.7 40.0
無回答 37 5.4 16.2 16.2 21.6 16.2 8.1 21.6 13.5 8.1 21.6
５年未満 78 7.7 20.5 21.8 7.7 16.7 2.6 9.0 21.8 11.5 25.6
５～10年未満 61 4.9 14.8 21.3 13.1 8.2 9.8 29.5 23.0 3.3 27.9
10～20年未満 121 6.6 29.8 27.3 12.4 10.7 9.1 19.8 10.7 6.6 19.0
20～30年未満 157 6.4 28.0 28.7 26.1 14.0 11.5 22.3 17.2 10.2 14.0
30年以上 649 5.7 14.9 19.1 20.8 11.7 10.3 41.6 3.4 6.2 19.9
無回答 23      - 13.0 8.7 26.1 17.4 8.7 17.4 13.0 8.7 21.7
農林漁業 24 4.2 20.8 4.2 25.0 20.8 16.7 37.5 4.2      - 29.2
自営業 94 2.1 30.9 23.4 26.6 8.5 11.7 37.2 4.3 7.4 20.2
会社、工場、商店、団体など勤務 407 6.6 27.0 29.2 18.7 12.0 8.4 20.1 11.1 6.1 20.4
公務員 50 10.0 16.0 24.0 12.0 2.0 10.0 12.0 16.0 8.0 26.0
無職 429 5.8 8.4 14.9 18.2 13.3 10.5 47.8 5.1 8.6 18.6
学生 26 7.7 19.2 26.9 34.6 15.4 7.7 15.4 38.5      - 11.5
その他 22 4.5 18.2 18.2 22.7 18.2 9.1 22.7 18.2      - 18.2
無回答 37 2.7 21.6 13.5 16.2 13.5 8.1 32.4 5.4 10.8 18.9
中央区 260 6.2 16.9 21.5 16.9 12.7 10.4 30.4 11.5 9.6 17.3
東区 243 6.6 22.2 27.2 18.5 12.8 11.1 35.8 9.1 4.5 16.9
西区 134 6.7 17.2 18.7 21.6 11.2 10.4 36.6 6.7 3.0 19.4
南区 186 4.8 19.9 19.9 24.7 8.1 10.8 34.9 8.1 5.4 21.0

南区（旧熊本市地域） 151 4.6 21.2 20.5 25.8 8.6 9.9 35.8 6.0 4.6 21.2
南区（富合地域） 19      - 10.5 21.1 10.5 10.5 26.3 31.6 15.8 15.8 21.1
南区（城南地域） 16 12.5 18.8 12.5 31.3      -      - 31.3 18.8      - 18.8

北区 212 6.1 19.3 20.8 19.3 15.1 6.6 31.1 7.1 10.8 22.2
北区（植木地域） 76 5.3 18.4 18.4 15.8 15.8 2.6 25.0 6.6 14.5 30.3
北区（旧熊本市地域） 136 6.6 19.9 22.1 21.3 14.7 8.8 34.6 7.4 8.8 17.6

無回答 54 1.9 11.1 11.1 11.1 13.0 7.4 22.2 9.3 7.4 33.3
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（４）医療について（問 17、17－１（１）、17－１（２）） 
①安心して適切な医療が受けられると感じている市民の割合（問 17） 

 

問 17 あなたは、安心して適切な医療が受けられると感じていますか。 

 
◆全体結果 
安心して適切な医療が受けられると感じているかについては、「とても感じる」（21.0％）、「や

や感じる」（50.7％）を合わせた割合は 71.7％で、「全く感じない」（1.2％）、「あまり感じない」

（6.7％）を合わせた割合（7.9％）を 63.8 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 66.4％）は

5.3 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

10.0％）は 2.1ポイント減少している。 

 
図表３－４－１ 安心して適切な医療が受けられると感じている市民の割合（全体／経年比較） 
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1.2 

無回答

1.3 

10.1 

11.0 

13.1 

11.5 

6.6 

1.6 

5.1 

3.3 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 72.6％、女性 71.1％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、70～74 歳が 84.3％で

最も高く、次いで 75～79歳（83.2％）、80歳以上（81.3％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、夫婦二人住まいが

74.1％で最も高く、次いで独り住まい（73.7％）、夫婦に子どものみ（71.2％）の順となってい

る。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5～10年未

満が 75.2％で最も高く、次いで 30年以上（72.2％）、20～30年未満（71.7％）の順となってい

る。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、学生が 86.2％で最も

高く、次いで農林漁業（75.6％）、公務員（75.5％）、無職（75.3％）の順となっている。（農林

漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 74.9％で最

も高く、以下、東区 74.5％、南区 70.2％、北区 69.0％、西区 68.2％の順となっている。 
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図表３－４－２ 安心して適切な医療が受けられると感じている市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
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数
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る
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じ
る

ど
ち
ら
と
も
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え
な
い
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り
感
じ
な
い
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感
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い
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答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
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じ
る
」

ど
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ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 21.0 50.7 18.9 6.7 1.2 1.5 71.7 18.9 7.9 1.5
男性 784 21.7 50.9 19.8 4.6 1.4 1.7 72.6 19.8 6.0 1.7
女性 1,142 20.0 51.1 18.5 8.0 1.0 1.5 71.1 18.5 9.0 1.5
無回答 49 32.7 38.8 14.3 12.2 2.0 - 71.5 14.3 14.2 -
20～24歳 66 21.2 53.0 24.2 1.5 - - 74.2 24.2 1.5 -
25～29歳 71 25.4 47.9 19.7 7.0 - - 73.3 19.7 7.0 -
30～34歳 104 16.3 46.2 25.0 10.6 1.0 1.0 62.5 25.0 11.6 1.0
35～39歳 118 16.1 45.8 31.4 4.2 1.7 0.8 61.9 31.4 5.9 0.8
40～44歳 142 14.8 55.6 19.7 8.5 1.4 - 70.4 19.7 9.9 -
45～49歳 165 13.9 46.7 29.7 7.3 1.8 0.6 60.6 29.7 9.1 0.6
50～54歳 163 14.1 50.3 24.5 8.6 1.2 1.2 64.4 24.5 9.8 1.2
55～59歳 175 10.9 56.0 20.6 10.3 1.7 0.6 66.9 20.6 12.0 0.6
60～64歳 190 12.6 59.5 18.9 6.8 1.6 0.5 72.1 18.9 8.4 0.5
65～69歳 242 21.9 51.7 16.5 7.4 0.8 1.7 73.6 16.5 8.2 1.7
70～74歳 185 30.8 53.5 8.6 2.2 1.6 3.2 84.3 8.6 3.8 3.2
75～79歳 154 37.7 45.5 9.1 5.8 - 1.9 83.2 9.1 5.8 1.9
80歳以上 166 34.3 47.0 9.6 3.0 0.6 5.4 81.3 9.6 3.6 5.4
無回答 34 32.4 29.4 14.7 17.6 2.9 2.9 61.8 14.7 20.5 2.9
独り住まい 247 21.1 52.6 15.4 7.7 0.8 2.4 73.7 15.4 8.5 2.4
夫婦二人住まい 526 21.1 53.0 16.5 5.7 1.7 1.9 74.1 16.5 7.4 1.9
夫婦に子どものみ 892 20.3 50.9 20.5 6.6 0.8 0.9 71.2 20.5 7.4 0.9
三世代同居 194 20.6 46.4 21.6 9.3 0.5 1.5 67.0 21.6 9.8 1.5
その他 48 18.8 58.3 16.7 2.1 - 4.2 77.1 16.7 2.1 4.2
無回答 68 30.9 30.9 22.1 8.8 5.9 1.5 61.8 22.1 14.7 1.5
５年未満 118 20.3 49.2 19.5 7.6 0.8 2.5 69.5 19.5 8.4 2.5
５～10年未満 113 23.9 51.3 19.5 3.5 0.9 0.9 75.2 19.5 4.4 0.9
10～20年未満 196 16.3 53.1 21.9 7.7 0.5 0.5 69.4 21.9 8.2 0.5
20～30年未満 272 19.1 52.6 21.0 6.3 - 1.1 71.7 21.0 6.3 1.1
30年以上 1,234 21.5 50.7 17.9 6.7 1.5 1.7 72.2 17.9 8.2 1.7
無回答 42 33.3 31.0 16.7 11.9 4.8 2.4 64.3 16.7 16.7 2.4
農林漁業 41 34.1 41.5 19.5 2.4 - 2.4 75.6 19.5 2.4 2.4
自営業 157 20.4 47.8 21.7 7.6 1.3 1.3 68.2 21.7 8.9 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 15.6 52.4 23.8 6.4 0.8 0.9 68.0 23.8 7.2 0.9
公務員 110 16.4 59.1 13.6 9.1 0.9 0.9 75.5 13.6 10.0 0.9
無職 791 25.7 49.6 14.7 6.3 1.5 2.3 75.3 14.7 7.8 2.3
学生 29 13.8 72.4 13.8 - - - 86.2 13.8 - -
その他 34 26.5 47.1 14.7 8.8 - 2.9 73.6 14.7 8.8 2.9
無回答 65 26.2 36.9 20.0 13.8 3.1 - 63.1 20.0 16.9 -
中央区 458 21.2 53.7 15.7 6.8 1.3 1.3 74.9 15.7 8.1 1.3
東区 485 19.0 55.5 17.9 6.6 0.2 0.8 74.5 17.9 6.8 0.8
西区 230 25.2 43.0 20.9 6.5 1.7 2.6 68.2 20.9 8.2 2.6
南区 345 20.6 49.6 20.3 6.4 1.4 1.7 70.2 20.3 7.8 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 21.5 47.0 20.8 7.5 1.4 1.8 68.5 20.8 8.9 1.8
南区（富合地域） 31 19.4 51.6 19.4 3.2 3.2 3.2 71.0 19.4 6.4 3.2
南区（城南地域） 35 14.3 68.6 17.1 - - - 82.9 17.1 - -

北区 371 20.8 48.2 20.2 7.8 1.6 1.3 69.0 20.2 9.4 1.3
北区（植木地域） 115 19.1 40.9 24.3 12.2 1.7 1.7 60.0 24.3 13.9 1.7
北区（旧熊本市地域） 256 21.5 51.6 18.4 5.9 1.6 1.2 73.1 18.4 7.5 1.2

無回答 86 22.1 44.2 24.4 4.7 1.2 3.5 66.3 24.4 5.9 3.5

地
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数値 = ％
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別
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代
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族
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成
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数
別
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②病院を受診したときに感じたこと（問 17－１） 

 

問 17－１ 次の項目について、該当する場合は「１.はい」、該当しない場合は「２．いい

え」を○で囲んでください。 

（１）あなたや家族が病院を受診した時に感じたこと 

 
◆全体結果 
病院を受診したときに感じたことについて、「はい」の回答割合をみると、「医師や看護師等

による説明が理解できた」が 89.3％で最も高く、以下、「医師や職員を信頼して治療を受けた」

（85.7％）、「医師や職員の対応がよかった」（84.3％）、「診断や治療方針について納得できた」

（81.3％）、「プライバシー保護に配慮がされていた」（80.5％）、「医療事故の防止に配慮がされ

ていた」（78.7％）、「医師や職員に気軽に質問できた」（78.5％）の順となっている。 

前回調査と比較すると、いずれの項目も「はい」の回答割合が増加している。 

 
図表３－４－３ 病院を受診したときに感じたこと（全体／経年比較） 

 

  

はい

89.3

78.5

81.3

85.7

78.7

80.5

84.3

いいえ

6.8

17.3

13.5

9.5

11.5

11.4

10.1

無回答

3.9

4.2

5.2

4.8

9.8

8.1

5.6

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

凡例

①医師や看護師等による

説明が理解できた

②医師や職員に気軽に質問できた

③診断や治療方針について納得できた

④医師や職員を信頼して治療を受けた

⑤医療事故の防止に配慮がされていた

⑥プライバシー保護に配慮がされていた

⑦医師や職員の対応がよかった

(n=1,975)

平成21年度
（n=4,540）

平成22年度
（n=4,677）

平成23年度
（n=3,775）

平成24年度
（n=3,780）

平成25年度
（n=3,370）

平成26年度
（n=3,542）

平成27年度
（n=1,517）

平成28年度
（n=2,107）

平成29年度
（n=1,975）

はい 85.4 87.3 86.8 87.0 87.9 87.8 88.2 86.9 89.3
いいえ 11.6 9.8 9.6 10.4 8.8 8.1 8.6 9.2 6.8
無回答 3.0 2.8 3.5 2.7 3.3 4.1 3.2 3.8 3.9

はい 72.6 73.1 72.7 73.1 74.4 74.6 76.5 75.0 78.5
いいえ 24.1 23.7 23.3 23.8 22.1 21.0 19.9 21.3 17.3
無回答 3.3 3.2 4.0 3.1 3.5 4.3 3.6 3.7 4.2

はい 77.3 78.6 77.9 78.6 79.3 79.6 81.1 79.4 81.3
いいえ 18.6 17.5 17.7 17.6 16.6 15.5 14.8 15.6 13.5
無回答 4.1 4.0 4.4 3.8 4.2 4.9 4.1 5.0 5.2

はい 84.5 84.8 83.8 84.9 85.3 85.3 86.8 84.1 85.7
いいえ 11.7 11.7 11.9 11.6 10.7 9.9 9.4 11.7 9.5
無回答 3.8 3.5 4.3 3.5 4.0 4.8 3.8 4.2 4.8

はい 76.5 79.2 77.7 78.7 79.8 80.4 80.0 77.3 78.7
いいえ 15.4 13.7 14.6 14.2 12.8 11.7 12.9 11.8 11.5
無回答 8.1 7.2 7.7 7.1 7.4 7.9 7.1 10.9 9.8

はい 75.6 77.7 77.3 78.1 78.8 78.7 80.0 79.0 80.5
いいえ 17.5 16.3 15.9 15.7 14.8 14.8 14.0 13.2 11.4
無回答 6.9 6.0 6.8 6.1 6.4 6.5 6.0 7.8 8.1

はい 80.7 82.5 80.1 81.9 82.7 81.9 84.5 80.6 84.3
いいえ 14.6 13.4 14.8 13.9 12.3 12.5 11.2 14.0 10.1
無回答 4.6 4.0 5.1 4.3 5.0 5.6 4.3 5.5 5.6

⑦　医師や職員の対応がよかった

①　医師や看護師等による説明が理解できた

②　医師や職員に気軽に質問できた

③　診断や治療方針について納得できた

④　医師や職員を信頼して治療を受けた

⑤　医療事故の防止に配慮がされていた

⑥　プライバシー保護に配慮がされていた
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図表３－４－４ 病院を受診したときに感じたこと（属性別） 
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無
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無
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は
い

い
い
え

無
回
答

は
い

い
い
え

無
回
答

全体 1,975 89.3 6.8 3.9 78.5 17.3 4.2 81.3 13.5 5.2 85.7 9.5 4.8 78.7 11.5 9.8 80.5 11.4 8.1 84.3 10.1 5.6
男性 784 90.1 5.9 4.1 81.9 14.0 4.1 82.8 12.0 5.2 86.7 8.9 4.3 77.3 13.8 8.9 81.8 10.6 7.7 85.3 9.1 5.6
女性 1,142 89.1 7.2 3.7 76.2 19.8 4.0 80.6 14.3 5.1 85.2 9.9 4.9 79.8 10.0 10.2 80.0 11.9 8.1 83.4 11.1 5.5
無回答 49 81.6 12.2 6.1 79.6 12.2 8.2 73.5 20.4 6.1 81.6 10.2 8.2 75.5 10.2 14.3 71.4 14.3 14.3 87.8 4.1 8.2
20～24歳 66 93.9 4.5 1.5 69.7 30.3 - 87.9 12.1 - 89.4 9.1 1.5 86.4 10.6 3.0 92.4 4.5 3.0 92.4 6.1 1.5
25～29歳 71 94.4 5.6 - 70.4 28.2 1.4 85.9 11.3 2.8 94.4 5.6 - 87.3 8.5 4.2 88.7 9.9 1.4 85.9 12.7 1.4
30～34歳 104 87.5 12.5 - 78.8 21.2 - 79.8 20.2 - 87.5 12.5 - 85.6 13.5 1.0 81.7 17.3 1.0 90.4 9.6 -
35～39歳 118 93.2 4.2 2.5 66.9 30.5 2.5 80.5 16.1 3.4 87.3 9.3 3.4 82.2 11.9 5.9 78.0 17.8 4.2 78.0 17.8 4.2
40～44歳 142 93.7 4.9 1.4 83.8 15.5 0.7 83.8 15.5 0.7 85.2 14.1 0.7 84.5 13.4 2.1 85.9 13.4 0.7 89.4 9.2 1.4
45～49歳 165 87.3 8.5 4.2 78.2 18.8 3.0 81.2 15.2 3.6 83.6 12.7 3.6 83.0 12.1 4.8 81.2 14.5 4.2 83.0 13.9 3.0
50～54歳 163 90.2 8.6 1.2 87.1 11.7 1.2 86.5 12.3 1.2 85.3 13.5 1.2 82.2 14.7 3.1 83.4 12.9 3.7 83.4 14.1 2.5
55～59歳 175 92.6 7.4 - 81.1 17.7 1.1 85.7 13.1 1.1 89.7 9.1 1.1 78.3 14.9 6.9 81.1 14.3 4.6 86.9 12.0 1.1
60～64歳 190 90.0 7.4 2.6 75.3 21.1 3.7 80.5 14.2 5.3 84.2 11.6 4.2 78.4 13.7 7.9 81.1 12.1 6.8 83.7 11.1 5.3
65～69歳 242 91.3 4.5 4.1 80.6 14.5 5.0 82.6 12.4 5.0 85.1 8.3 6.6 78.5 10.7 10.7 78.5 13.2 8.3 82.6 9.5 7.9
70～74歳 185 88.6 5.9 5.4 80.5 11.9 7.6 80.0 9.2 10.8 87.0 4.9 8.1 73.5 8.1 18.4 78.9 7.6 13.5 84.3 5.4 10.3
75～79歳 154 85.7 8.4 5.8 83.8 10.4 5.8 79.2 13.6 7.1 86.4 7.1 6.5 74.7 11.0 14.3 78.6 5.8 15.6 85.7 7.1 7.1
80歳以上 166 78.3 6.6 15.1 72.9 14.5 12.7 70.5 12.0 17.5 79.5 5.4 15.1 63.9 6.0 30.1 71.7 4.2 24.1 77.1 6.0 16.9
無回答 34 88.2 2.9 8.8 73.5 11.8 14.7 73.5 17.6 8.8 76.5 11.8 11.8 73.5 8.8 17.6 73.5 8.8 17.6 85.3 2.9 11.8
独り住まい 247 85.4 6.1 8.5 76.9 15.8 7.3 80.6 10.1 9.3 84.2 7.7 8.1 76.5 8.5 15.0 78.5 8.1 13.4 78.5 10.9 10.5
夫婦二人住まい 526 89.5 6.5 4.0 78.9 15.6 5.5 80.2 13.3 6.5 85.6 8.9 5.5 76.6 11.6 11.8 78.9 11.4 9.7 84.8 8.9 6.3
夫婦に子どものみ 892 91.7 6.5 1.8 79.5 18.7 1.8 84.0 13.7 2.4 87.0 10.4 2.6 82.0 12.3 5.7 83.5 12.3 4.1 86.1 10.7 3.3
三世代同居 194 85.6 9.3 5.2 77.3 16.5 6.2 75.8 16.5 7.7 84.0 9.3 6.7 76.8 9.8 13.4 76.3 12.4 11.3 81.4 11.9 6.7
その他 48 85.4 10.4 4.2 81.3 16.7 2.1 83.3 14.6 2.1 89.6 8.3 2.1 75.0 18.8 6.3 83.3 10.4 6.3 91.7 4.2 4.2
無回答 68 83.8 5.9 10.3 70.6 20.6 8.8 72.1 16.2 11.8 77.9 10.3 11.8 67.6 10.3 22.1 70.6 10.3 19.1 79.4 8.8 11.8
５年未満 118 85.6 10.2 4.2 74.6 21.2 4.2 79.7 15.3 5.1 83.9 11.9 4.2 79.7 11.9 8.5 80.5 11.9 7.6 85.6 11.0 3.4
５～10年未満 113 92.0 6.2 1.8 77.0 20.4 2.7 83.2 14.2 2.7 85.8 11.5 2.7 81.4 15.0 3.5 85.0 12.4 2.7 82.3 13.3 4.4
10～20年未満 196 93.4 3.6 3.1 80.6 15.8 3.6 87.8 8.7 3.6 86.7 9.2 4.1 79.1 13.3 7.7 84.7 10.7 4.6 84.7 11.2 4.1
20～30年未満 272 88.6 9.6 1.8 78.3 19.5 2.2 83.5 14.3 2.2 87.5 10.3 2.2 84.2 10.3 5.5 83.5 14.0 2.6 86.4 11.4 2.2
30年以上 1,234 89.0 6.5 4.5 78.8 16.5 4.6 80.1 13.9 6.0 85.5 9.1 5.4 77.5 11.1 11.4 79.2 10.9 9.9 83.8 9.6 6.6
無回答 42 88.1 4.8 7.1 76.2 14.3 9.5 71.4 14.3 14.3 81.0 7.1 11.9 66.7 11.9 21.4 69.0 9.5 21.4 83.3 2.4 14.3
農林漁業 41 80.5 12.2 7.3 82.9 12.2 4.9 75.6 12.2 12.2 80.5 9.8 9.8 70.7 12.2 17.1 70.7 12.2 17.1 78.0 9.8 12.2
自営業 157 91.7 3.2 5.1 80.9 12.7 6.4 79.0 12.1 8.9 84.1 8.9 7.0 73.9 10.2 15.9 76.4 12.1 11.5 87.3 6.4 6.4
会社、工場、商店、団体など勤務 748 90.9 6.7 2.4 78.2 19.3 2.5 83.8 13.5 2.7 88.0 9.6 2.4 83.4 11.1 5.5 83.2 12.3 4.5 84.5 12.0 3.5
公務員 110 96.4 2.7 0.9 82.7 15.5 1.8 89.1 9.1 1.8 90.9 7.3 1.8 88.2 9.1 2.7 83.6 12.7 3.6 92.7 5.5 1.8
無職 791 86.9 7.8 5.3 78.3 16.6 5.2 78.8 14.3 7.0 83.7 10.0 6.3 74.6 12.3 13.1 79.3 10.2 10.5 82.6 10.1 7.3
学生 29 96.6 3.4 - 75.9 24.1 - 93.1 6.9 - 93.1 6.9 - 86.2 13.8 - 96.6 3.4 - 96.6 3.4 -
その他 34 79.4 14.7 5.9 76.5 20.6 2.9 73.5 23.5 2.9 79.4 14.7 5.9 79.4 14.7 5.9 73.5 17.6 8.8 76.5 17.6 5.9
無回答 65 90.8 4.6 4.6 72.3 16.9 10.8 78.5 13.8 7.7 83.1 6.2 10.8 70.8 10.8 18.5 72.3 12.3 15.4 83.1 4.6 12.3
中央区 458 89.5 5.9 4.6 79.7 15.1 5.2 81.4 12.2 6.3 83.4 10.3 6.3 81.0 9.0 10.0 79.7 11.8 8.5 84.3 9.4 6.3
東区 485 90.9 5.6 3.5 79.6 16.7 3.7 82.3 13.2 4.5 88.7 7.6 3.7 79.6 12.2 8.2 83.3 9.9 6.8 86.6 9.7 3.7
西区 230 90.4 5.2 4.3 75.7 19.1 5.2 81.3 12.2 6.5 86.5 7.8 5.7 77.4 10.9 11.7 79.6 9.1 11.3 83.5 8.7 7.8
南区 345 89.9 7.8 2.3 80.9 17.1 2.0 82.0 14.5 3.5 87.5 9.3 3.2 79.4 13.0 7.5 81.7 12.8 5.5 86.1 9.6 4.3

南区（旧熊本市地域） 279 89.6 7.9 2.5 80.3 17.6 2.2 81.4 15.1 3.6 87.8 9.0 3.2 78.5 14.3 7.2 82.4 12.5 5.0 85.7 10.0 4.3
南区（富合地域） 31 90.3 6.5 3.2 74.2 22.6 3.2 83.9 12.9 3.2 83.9 12.9 3.2 83.9 9.7 6.5 80.6 12.9 6.5 87.1 9.7 3.2
南区（城南地域） 35 91.4 8.6 - 91.4 8.6 - 85.7 11.4 2.9 88.6 8.6 2.9 82.9 5.7 11.4 77.1 14.3 8.6 88.6 5.7 5.7

北区 371 87.3 9.7 3.0 76.3 20.5 3.2 80.1 15.9 4.0 84.6 11.6 3.8 76.0 13.2 10.8 78.7 12.9 8.4 82.2 12.1 5.7
北区（植木地域） 115 83.5 13.9 2.6 76.5 22.6 0.9 79.1 17.4 3.5 82.6 14.8 2.6 73.0 18.3 8.7 75.7 16.5 7.8 79.1 15.7 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 89.1 7.8 3.1 76.2 19.5 4.3 80.5 15.2 4.3 85.5 10.2 4.3 77.3 10.9 11.7 80.1 11.3 8.6 83.6 10.5 5.9

無回答 86 82.6 5.8 11.6 74.4 15.1 10.5 77.9 11.6 10.5 76.7 12.8 10.5 73.3 9.3 17.4 74.4 12.8 12.8 74.4 14.0 11.6

⑥プライバシー保護
に配慮がされていた

⑦医師や職員の対応
がよかった

地
区
別

①医師や看護師等に
よる説明が理解でき
た

②医師や職員に気軽
に質問できた

③診断や治療方針に
ついて納得できた

④医師や職員を信頼
して治療を受けた

⑤医療事故の防止に
配慮がされていた
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③病院を受診したときに感じたこと（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
病院を受診したときに感じたこと（項目）を 1 項目 1 点として集計（7 点満点）した結果に

ついては、「7 点（満点）」が 66.3％で最も高く、次いで「6 点」（14.2％）、「5 点」（6.8％）の

順となっている。なお、平均点は 6.2点となっている。 

前回調査と比較すると、病院を受診したときに感じたこと（項目）の平均点（前回 6.0 点）

は、わずかに増加している。 

 
図表３－４－５ 病院を受診したときに感じたこと（ポイント集計／経年比較） 

 
※①～⑦まですべてに回答した人で集計 

 
  

凡例

平成20年度
(n=4,765)

平成21年度
(n=4,103)

平成22年度
(n=4,295)

平成23年度
(n=3,438)

平成24年度
(n=3,459)

平成25年度
(n=3,080)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,395)

平成28年度
(n=1,842)

平成29年度
(n=1,741)

０点

2.7 

2.4 

1.6 

1.9 

1.5 

1.5 

1.1 

1.3 

1.7 

1.4 

１点

3.4 

1.9 

1.9 

2.4 

2.1 

1.5 

1.7 

2.0 

2.1 

1.4 

２点

3.9 

3.4 

3.3 

2.9 

3.2 

3.0 

2.7 

1.9 

3.2 

2.1 

３点

5.5 

4.4 

4.3 

4.2 

5.0 

4.1 

4.0 

3.8 

3.9 

3.7 

４点

8.0 

6.2 

6.6 

6.9 

5.7 

6.3 

5.4 

4.8 

5.4 

4.1 

５点

11.9 

10.7 

9.5 

9.4 

10.1 

9.1 

9.8 

9.5 

8.0 

6.8 

６点

16.5 

16.3 

16.0 

15.2 

15.4 

15.8 

15.9 

16.1 

13.0 

14.2 

７点

48.1 

54.7 

56.9 

57.0 

56.9 

58.7 

59.5 

60.6 

62.8 

66.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 6.2点、女性 6.1点となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、70 歳代が 6.4 点で最も高く、次いで 20～24 歳、65～69 歳、お

よび 80歳以上（いずれも 6.3点）、25～29歳、40～44歳、および 50～54歳（いずれも 6.2点）

の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、独り住まいが 6.3点で最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、10～20 年未満が 6.3 点で最も高く、次いで 30 年以

上（6.2 点）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、学生、および公務員が 6.4点で最も高くなっている。（学生はサ

ンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、中央区、東区、西区、および南区がいずれも 6.2 点で、北区は

6.0 点となっている。 
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図表３－４－６ 病院を受診したときに感じたこと（ポイント集計／属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

０
点

１
点

２
点

３
点

４
点

５
点

６
点

７
点

平
均
点

全体 1,741 1.4 1.4 2.1 3.7 4.1 6.8 14.2 66.3 6.2
男性 705 1.0 2.1 1.6 2.4 3.7 8.2 13.6 67.4 6.2
女性 1,000 1.6 0.8 2.5 4.5 4.4 5.9 14.6 65.7 6.1
無回答 36 2.8 2.8 2.8 5.6 2.8 2.8 16.7 63.9 6.0
20～24歳 63 1.6 - 1.6 3.2 3.2 4.8 23.8 61.9 6.3
25～29歳 68 - - - 2.9 10.3 8.8 17.6 60.3 6.2
30～34歳 103 1.9 1.9 3.9 4.9 2.9 9.7 15.5 59.2 5.9
35～39歳 110 0.9 2.7 1.8 5.5 9.1 6.4 20.0 53.6 5.9
40～44歳 138 2.2 0.7 2.2 5.1 2.2 6.5 13.0 68.1 6.2
45～49歳 155 3.9 0.6 3.2 1.9 5.2 5.8 15.5 63.9 6.0
50～54歳 154 1.3 1.3 1.9 2.6 3.9 7.8 14.3 66.9 6.2
55～59歳 162 2.5 1.9 0.6 3.1 6.2 5.6 17.3 63.0 6.1
60～64歳 171 - 2.9 2.3 6.4 2.3 8.8 14.6 62.6 6.1
65～69歳 211 1.4 0.9 2.8 2.8 2.4 6.2 12.3 71.1 6.3
70～74歳 150 1.3 2.0 1.3 0.7 2.0 6.7 10.7 75.3 6.4
75～79歳 125 - 1.6 3.2 0.8 2.4 8.0 12.0 72.0 6.4
80歳以上 110 - - 1.8 8.2 4.5 4.5 4.5 76.4 6.3
無回答 21 - - - 9.5 9.5 - 19.0 61.9 6.1
独り住まい 206 0.5 1.0 2.9 3.9 2.9 6.8 12.6 69.4 6.3
夫婦二人住まい 453 0.7 0.9 2.2 4.4 3.3 8.4 14.1 66.0 6.2
夫婦に子どものみ 826 1.9 1.3 1.7 3.1 5.0 6.3 14.5 66.1 6.2
三世代同居 167 1.8 2.4 2.4 4.8 3.0 6.0 13.2 66.5 6.1
その他 43 2.3 - 4.7 - 4.7 7.0 16.3 65.1 6.2
無回答 46 - 6.5 2.2 4.3 4.3 2.2 19.6 60.9 6.0
５年未満 108 4.6 0.9 0.9 4.6 3.7 6.5 16.7 62.0 6.0
５～10年未満 107 2.8 1.9 1.9 3.7 3.7 8.4 14.0 63.6 6.0
10～20年未満 180 1.1 - 1.7 2.8 5.6 8.9 11.7 68.3 6.3
20～30年未満 255 1.6 0.8 3.1 3.1 4.7 5.1 17.3 64.3 6.1
30年以上 1,065 0.9 1.8 2.2 3.8 3.7 6.9 13.6 67.2 6.2
無回答 26 - - - 7.7 7.7 - 19.2 65.4 6.3
農林漁業 34 - 5.9 5.9 - 2.9 2.9 11.8 70.6 6.1
自営業 132 0.8 - 2.3 2.3 4.5 9.8 12.1 68.2 6.3
会社、工場、商店、団体など勤務 694 1.4 1.3 1.9 3.7 4.2 7.1 16.4 64.0 6.1
公務員 106 - 0.9 - 4.7 5.7 5.7 10.4 72.6 6.4
無職 670 1.9 1.6 2.2 3.4 4.0 6.4 12.2 68.1 6.1
学生 29 - - - 6.9 - 3.4 27.6 62.1 6.4
その他 30 - 3.3 10.0 6.7 - 3.3 10.0 66.7 5.9
無回答 46 - - 2.2 6.5 4.3 8.7 21.7 56.5 6.1
中央区 404 1.0 1.2 0.7 4.0 4.7 7.4 13.6 67.3 6.2
東区 437 1.6 0.5 1.8 3.7 3.9 7.3 14.6 66.6 6.2
西区 201 0.5 2.5 2.0 3.5 3.0 7.5 11.4 69.7 6.2
南区 307 1.0 1.6 2.6 3.6 4.2 4.9 17.3 64.8 6.2

南区（旧熊本市地域） 249 0.4 1.6 2.8 3.6 5.2 5.2 18.1 63.1 6.1
南区（富合地域） 29 3.4 3.4 - 6.9 - 3.4 13.8 69.0 6.1
南区（城南地域） 29 3.4 - 3.4 - - 3.4 13.8 75.9 6.4

北区 325 2.2 1.8 3.4 3.7 4.0 7.4 13.8 63.7 6.0
北区（植木地域） 100 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 7.0 16.0 58.0 5.8
北区（旧熊本市地域） 225 2.2 1.3 3.1 3.1 3.6 7.6 12.9 66.2 6.1

無回答 67 3.0 1.5 4.5 3.0 4.5 3.0 11.9 68.7 6.0
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④病院の選択について（問 17－２） 

 

問 17－１ 次の項目について、該当する場合は「１.はい」、該当しない場合は「２．いい

え」を○で囲んでください。 

（２）病院の選択について 

 
◆全体結果 
病院の選択について、「はい」の回答割合をみると、「症状に応じて病院を選択することがで

きる」の 86.2％が最も高く、次いで「かかりつけ医を持っている」（73.5％）、「休日や夜間に

具合が悪くなった時、受診できる病院を知っている」（73.4％）の順となっている。 

前回調査と比較すると、「はい」の回答割合は「症状に応じて病院を選択することができる」

と「休日や夜間に具合が悪くなった時、受診できる病院を知っている」は増加しているが、「か

かりつけ医を持っている」（前回 74.2％）は 0.7ポイント減少している。 

 
図表３－４－７ 病院の選択について（全体／経年比較） 

 

 
 
 
  

はい

73.5

86.2

73.4

いいえ

24.4

8.2

22.5

無回答

2.2

5.6

4.2

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

凡例

①かかりつけ医を持っている

②症状に応じて病院を

選択することができる

③休日や夜間に具合が悪くなった時、

受診できる病院を知っている

(n=1,975)

平成21年度
（n=4,540）

平成22年度
（n=4,677）

平成23年度
（n=3,775）

平成24年度
（n=3,780）

平成25年度
（n=3,370）

平成26年度
（n=3,542）

平成26年度
（n=3,542）

平成28年度
（n=2,107）

平成29年度
（n=1,975）

はい 69.1 68.6 70.0 70.8 70.8 70.7 72.7 74.2 73.5
いいえ 25.9 26.6 23.7 23.5 24.1 24.2 22.9 23.5 24.4
無回答 5.0 4.8 6.4 5.7 5.1 5.1 4.4 2.3 2.2

はい 82.9 84.0 82.5 83.4 84.0 84.1 86.0 85.6 86.2
いいえ 10.7 9.8 9.8 9.2 9.5 9.3 8.7 9.3 8.2
無回答 6.5 6.2 7.7 7.4 6.5 6.6 5.3 5.0 5.6

はい 71.8 72.5 70.4 71.7 71.7 70.5 73.0 71.9 73.4
いいえ 22.2 21.8 22.3 21.4 22.1 23.0 21.8 23.9 22.5
無回答 6.0 5.7 7.3 6.9 6.2 6.5 5.2 4.2 4.2

①　かかりつけ医を持っている

②　症状に応じて病院を選択することが
     できる

③　休日や夜間に具合が悪くなった時、
　　 受診できる病院を知っている
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図表３－４－８ 病院の選択について（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

は
い

い
い
え

無
回
答

は
い

い
い
え

無
回
答

は
い

い
い
え

無
回
答

全体 1,975 73.5 24.4 2.2 86.2 8.2 5.6 73.4 22.5 4.2
男性 784 70.0 27.8 2.2 86.4 8.7 5.0 69.4 26.3 4.3
女性 1,142 76.1 21.9 2.0 86.3 8.1 5.6 76.1 20.2 3.7
無回答 49 67.3 26.5 6.1 81.6 4.1 14.3 73.5 14.3 12.2
20～24歳 66 54.5 43.9 1.5 86.4 13.6 - 50.0 50.0 -
25～29歳 71 52.1 47.9 - 93.0 5.6 1.4 71.8 26.8 1.4
30～34歳 104 54.8 44.2 1.0 84.6 13.5 1.9 71.2 28.8 -
35～39歳 118 62.7 35.6 1.7 89.8 7.6 2.5 78.0 19.5 2.5
40～44歳 142 71.1 28.2 0.7 88.7 10.6 0.7 80.3 19.0 0.7
45～49歳 165 61.8 37.0 1.2 90.9 7.9 1.2 80.0 18.8 1.2
50～54歳 163 69.3 28.2 2.5 90.8 8.6 0.6 78.5 20.2 1.2
55～59歳 175 74.3 25.1 0.6 92.0 6.9 1.1 72.6 24.6 2.9
60～64歳 190 75.8 22.1 2.1 86.3 10.0 3.7 79.5 18.9 1.6
65～69歳 242 76.4 21.5 2.1 86.8 7.9 5.4 75.6 19.8 4.5
70～74歳 185 83.2 12.4 4.3 80.0 8.6 11.4 61.6 28.1 10.3
75～79歳 154 90.9 8.4 0.6 84.4 3.9 11.7 76.0 18.2 5.8
80歳以上 166 93.4 0.6 6.0 74.1 6.6 19.3 66.3 21.1 12.7
無回答 34 67.6 23.5 8.8 76.5 2.9 20.6 67.6 17.6 14.7
独り住まい 247 68.8 26.7 4.5 78.9 12.1 8.9 59.5 34.0 6.5
夫婦二人住まい 526 75.7 21.9 2.5 82.7 10.8 6.5 71.1 23.8 5.1
夫婦に子どものみ 892 72.4 26.3 1.2 89.5 7.0 3.6 79.3 18.7 2.0
三世代同居 194 79.9 17.5 2.6 93.3 2.6 4.1 76.3 18.0 5.7
その他 48 70.8 29.2 - 87.5 8.3 4.2 66.7 29.2 4.2
無回答 68 70.6 25.0 4.4 76.5 5.9 17.6 60.3 27.9 11.8
５年未満 118 47.5 47.5 5.1 75.4 16.9 7.6 48.3 46.6 5.1
５～10年未満 113 66.4 31.0 2.7 95.6 3.5 0.9 74.3 23.0 2.7
10～20年未満 196 67.3 31.6 1.0 89.8 8.2 2.0 79.6 19.4 1.0
20～30年未満 272 71.0 27.9 1.1 88.6 10.3 1.1 72.4 25.7 1.8
30年以上 1,234 78.1 19.8 2.1 85.7 7.4 6.9 75.1 19.9 4.9
無回答 42 73.8 19.0 7.1 73.8 7.1 19.0 66.7 21.4 11.9
農林漁業 41 78.0 17.1 4.9 78.0 9.8 12.2 61.0 24.4 14.6
自営業 157 76.4 21.0 2.5 85.4 5.7 8.9 78.3 15.9 5.7
会社、工場、商店、団体など勤務 748 65.9 32.6 1.5 89.7 8.4 1.9 74.6 23.0 2.4
公務員 110 60.9 37.3 1.8 89.1 9.1 1.8 75.5 21.8 2.7
無職 791 82.0 15.3 2.7 83.1 8.8 8.1 72.8 22.3 4.9
学生 29 65.5 34.5 - 96.6 3.4 - 51.7 48.3 -
その他 34 70.6 26.5 2.9 94.1 2.9 2.9 79.4 17.6 2.9
無回答 65 72.3 24.6 3.1 78.5 6.2 15.4 64.6 26.2 9.2
中央区 458 71.4 25.5 3.1 87.1 7.6 5.2 74.5 21.6 3.9
東区 485 73.0 25.4 1.6 84.7 10.5 4.7 76.3 21.2 2.5
西区 230 75.2 23.0 1.7 87.4 6.1 6.5 70.4 25.7 3.9
南区 345 75.1 24.3 0.6 86.7 9.0 4.3 75.9 20.3 3.8

南区（旧熊本市地域） 279 74.6 24.7 0.7 85.7 9.7 4.7 77.4 18.6 3.9
南区（富合地域） 31 77.4 22.6 - 90.3 9.7 - 74.2 25.8 -
南区（城南地域） 35 77.1 22.9 - 91.4 2.9 5.7 65.7 28.6 5.7

北区 371 76.3 21.0 2.7 86.5 7.3 6.2 70.4 24.0 5.7
北区（植木地域） 115 74.8 20.9 4.3 84.3 7.0 8.7 59.1 33.0 7.8
北区（旧熊本市地域） 256 77.0 21.1 2.0 87.5 7.4 5.1 75.4 19.9 4.7

無回答 86 64.0 30.2 5.8 83.7 4.7 11.6 61.6 27.9 10.5
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業
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②症状に応じて病院を
選択することができる

③休日や夜間に具合が悪く
なった時、受診できる病院

を知っている
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⑤病院の選択について（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
病院の選択について（項目）を 1 項目 1 点として集計（3 点満点）した結果については、「3

点（満点）」が 56.9％で最も高く、次いで「2点」（30.4％）、「1点」（10.4％）の順となってい

る。なお、平均点は 2.4点となっている。 

前回調査と比較すると、病院の選択について（項目）の平均点（前回 2.4 点）は、変わらな

い。 

 
図表３－４－９ 病院の選択について（ポイント集計／経年比較） 

 

※①～③まですべてに回答した人で集計 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,796)

平成21年度
(n=4,219)

平成22年度
(n=4,359)

平成23年度
(n=3,455)

平成24年度
(n=3,482)

平成25年度
(n=3,128)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,423)

平成28年度
(n=1,982)

平成29年度
(n=1,832)

０点

4.0 

3.2 

3.0 

2.9 

2.6 

2.1 

2.5 

2.5 

2.6 

2.3 

１点

14.4 

11.8 

11.2 

11.1 

10.9 

10.9 

11.8 

10.8 

10.9 

10.4 

２点

31.0 

29.5 

30.6 

29.5 

28.7 

31.3 

29.2 

27.4 

29.8 

30.4 

３点

50.6 

55.5 

55.2 

56.6 

57.8 

55.7 

56.4 

59.4 

56.7 

56.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 2.3点、女性 2.5点となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、75～79歳、および 80歳以上が 2.7点で最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、三世代同居 2.6点で最も高く、次いで夫婦に子どものみ（2.5

点）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、30年以上が 2.5点で最も高く、次いで 5～10年未満、

10～20 年未満（いずれも 2.4点）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、自営業、および無職が 2.5点で最も高くなっている。 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、いずれも 2.4点となっている。 
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図表３－４－10 病院の選択について（ポイント集計／属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

０
点

１
点

２
点

３
点

平
均
点

全体 1,832 2.3 10.4 30.4 56.9 2.4
男性 735 2.7 12.4 32.7 52.2 2.3
女性 1,056 2.0 9.4 28.7 59.9 2.5
無回答 41 4.9 - 34.1 61.0 2.5
20～24歳 65 7.7 29.2 27.7 35.4 1.9
25～29歳 70 2.9 18.6 35.7 42.9 2.2
30～34歳 102 3.9 19.6 37.3 39.2 2.1
35～39歳 115 2.6 11.3 33.9 52.2 2.4
40～44歳 141 3.5 8.5 30.5 57.4 2.4
45～49歳 163 3.7 9.8 33.7 52.8 2.4
50～54歳 159 1.9 9.4 34.0 54.7 2.4
55～59歳 169 1.8 11.2 30.8 56.2 2.4
60～64歳 180 1.7 10.6 27.2 60.6 2.5
65～69歳 226 1.3 8.8 30.1 59.7 2.5
70～74歳 154 1.9 7.8 31.8 58.4 2.5
75～79歳 134 1.5 3.7 20.1 74.6 2.7
80歳以上 127 - 5.5 23.6 70.9 2.7
無回答 27 3.7 - 37.0 59.3 2.5
独り住まい 217 5.5 15.7 32.3 46.5 2.2
夫婦二人住まい 479 2.1 12.3 29.2 56.4 2.4
夫婦に子どものみ 855 1.6 9.1 30.6 58.6 2.5
三世代同居 179 1.1 5.6 26.8 66.5 2.6
その他 46 4.3 10.9 34.8 50.0 2.3
無回答 56 5.4 7.1 37.5 50.0 2.3
５年未満 107 11.2 31.8 24.3 32.7 1.8
５～10年未満 109 0.9 9.2 38.5 51.4 2.4
10～20年未満 192 2.6 9.9 32.8 54.7 2.4
20～30年未満 266 2.6 14.7 28.2 54.5 2.3
30年以上 1,125 1.5 7.7 30.2 60.5 2.5
無回答 33 3.0 3.0 33.3 60.6 2.5
農林漁業 34 5.9 8.8 26.5 58.8 2.4
自営業 140 0.7 5.7 32.1 61.4 2.5
会社、工場、商店、団体など勤務 724 3.3 11.6 32.9 52.2 2.3
公務員 107 4.7 14.0 28.0 53.3 2.3
無職 711 1.3 9.0 28.0 61.7 2.5
学生 29 - 27.6 31.0 41.4 2.1
その他 33 - 9.1 30.3 60.6 2.5
無回答 54 3.7 9.3 31.5 55.6 2.4
中央区 425 2.6 10.4 28.9 58.1 2.4
東区 457 2.8 10.5 30.6 56.0 2.4
西区 213 1.9 8.5 33.8 55.9 2.4
南区 325 0.9 11.1 31.7 56.3 2.4

南区（旧熊本市地域） 262 0.4 11.8 31.3 56.5 2.4
南区（富合地域） 31 6.5 6.5 25.8 61.3 2.4
南区（城南地域） 32 - 9.4 40.6 50.0 2.4

北区 338 2.7 9.2 30.2 58.0 2.4
北区（植木地域） 100 3.0 13.0 35.0 49.0 2.3
北区（旧熊本市地域） 238 2.5 7.6 28.2 61.8 2.5

無回答 74 4.1 17.6 23.0 55.4 2.3

地
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代
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（５）後期高齢者医療制度についての理解度（問 18） 
①後期高齢者医療制度についての理解度（問 18） 

 

問 18 後期高齢者医療制度についてお尋ねします。あなたがご存知の項目を、すべて選ん

でください。（複数回答） 

 
◆全体結果 
後期高齢者医療制度の知っている内容については、「医療費の負担は原則として 1 割である」

が 64.3％で最も高く、次いで「被保険者は 75歳以上の方である」（62.9％）、「保険料は所得に

応じて負担する」（61.6％）などの順となっている。 

前回調査と比較すると、割合の変動や順位の入れ替わりがあるものの、回答割合はほぼ同じ

傾向となっている。 

 
図表３－５－１ 後期高齢者医療制度についての理解度（全体／経年比較） 
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被保険者は、75歳以上の方である

（65歳以上で障がいがある方も含む）

保険料は、原則として年金から直接支払う

（ただし、一定の要件を満たす場合、

口座振替もできる）

保険料は、所得に応じて負担する
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「医療費の負担は原則として 1 割である」が最も高くなってい

る。なお、「医療費の負担は原則として 1割である」の回答割合は、女性（66.7％）の方が男性

（60.8％）よりも高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、35～39 歳、45～49 歳、75～79 歳、および 80 歳以上は「被保険者は 75 歳

以上の方である」が最も高く、65～69 歳、および 70～74 歳は「保険料は所得に応じて負担す

る」が最も高くなっている。この他の年代は「医療費の負担は原則として 1 割である」が最も

高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「医療費の負担は原則として 1 割である」が最も高くなって

いる。なお、「医療費の負担は原則として 1割である」の回答割合は、夫婦二人住まい（70.2％）

が最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、5～10年未満、10～20年未満は「被保険者は 75歳以上の方であ

る」が最も高く、この他は「医療費の負担は原則として 1割である」が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、農林漁業、および自営業は「保険料は所得に応じて負担する」が最も高く、

公務員は「被保険者は 75 歳以上の方である」（61.8％）が最も高くなっている。この他の職業

は「医療費の負担は原則として 1割である」が最も高くなっている。（農林漁業はサンプル数が

少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、中央区、および西区は「被保険者は 75歳以上の方である」が最も高く、東

区、南区、北区は「医療費の負担は原則として 1割である」が最も高くなっている。 
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図表３－５－２ 後期高齢者医療制度についての理解度（属性別） 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

被
保
険
者
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7
5
歳
以
上
の
方
で

あ
る
（

6
5
歳
以
上
で
障
が
い
が
あ

る
方
も
含
む
）

保
険
料
は
、

原
則
と
し
て
年
金
か
ら

直
接
支
払
う
（

た
だ
し
、

一
定
の
要

件
を
満
た
す
場
合
、

口
座
振
替
も
で

き
る
）

保
険
料
は
、

所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る 医
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費
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現
役
並
み
に
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得
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３
割
で
あ
る
）

自
己
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8
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0
円
で
健
康
診
査
、

4
0
0
円
で
歯
科
口
腔
健
康
診
査

が
、

年
に
１
回
受
診
で
き
る

医
療
費
の
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分

は
、

高
額
医
療
費
と
し
て
給
付
さ
れ

る
が
、

口
座
登
録
を
す
る
こ
と
に
よ

り
自
動
的
に
受
け
取
れ
る

無
回
答

全体 1,975 62.9 46.4 61.6 64.3 9.9 28.3 12.8
男性 784 59.6 45.3 58.3 60.8 8.0 24.9 14.0
女性 1,142 65.2 46.8 63.7 66.7 11.1 30.4 12.0
無回答 49 61.2 55.1 63.3 63.3 10.2 32.7 10.2
20～24歳 66 37.9 16.7 42.4 45.5 7.6 15.2 27.3
25～29歳 71 57.7 14.1 38.0 59.2 8.5 12.7 21.1
30～34歳 104 49.0 24.0 59.6 63.5 1.9 11.5 16.3
35～39歳 118 55.9 22.9 45.8 50.0 1.7 13.6 22.9
40～44歳 142 50.0 24.6 53.5 56.3 5.6 14.1 18.3
45～49歳 165 57.0 26.7 46.7 50.3 5.5 13.3 19.4
50～54歳 163 65.6 35.6 63.2 68.1 4.9 19.6 8.0
55～59歳 175 60.0 40.6 57.7 62.9 8.6 30.9 13.1
60～64歳 190 63.7 50.5 62.1 66.8 4.2 30.5 11.6
65～69歳 242 62.0 62.0 70.2 61.6 8.7 29.3 10.3
70～74歳 185 69.2 68.1 77.3 63.2 11.9 37.8 7.6
75～79歳 154 92.2 79.2 79.2 89.6 33.1 55.8 1.9
80歳以上 166 72.9 74.7 68.7 83.7 21.1 51.8 6.6
無回答 34 58.8 50.0 61.8 55.9 8.8 35.3 17.6
独り住まい 247 64.8 48.2 62.8 65.2 10.9 34.8 10.5
夫婦二人住まい 526 68.4 58.4 69.0 70.2 12.4 33.5 9.7
夫婦に子どものみ 892 60.2 39.9 58.6 61.9 8.4 23.5 14.2
三世代同居 194 61.9 44.3 59.3 63.9 9.3 27.8 14.4
その他 48 47.9 41.7 41.7 56.3 8.3 20.8 20.8
無回答 68 61.8 41.2 58.8 54.4 8.8 32.4 14.7
５年未満 118 46.6 28.0 51.7 54.2 3.4 16.9 22.0
５～10年未満 113 61.9 30.1 49.6 57.5 6.2 22.1 18.6
10～20年未満 196 58.2 34.2 49.5 55.6 8.7 20.4 17.3
20～30年未満 272 58.1 29.0 56.6 63.6 5.5 20.2 14.7
30年以上 1,234 66.5 55.1 66.5 67.6 11.9 32.7 10.2
無回答 42 57.1 54.8 66.7 59.5 11.9 35.7 11.9
農林漁業 41 61.0 43.9 78.0 56.1 9.8 22.0 17.1
自営業 157 59.9 49.7 68.2 66.9 10.8 31.2 13.4
会社、工場、商店、団体など勤務 748 58.3 31.7 54.3 60.6 5.3 17.8 14.6
公務員 110 61.8 31.8 46.4 55.5 3.6 15.5 14.5
無職 791 69.9 63.5 69.4 70.3 15.0 39.8 9.2
学生 29 34.5 17.2 31.0 48.3 10.3 20.7 41.4
その他 34 58.8 38.2 67.6 70.6 5.9 17.6 11.8
無回答 65 55.4 43.1 60.0 52.3 9.2 35.4 15.4
中央区 458 65.9 46.1 59.8 65.1 9.2 28.6 11.8
東区 485 62.7 45.4 65.2 67.8 10.9 29.5 9.7
西区 230 68.3 47.8 62.2 65.2 10.4 30.4 13.0
南区 345 58.6 46.1 59.1 62.6 9.9 25.8 16.5

南区（旧熊本市地域） 279 60.6 47.0 59.5 62.4 10.0 26.9 15.1
南区（富合地域） 31 58.1 54.8 67.7 64.5 16.1 22.6 22.6
南区（城南地域） 35 42.9 31.4 48.6 62.9 2.9 20.0 22.9

北区 371 62.8 49.3 62.8 63.1 10.0 28.3 12.7
北区（植木地域） 115 58.3 48.7 56.5 56.5 10.4 27.0 17.4
北区（旧熊本市地域） 256 64.8 49.6 65.6 66.0 9.8 28.9 10.5

無回答 86 51.2 38.4 53.5 50.0 5.8 23.3 19.8
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②後期高齢者医療制度についての理解度（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
後期高齢者医療制度の知っている内容（項目）を 1 項目 1 点として集計（6 点満点）した結

果については、「4点」が 18.0％で最も高く、次いで「1点」、および「3点」（いずれも 16.8％）、

「2 点」（16.6％）の順となっている。なお、「6 点（満点）」は 5.7％、平均点は 2.7 点となっ

ている。 

前回調査と比較すると、後期高齢者医療制度について知っている内容（項目）の平均点（前

回 2.7点）は、変わらない。なお、「6点（満点）」（前回 5.0％）は 0.7ポイント増加している。 

 
図表３－５－３ 後期高齢者医療制度についての理解度（ポイント集計／経年比較） 
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◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 2.6点、女性 2.8点となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、75～79 歳が 4.3 点で最も高く、次いで 80 歳以上（3.7 点）、70

～74歳（3.3 点）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、夫婦二人住まいが 3.1点で最も高く、次いで独り住まい（2.9

点）、三世代同居（2.7点）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、30年以上が 3.0点で最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、無職が 3.3点で最も高く、次いで自営業（2.9点）、農林水産（2.7

点）の順となっている。（農林水産はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注

意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、東区、西区、および北区がいずれも 2.8 点で最も高く、以下、

中央区 2.7点、南区 2.6点の順となっている。 
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図表３－５－４ 後期高齢者医療制度についての理解度（ポイント集計／属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

０
点
ま
た
は
無
回
答

１
点

２
点

３
点

４
点

５
点

６
点

平
均
点

全体 1,975 12.8 16.8 16.6 16.8 18.0 13.3 5.7 2.7
男性 784 14.0 19.8 15.4 18.2 15.7 12.2 4.6 2.6
女性 1,142 12.0 14.9 17.3 15.7 19.9 13.8 6.5 2.8
無回答 49 10.2 14.3 20.4 20.4 10.2 18.4 6.1 2.9
20～24歳 66 27.3 36.4 9.1 10.6 9.1 3.0 4.5 1.7
25～29歳 71 21.1 23.9 21.1 18.3 9.9 4.2 1.4 1.9
30～34歳 104 16.3 21.2 23.1 20.2 14.4 4.8 - 2.1
35～39歳 118 22.9 22.9 19.5 18.6 9.3 5.9 0.8 1.9
40～44歳 142 18.3 20.4 22.5 21.8 11.3 5.6 - 2.0
45～49歳 165 19.4 27.3 18.8 15.2 10.9 5.5 3.0 2.0
50～54歳 163 8.0 21.5 19.0 20.2 20.2 10.4 0.6 2.6
55～59歳 175 13.1 20.6 16.6 14.9 17.7 11.4 5.7 2.6
60～64歳 190 11.6 15.3 16.3 16.8 23.2 14.2 2.6 2.8
65～69歳 242 10.3 12.0 18.2 16.9 23.1 14.5 5.0 2.9
70～74歳 185 7.6 8.6 15.7 17.3 26.5 16.2 8.1 3.3
75～79歳 154 1.9 5.2 7.1 11.0 20.8 29.9 24.0 4.3
80歳以上 166 6.6 6.0 10.2 15.7 19.9 29.5 12.0 3.7
無回答 34 17.6 14.7 14.7 17.6 11.8 14.7 8.8 2.7
独り住まい 247 10.5 18.6 15.0 14.2 19.8 15.0 6.9 2.9
夫婦二人住まい 526 9.7 10.8 16.3 17.1 21.5 16.2 8.4 3.1
夫婦に子どものみ 892 14.2 19.7 16.7 17.3 16.8 11.1 4.1 2.5
三世代同居 194 14.4 14.4 18.6 18.0 15.5 15.5 3.6 2.7
その他 48 20.8 27.1 14.6 10.4 14.6 4.2 8.3 2.2
無回答 68 14.7 17.6 19.1 19.1 8.8 14.7 5.9 2.6
５年未満 118 22.0 25.4 15.3 15.3 11.9 9.3 0.8 2.0
５～10年未満 113 18.6 19.5 18.6 17.7 14.2 8.0 3.5 2.3
10～20年未満 196 17.3 19.9 22.4 17.9 9.2 8.2 5.1 2.3
20～30年未満 272 14.7 20.6 20.6 19.1 14.3 7.4 3.3 2.3
30年以上 1,234 10.2 14.4 14.7 16.2 21.2 16.3 6.9 3.0
無回答 42 11.9 16.7 16.7 16.7 14.3 14.3 9.5 2.9
農林漁業 41 17.1 14.6 9.8 14.6 31.7 7.3 4.9 2.7
自営業 157 13.4 12.7 15.9 17.2 19.7 14.6 6.4 2.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 14.6 21.4 20.9 18.7 15.2 7.6 1.6 2.3
公務員 110 14.5 28.2 20.0 14.5 12.7 8.2 1.8 2.1
無職 791 9.2 11.5 12.9 14.9 21.4 20.1 10.0 3.3
学生 29 41.4 20.7 3.4 20.7 3.4 3.4 6.9 1.6
その他 34 11.8 14.7 17.6 26.5 20.6 5.9 2.9 2.6
無回答 65 15.4 20.0 18.5 15.4 9.2 13.8 7.7 2.6
中央区 458 11.8 19.2 15.9 14.6 18.8 13.3 6.3 2.7
東区 485 9.7 17.5 16.7 19.6 16.7 13.8 6.0 2.8
西区 230 13.0 13.0 17.4 16.5 18.3 16.5 5.2 2.8
南区 345 16.5 13.3 18.0 16.5 20.6 9.6 5.5 2.6

南区（旧熊本市地域） 279 15.1 13.3 18.6 17.6 20.4 9.0 6.1 2.7
南区（富合地域） 31 22.6 9.7 12.9 3.2 25.8 19.4 6.5 2.8
南区（城南地域） 35 22.9 17.1 17.1 20.0 17.1 5.7 - 2.1

北区 371 12.7 16.7 16.2 15.9 18.9 14.0 5.7 2.8
北区（植木地域） 115 17.4 18.3 14.8 13.9 14.8 16.5 4.3 2.6
北区（旧熊本市地域） 256 10.5 16.0 16.8 16.8 20.7 12.9 6.3 2.8

無回答 86 19.8 24.4 14.0 18.6 5.8 14.0 3.5 2.2
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（６）公的年金制度についての理解度（問 19） 
①公的年金制度についての理解度（問 19） 

 

問 19 公的年金制度の仕組みや役割についてお尋ねします。あなたがご存知の項目を、す

べて選んでください。（複数回答） 

 
◆全体結果 
公的年金制度の仕組みや役割について、知っている内容については、「20歳になれば、学生・

日本在住の外国人を含めた国民の誰もが、加入する義務がある」が 79.0％で最も高く、次いで

「死ぬまで、生涯にわたり年金が受け取れる」（78.9％）、「保険料を納めた期間などが 25 年以

上ある人が、支払った期間に応じて年金が受け取れる」（73.2％）、「現役で働いている世代が、

年金を受給している高齢者世代を支えるという「世代間扶養」の制度である」（72.2％）などの

順となっている。 

前回調査と比較すると、「20 歳になれば、学生・日本在住の外国人を含めた国民の誰もが、

加入する義務がある」（前回 76.7％）、「現役で働いている世代が、年金を受給している高齢者

世代を支えるという「世代間扶養」の制度である（前回 69.1％）、「死ぬまで、生涯にわたり年

金が受け取れる」（前回 75.5％）は増加している。一方、「物価や賃金の上昇に応じて年金額が

保障される」（前回 39.7％）、「高齢者になったら年金が受け取れるほか、障がい者になったり

世帯の生計を支えている者が死亡した場合も年金が受け取れる」（前回 57.8％）は減少してい

る。 

 
図表３－６－１ 公的年金制度についての理解度（全体／経年比較） 
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◇性別 
性別にみると、男性は「死ぬまで、生涯にわたり年金が受け取れる」（78.3％）が、女性は「20

歳になれば、学生・日本在住の外国人を含めた国民の誰もが、加入する義務がある」（81.3％）

が、それぞれ最も高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、20 歳代から 50 歳代までは「20 歳になれば、学生・日本在住の外国人を含

めた国民の誰もが、加入する義務がある」が最も高く、60歳以上は「死ぬまで、生涯にわたり

年金が受け取れる」が最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、独り住まい、夫婦二人住まいは「死ぬまで、生涯にわたり年金が受け

取れる」が最も高く、夫婦に子どものみ、三世代同居は「20歳になれば、学生・日本在住の外

国人を含めた国民の誰もが、加入する義務がある」が最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、30年以上は「死ぬまで、生涯にわたり年金が受け取れる」（84.9％）

が最も高く、この他は「20 歳になれば、学生・日本在住の外国人を含めた国民の誰もが、加入

する義務がある」が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、農林水産、および無職を除いて「20歳になれば、学生・日本在住の外国人

を含めた国民の誰もが、加入する義務がある」が最も高くなっている。なお、無職は「死ぬま

で、生涯にわたり年金が受け取れる」（87.6％）が最も高く、農林水産は「20 歳になれば、学

生・日本在住の外国人を含めた国民の誰もが、加入する義務がある」と「死ぬまで、生涯にわ

たり年金が受け取れる」（いずれも 75.6％）が同率で最も高くなっている。（農林漁業、学生は

サンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、中央区、東区、および南区は「20歳になれば、学生・日本在住の外国人を

含めた国民の誰もが、加入する義務がある」が最も高く、西区、および北区は「死ぬまで、生

涯にわたり年金が受け取れる」が最も高くなっている。 
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図表３－６－２ 公的年金制度についての理解度（属性別） 
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受
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無
回
答

全体 1,975 79.0 72.2 73.2 36.7 55.3 78.9 4.3
男性 784 76.4 73.7 72.2 40.3 52.6 78.3 4.8
女性 1,142 81.3 71.6 74.3 34.4 57.7 79.6 3.8
無回答 49 65.3 61.2 63.3 32.7 42.9 71.4 8.2
20～24歳 66 77.3 56.1 45.5 10.6 37.9 47.0 10.6
25～29歳 71 71.8 67.6 52.1 23.9 50.7 56.3 7.0
30～34歳 104 81.7 66.3 66.3 21.2 48.1 58.7 3.8
35～39歳 118 71.2 60.2 56.8 23.7 47.5 62.7 10.2
40～44歳 142 82.4 71.1 67.6 26.1 54.2 68.3 3.5
45～49歳 165 73.9 63.6 58.2 25.5 47.3 66.1 9.1
50～54歳 163 85.3 81.6 75.5 30.7 63.8 79.1 4.3
55～59歳 175 87.4 73.7 75.4 39.4 59.4 82.3 1.7
60～64歳 190 81.6 82.6 83.7 41.6 67.4 90.5 0.5
65～69歳 242 85.5 78.9 86.0 52.1 63.2 93.8 2.1
70～74歳 185 80.0 76.2 84.9 49.7 51.4 88.6 2.2
75～79歳 154 77.9 72.1 83.8 46.1 57.8 92.2 1.3
80歳以上 166 65.7 67.5 74.7 44.6 51.2 88.0 6.0
無回答 34 55.9 61.8 55.9 32.4 35.3 64.7 14.7
独り住まい 247 74.1 69.6 76.9 36.4 50.6 81.4 2.8
夫婦二人住まい 526 81.2 75.9 82.3 45.1 61.2 86.7 3.4
夫婦に子どものみ 892 79.5 73.3 68.6 34.1 54.6 75.7 4.1
三世代同居 194 80.9 64.9 72.2 30.9 54.6 76.3 5.7
その他 48 83.3 68.8 64.6 31.3 45.8 68.8 8.3
無回答 68 64.7 61.8 58.8 27.9 44.1 66.2 11.8
５年未満 118 76.3 68.6 67.8 26.3 47.5 65.3 7.6
５～10年未満 113 72.6 64.6 63.7 28.3 48.7 69.9 9.7
10～20年未満 196 76.0 71.9 72.4 30.1 59.2 69.4 6.6
20～30年未満 272 80.5 71.3 67.6 27.9 55.9 69.9 4.0
30年以上 1,234 81.0 73.9 76.3 41.4 56.6 84.9 3.0
無回答 42 50.0 59.5 61.9 38.1 35.7 66.7 9.5
農林漁業 41 75.6 65.9 70.7 22.0 36.6 75.6 4.9
自営業 157 81.5 73.2 80.9 38.2 47.1 79.0 5.1
会社、工場、商店、団体など勤務 748 80.5 70.9 68.7 30.1 55.2 72.5 3.9
公務員 110 85.5 79.1 66.4 36.4 57.3 75.5 5.5
無職 791 77.5 74.0 78.6 45.4 59.5 87.6 3.4
学生 29 75.9 62.1 44.8 10.3 34.5 48.3 10.3
その他 34 79.4 73.5 82.4 26.5 61.8 73.5 8.8
無回答 65 66.2 60.0 61.5 30.8 38.5 70.8 10.8
中央区 458 80.8 72.7 76.6 36.9 61.6 80.1 3.3
東区 485 80.4 75.9 73.6 35.1 56.3 79.4 4.1
西区 230 76.5 71.7 71.7 40.4 50.4 80.9 4.3
南区 345 80.0 71.6 71.0 34.2 53.0 76.5 3.8

南区（旧熊本市地域） 279 81.0 72.4 73.8 34.1 54.5 76.7 3.2
南区（富合地域） 31 77.4 61.3 58.1 38.7 41.9 64.5 9.7
南区（城南地域） 35 74.3 74.3 60.0 31.4 51.4 85.7 2.9

北区 371 79.8 70.4 74.1 39.6 53.4 81.4 4.9
北区（植木地域） 115 76.5 64.3 71.3 29.6 46.1 72.2 8.7
北区（旧熊本市地域） 256 81.3 73.0 75.4 44.1 56.6 85.5 3.1

無回答 86 60.5 60.5 61.6 32.6 46.5 62.8 10.5
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②公的年金制度についての理解度（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
公的年金制度の仕組みや役割について、知っている内容（項目）を 1項目 1点として集計（6

点満点）した結果については、「6点（満点）」が 24.0％で最も高く、次いで「5点」（20.2％）、

「4 点」（19.9％）の順となっている。なお、平均点は 4.0点となっている。 

前回調査と比較すると、公的年金制度について知っている内容（項目）の平均点（前回 3.9

点）は、ほとんど変わらない。なお、「6点（満点）」（前回 25.4％）は 1.4ポイント減少してい

る。 

 
図表３－６－３ 公的年金制度についての理解度（ポイント集計／経年比較） 
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◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 3.9点、女性 4.0点となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、65～69 歳が 4.6 点で最も高く、次いで 60～64 歳（4.5 点）、70

～74歳、および 75～79歳（いずれも 4.3点）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、夫婦二人住まいが 4.3 点で最も高く、次いで独り住まい、

および夫婦に子どものみ（いずれも 3.9点）、三世代同居（3.8点）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、30 年以上が 4.1 点で最も高く、次いで 10～20 年未

満（3.8 点）、20～30 年未満（3.7 点）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、無職が 4.2 点で最も高く、次いで自営業、および公務員（いず

れも 4.0点）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、中央区が 4.1 点で最も高く、以下、東区、および北区（いずれ

も 4.0点）、西区、および南区（いずれも 3.9点）の順となっている。 
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図表３－６－４ 公的年金制度についての理解度（ポイント集計／属性別） 
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０
点
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た
は
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１
点

２
点

３
点

４
点

５
点

６
点

平
均
点

全体 1,975 4.3 7.1 9.8 14.7 19.9 20.2 24.0 4.0
男性 784 4.8 7.1 10.8 14.0 18.6 19.0 25.5 3.9
女性 1,142 3.8 6.7 9.1 15.3 20.7 21.4 23.1 4.0
無回答 49 8.2 18.4 8.2 10.2 24.5 10.2 20.4 3.4
20～24歳 66 10.6 18.2 19.7 16.7 15.2 12.1 7.6 2.7
25～29歳 71 7.0 14.1 12.7 16.9 25.4 12.7 11.3 3.2
30～34歳 104 3.8 7.7 22.1 18.3 18.3 16.3 13.5 3.4
35～39歳 118 10.2 11.9 11.9 19.5 19.5 12.7 14.4 3.2
40～44歳 142 3.5 9.9 14.1 12.7 21.8 21.8 16.2 3.7
45～49歳 165 9.1 10.9 13.3 22.4 11.5 12.7 20.0 3.3
50～54歳 163 4.3 1.8 6.7 16.0 23.9 26.4 20.9 4.2
55～59歳 175 1.7 6.3 8.0 14.9 21.7 20.6 26.9 4.2
60～64歳 190 0.5 4.7 6.8 11.1 18.4 28.4 30.0 4.5
65～69歳 242 2.1 1.2 5.0 12.4 23.1 18.6 37.6 4.6
70～74歳 185 2.2 6.5 7.0 10.8 20.5 22.2 30.8 4.3
75～79歳 154 1.3 5.2 7.8 14.3 19.5 23.4 28.6 4.3
80歳以上 166 6.0 6.6 9.6 12.7 19.9 22.9 22.3 3.9
無回答 34 14.7 23.5 2.9 11.8 14.7 11.8 20.6 3.1
独り住まい 247 2.8 6.5 13.4 17.8 18.6 17.4 23.5 3.9
夫婦二人住まい 526 3.4 4.6 6.3 11.4 20.9 23.2 30.2 4.3
夫婦に子どものみ 892 4.1 7.7 10.9 15.8 20.1 19.6 21.7 3.9
三世代同居 194 5.7 8.2 11.3 13.4 18.0 23.2 20.1 3.8
その他 48 8.3 6.3 8.3 22.9 22.9 8.3 22.9 3.6
無回答 68 11.8 19.1 5.9 11.8 19.1 13.2 19.1 3.2
５年未満 118 7.6 5.9 13.6 20.3 19.5 18.6 14.4 3.5
５～10年未満 113 9.7 10.6 10.6 13.3 20.4 17.7 17.7 3.5
10～20年未満 196 6.6 10.2 7.7 11.2 21.4 23.0 19.9 3.8
20～30年未満 272 4.0 9.6 11.8 16.2 19.9 19.5 19.1 3.7
30年以上 1,234 3.0 5.4 9.2 14.6 20.0 20.3 27.5 4.1
無回答 42 9.5 21.4 11.9 11.9 11.9 16.7 16.7 3.1
農林漁業 41 4.9 14.6 7.3 17.1 24.4 22.0 9.8 3.5
自営業 157 5.1 5.1 8.3 15.3 22.3 20.4 23.6 4.0
会社、工場、商店、団体など勤務 748 3.9 8.4 12.2 15.9 20.3 19.8 19.5 3.8
公務員 110 5.5 2.7 12.7 17.3 15.5 20.0 26.4 4.0
無職 791 3.4 5.4 7.7 12.6 20.2 20.5 30.1 4.2
学生 29 10.3 17.2 24.1 13.8 10.3 17.2 6.9 2.8
その他 34 8.8 5.9 2.9 11.8 17.6 38.2 14.7 4.0
無回答 65 10.8 16.9 4.6 20.0 16.9 10.8 20.0 3.3
中央区 458 3.3 5.0 10.0 14.6 20.1 22.3 24.7 4.1
東区 485 4.1 6.4 10.7 12.0 22.1 19.8 24.9 4.0
西区 230 4.3 7.4 9.6 17.8 17.4 18.7 24.8 3.9
南区 345 3.8 9.3 8.1 17.7 20.0 19.1 22.0 3.9

南区（旧熊本市地域） 279 3.2 9.0 7.5 16.8 21.9 19.0 22.6 3.9
南区（富合地域） 31 9.7 12.9 9.7 19.4 9.7 19.4 19.4 3.4
南区（城南地域） 35 2.9 8.6 11.4 22.9 14.3 20.0 20.0 3.8

北区 371 4.9 5.7 10.5 13.5 19.7 22.1 23.7 4.0
北区（植木地域） 115 8.7 8.7 12.2 13.9 17.4 19.1 20.0 3.6
北区（旧熊本市地域） 256 3.1 4.3 9.8 13.3 20.7 23.4 25.4 4.2

無回答 86 10.5 19.8 7.0 15.1 15.1 10.5 22.1 3.2
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（７）子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合（問 20） 
 

問 20 あなたは、熊本市に住む子どもたちが健やかに成長していると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市に住む子どもたちが健やかに成長していると感じるかについては、「とても感じる」

（9.9％）、「やや感じる」（48.5％）を合わせた割合は 58.4％で、「全く感じない」（1.1％）、「あ

まり感じない」（6.7％）を合わせた割合（7.8％）を 50.6 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 54.8％）は

3.6 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

8.8％）は 1.0ポイント減少している。 

 
図表３－７－１ 子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

9.1 

9.9 

9.9 

12.4 

10.9 

12.2 

10.9 

9.1 

9.4 

9.9 

やや感じる

42.9 

42.3 

41.1 

44.1 

45.4 

44.6 

44.9 

46.6 

45.4 

48.5 

どちらともいえない

33.8 

35.3 

36.2 

32.3 

33.2 

32.4 

33.7 

34.0 

34.6 

32.3 

あまり感じない

12.2 

11.3 

11.4 

9.4 

9.5 

9.9 

8.4 

8.9 

7.8 

6.7 

全く感じない

0.9 

1.0 

1.2 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.1 

無回答

1.1 

0.2 

0.3 

1.2 

0.1 

0.1 

1.2 

0.6 

1.8 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 58.6％、女性 58.1％

で、いずれも同程度となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、75～79 歳が 72.7％で

最も高く、次いで 80 歳以上（71.1％）、70～74歳（64.8％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 60.7％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（58.8％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 59.8％で最も高く、次いで 5年未満（59.4％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 68.3％で

最も高く、次いで無職（63.6％）の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏

まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、東区が 61.4％で最も

高く、以下、西区 61.3％、中央区 59.4％、南区 58.8％、北区 51.8％の順となっている。 

 
  

93 
 



 
 

図表３－７－２ 子どもたちが健やかに成長していると感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
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ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 9.9 48.5 32.3 6.7 1.1 1.5 58.4 32.3 7.8 1.5
男性 784 10.8 47.8 31.4 6.8 1.7 1.5 58.6 31.4 8.5 1.5
女性 1,142 9.3 48.8 33.0 6.9 0.7 1.3 58.1 33.0 7.6 1.3
無回答 49 10.2 51.0 30.6 - 2.0 6.1 61.2 30.6 2.0 6.1
20～24歳 66 16.7 39.4 33.3 9.1 1.5 - 56.1 33.3 10.6 -
25～29歳 71 7.0 36.6 43.7 8.5 1.4 2.8 43.6 43.7 9.9 2.8
30～34歳 104 1.9 50.0 36.5 10.6 1.0 - 51.9 36.5 11.6 -
35～39歳 118 9.3 50.0 32.2 5.1 2.5 0.8 59.3 32.2 7.6 0.8
40～44歳 142 10.6 44.4 31.0 12.0 1.4 0.7 55.0 31.0 13.4 0.7
45～49歳 165 6.1 47.9 33.9 9.1 1.8 1.2 54.0 33.9 10.9 1.2
50～54歳 163 4.3 50.3 37.4 6.1 1.2 0.6 54.6 37.4 7.3 0.6
55～59歳 175 3.4 46.9 42.3 5.7 1.1 0.6 50.3 42.3 6.8 0.6
60～64歳 190 5.8 52.1 34.7 4.2 0.5 2.6 57.9 34.7 4.7 2.6
65～69歳 242 8.7 47.5 35.1 7.4 1.2 - 56.2 35.1 8.6 -
70～74歳 185 16.2 48.6 26.5 5.9 1.1 1.6 64.8 26.5 7.0 1.6
75～79歳 154 17.5 55.2 22.7 2.6 - 1.9 72.7 22.7 2.6 1.9
80歳以上 166 21.7 49.4 18.7 5.4 - 4.8 71.1 18.7 5.4 4.8
無回答 34 11.8 50.0 23.5 2.9 2.9 8.8 61.8 23.5 5.8 8.8
独り住まい 247 11.7 49.0 30.8 4.9 1.6 2.0 60.7 30.8 6.5 2.0
夫婦二人住まい 526 7.8 51.0 32.9 5.5 1.1 1.7 58.8 32.9 6.6 1.7
夫婦に子どものみ 892 9.2 48.5 33.3 7.1 1.0 0.9 57.7 33.3 8.1 0.9
三世代同居 194 12.9 44.8 30.9 10.3 - 1.0 57.7 30.9 10.3 1.0
その他 48 18.8 39.6 29.2 6.3 2.1 4.2 58.4 29.2 8.4 4.2
無回答 68 14.7 42.6 26.5 7.4 2.9 5.9 57.3 26.5 10.3 5.9
５年未満 118 10.2 49.2 28.8 8.5 1.7 1.7 59.4 28.8 10.2 1.7
５～10年未満 113 8.0 48.7 35.4 6.2 - 1.8 56.7 35.4 6.2 1.8
10～20年未満 196 4.6 49.5 34.7 9.2 1.0 1.0 54.1 34.7 10.2 1.0
20～30年未満 272 7.7 47.4 33.5 8.1 1.5 1.8 55.1 33.5 9.6 1.8
30年以上 1,234 11.3 48.5 31.9 5.9 1.1 1.4 59.8 31.9 7.0 1.4
無回答 42 14.3 47.6 26.2 4.8 2.4 4.8 61.9 26.2 7.2 4.8
農林漁業 41 22.0 46.3 19.5 4.9 2.4 4.9 68.3 19.5 7.3 4.9
自営業 157 6.4 49.7 30.6 11.5 - 1.9 56.1 30.6 11.5 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 7.5 45.5 37.4 7.6 1.1 0.9 53.0 37.4 8.7 0.9
公務員 110 4.5 51.8 36.4 4.5 - 2.7 56.3 36.4 4.5 2.7
無職 791 12.3 51.3 27.9 5.7 1.3 1.5 63.6 27.9 7.0 1.5
学生 29 13.8 41.4 37.9 6.9 - - 55.2 37.9 6.9 -
その他 34 14.7 47.1 35.3 - - 2.9 61.8 35.3 - 2.9
無回答 65 15.4 44.6 27.7 4.6 4.6 3.1 60.0 27.7 9.2 3.1
中央区 458 8.7 50.7 29.5 7.9 1.3 2.0 59.4 29.5 9.2 2.0
東区 485 7.0 54.4 30.7 6.4 0.6 0.8 61.4 30.7 7.0 0.8
西区 230 13.0 48.3 29.1 7.0 1.7 0.9 61.3 29.1 8.7 0.9
南区 345 13.6 45.2 32.2 7.2 0.9 0.9 58.8 32.2 8.1 0.9

南区（旧熊本市地域） 279 15.8 44.8 30.1 7.5 1.1 0.7 60.6 30.1 8.6 0.7
南区（富合地域） 31 6.5 38.7 41.9 9.7 - 3.2 45.2 41.9 9.7 3.2
南区（城南地域） 35 2.9 54.3 40.0 2.9 - - 57.2 40.0 2.9 -

北区 371 8.9 42.9 40.4 5.7 0.8 1.3 51.8 40.4 6.5 1.3
北区（植木地域） 115 9.6 39.1 42.6 7.0 - 1.7 48.7 42.6 7.0 1.7
北区（旧熊本市地域） 256 8.6 44.5 39.5 5.1 1.2 1.2 53.1 39.5 6.3 1.2

無回答 86 14.0 40.7 30.2 3.5 3.5 8.1 54.7 30.2 7.0 8.1
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（８）子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（問 21） 
 

問 21 あなたは、熊本市に住む子どもの権利が守られていると感じますか。 

 
◆全体結果 
子どもの権利が守られているかについては、「とても感じる」（7.2％）、「やや感じる」（44.2％）

を合わせた割合は 51.4％で、「全く感じない」（1.0％）、「あまり感じない」（5.6％）を合わせ

た割合（6.6％）を 44.8ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 49.4％）は

2.0 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

7.9％）は 1.3ポイント減少している。 

 
図表３－８－１ 子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

7.5 

7.1 

7.4 

7.2 

やや感じる

35.7 

36.8 

42.0 

44.2 

どちらともいえない

45.9 

46.7 

40.8 

39.9 

あまり感じない

7.4 

7.3 

6.8 

5.6 

全く感じない

1.0 

1.1 

1.1 

1.0 

無回答

2.5 

1.0 

1.9 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 51.9％、女性 50.9％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 63.3％で

最も高く、次いで 75～79歳（63.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、三世代同居が 55.1％

で最も高く、次いで夫婦に子どものみ（52.1％）、独り住まい（51.0％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5～10年未

満が 54.8％で最も高く、次いで 30 年以上（52.5％）、5～10 年未満（51.5％）の順となってい

る。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 60.9％で

最も高く、次いで学生（58.6％）の順となっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないこ

とを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、東区が 56.1％で最も

高く、以下、南区 53.9％、西区 52.6％、中央区 51.3％、北区 43.9％の順となっている。 
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図表３－８－２ 子どもの権利が守られていると感じる市民の割合（属性別） 
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い

あ
ま
り
感
じ
な
い
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無
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と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」
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ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 7.2 44.2 39.9 5.6 1.0 2.2 51.4 39.9 6.6 2.2
男性 784 8.0 43.9 38.6 6.0 1.7 1.8 51.9 38.6 7.7 1.8
女性 1,142 6.8 44.1 40.8 5.4 0.5 2.3 50.9 40.8 5.9 2.3
無回答 49 2.0 49.0 38.8 2.0 2.0 6.1 51.0 38.8 4.0 6.1
20～24歳 66 12.1 45.5 36.4 4.5 1.5 - 57.6 36.4 6.0 -
25～29歳 71 5.6 29.6 56.3 5.6 1.4 1.4 35.2 56.3 7.0 1.4
30～34歳 104 1.9 42.3 51.0 3.8 1.0 - 44.2 51.0 4.8 -
35～39歳 118 9.3 39.8 42.4 5.9 2.5 - 49.1 42.4 8.4 -
40～44歳 142 7.7 42.3 36.6 11.3 0.7 1.4 50.0 36.6 12.0 1.4
45～49歳 165 4.8 43.6 38.8 9.1 1.8 1.8 48.4 38.8 10.9 1.8
50～54歳 163 3.7 46.0 43.6 5.5 0.6 0.6 49.7 43.6 6.1 0.6
55～59歳 175 2.9 37.7 53.7 4.6 0.6 0.6 40.6 53.7 5.2 0.6
60～64歳 190 5.8 46.3 40.5 4.2 0.5 2.6 52.1 40.5 4.7 2.6
65～69歳 242 5.8 47.9 39.7 5.0 1.2 0.4 53.7 39.7 6.2 0.4
70～74歳 185 10.3 42.2 37.8 4.3 0.5 4.9 52.5 37.8 4.8 4.9
75～79歳 154 11.7 51.3 29.9 4.5 - 2.6 63.0 29.9 4.5 2.6
80歳以上 166 14.5 48.8 24.1 4.2 0.6 7.8 63.3 24.1 4.8 7.8
無回答 34 2.9 44.1 32.4 5.9 5.9 8.8 47.0 32.4 11.8 8.8
独り住まい 247 9.7 41.3 39.7 2.4 2.0 4.9 51.0 39.7 4.4 4.9
夫婦二人住まい 526 4.8 43.7 43.5 4.0 1.3 2.7 48.5 43.5 5.3 2.7
夫婦に子どものみ 892 6.8 45.3 39.6 6.6 0.6 1.1 52.1 39.6 7.2 1.1
三世代同居 194 10.8 44.3 35.6 8.2 - 1.0 55.1 35.6 8.2 1.0
その他 48 10.4 50.0 29.2 6.3 2.1 2.1 60.4 29.2 8.4 2.1
無回答 68 8.8 38.2 36.8 7.4 2.9 5.9 47.0 36.8 10.3 5.9
５年未満 118 7.6 39.0 42.4 8.5 0.8 1.7 46.6 42.4 9.3 1.7
５～10年未満 113 3.5 51.3 38.9 4.4 0.9 0.9 54.8 38.9 5.3 0.9
10～20年未満 196 4.6 41.8 43.9 6.1 1.5 2.0 46.4 43.9 7.6 2.0
20～30年未満 272 6.3 45.2 41.2 4.8 0.7 1.8 51.5 41.2 5.5 1.8
30年以上 1,234 8.3 44.2 39.0 5.4 1.0 2.2 52.5 39.0 6.4 2.2
無回答 42 2.4 42.9 35.7 7.1 2.4 9.5 45.3 35.7 9.5 9.5
農林漁業 41 14.6 46.3 31.7 2.4 - 4.9 60.9 31.7 2.4 4.9
自営業 157 3.8 43.9 40.8 8.9 0.6 1.9 47.7 40.8 9.5 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 6.4 41.4 45.3 4.8 0.8 1.2 47.8 45.3 5.6 1.2
公務員 110 6.4 47.3 39.1 5.5 0.9 0.9 53.7 39.1 6.4 0.9
無職 791 8.2 45.5 36.3 5.8 1.1 3.0 53.7 36.3 6.9 3.0
学生 29 6.9 51.7 37.9 3.4 - - 58.6 37.9 3.4 -
その他 34 5.9 58.8 26.5 5.9 - 2.9 64.7 26.5 5.9 2.9
無回答 65 9.2 41.5 33.8 6.2 4.6 4.6 50.7 33.8 10.8 4.6
中央区 458 7.4 43.9 40.0 4.6 0.9 3.3 51.3 40.0 5.5 3.3
東区 485 6.4 49.7 36.5 4.7 0.8 1.9 56.1 36.5 5.5 1.9
西区 230 9.1 43.5 37.4 7.4 1.3 1.3 52.6 37.4 8.7 1.3
南区 345 8.1 45.8 38.0 5.8 0.9 1.4 53.9 38.0 6.7 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 10.0 44.8 36.6 6.8 1.1 0.7 54.8 36.6 7.9 0.7
南区（富合地域） 31 - 48.4 38.7 3.2 - 9.7 48.4 38.7 3.2 9.7
南区（城南地域） 35 - 51.4 48.6 - - - 51.4 48.6 - -

北区 371 6.2 37.7 46.9 6.7 1.1 1.3 43.9 46.9 7.8 1.3
北区（植木地域） 115 7.8 33.9 48.7 7.0 0.9 1.7 41.7 48.7 7.9 1.7
北区（旧熊本市地域） 256 5.5 39.5 46.1 6.6 1.2 1.2 45.0 46.1 7.8 1.2

無回答 86 5.8 37.2 43.0 4.7 2.3 7.0 43.0 43.0 7.0 7.0

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別

97 
 



（９）仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる市民の割合（問 22） 
 

問 22 あなたは、熊本市において仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）がで

きていると感じますか。 

 
◆全体結果 
仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じるかについては、「と

ても感じる」（2.3％）、「やや感じる」（23.2％）を合わせた割合は 25.5％で、「全く感じない」

（4.3％）、「あまり感じない」（20.3％）を合わせた割合（24.6％）とほぼ同程度となっている。

なお、「どちらともいえない」が 47.2％で最も高くなっている。 

 
図表３－９－１ 仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる市民の割合（全体） 

 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

2.3 

やや感じる

23.2 

どちらともいえない

47.2 

あまり感じない

20.3 

全く感じない

4.3 

無回答

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 25.5％、女性 25.4％

で、いずれも同程度となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 38.5％で

最も高く、次いで 75～79 歳（33.1％）の順となっている。なお、25～29 歳、30 歳代、40～44

歳、および 50 歳代は、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が、「とても感

じる」、「やや感じる」を合わせた割合よりも上回っている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、三世代同居が 28.3％

で最も高く、次いで独り住まい（27.5％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5～10年未

満が 27.5％で最も高く、次いで 30年以上（27.0％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 36.5％で

最も高く、次いで無職、および学生（いずれも 27.5％）の順となっている。（農林漁業、学生

はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 30.0％で最も

高く、以下、中央区 27.0％、南区 26.9％、東区 24.9％、北区 19.9％の順となっている。なお、

北区は「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（24.8％）の方が、「とても感じる」、

「やや感じる」を合わせた割合よりも 4.9ポイント上回っている。 
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図表３－９－２ 仕事と子育ての両立（ワーク・ライフ・バランス）ができていると感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.3 23.2 47.2 20.3 4.3 2.6 25.5 47.2 24.6 2.6
男性 784 1.8 23.7 48.6 19.1 4.2 2.6 25.5 48.6 23.3 2.6
女性 1,142 2.5 22.9 46.4 21.3 4.6 2.4 25.4 46.4 25.9 2.4
無回答 49 6.1 24.5 44.9 14.3 - 10.2 30.6 44.9 14.3 10.2
20～24歳 66 9.1 18.2 47.0 18.2 7.6 - 27.3 47.0 25.8 -
25～29歳 71 1.4 22.5 36.6 35.2 2.8 1.4 23.9 36.6 38.0 1.4
30～34歳 104 - 19.2 47.1 21.2 12.5 - 19.2 47.1 33.7 -
35～39歳 118 4.2 13.6 42.4 28.8 11.0 - 17.8 42.4 39.8 -
40～44歳 142 2.8 20.4 35.2 33.1 7.7 0.7 23.2 35.2 40.8 0.7
45～49歳 165 0.6 27.3 45.5 20.0 4.8 1.8 27.9 45.5 24.8 1.8
50～54歳 163 - 18.4 58.3 17.8 4.9 0.6 18.4 58.3 22.7 0.6
55～59歳 175 1.1 14.9 55.4 22.3 5.7 0.6 16.0 55.4 28.0 0.6
60～64歳 190 1.6 27.9 46.3 19.5 2.1 2.6 29.5 46.3 21.6 2.6
65～69歳 242 1.7 22.7 52.9 20.7 0.8 1.2 24.4 52.9 21.5 1.2
70～74歳 185 1.1 28.1 47.6 16.2 2.2 4.9 29.2 47.6 18.4 4.9
75～79歳 154 2.6 30.5 50.6 11.0 1.9 3.2 33.1 50.6 12.9 3.2
80歳以上 166 7.2 31.3 38.0 11.4 1.2 10.8 38.5 38.0 12.6 10.8
無回答 34 5.9 17.6 44.1 17.6 - 14.7 23.5 44.1 17.6 14.7
独り住まい 247 2.8 24.7 45.7 17.4 3.6 5.7 27.5 45.7 21.0 5.7
夫婦二人住まい 526 1.1 21.7 53.2 19.2 2.7 2.1 22.8 53.2 21.9 2.1
夫婦に子どものみ 892 1.8 23.3 46.9 21.3 4.9 1.8 25.1 46.9 26.2 1.8
三世代同居 194 4.6 23.7 40.2 24.2 5.7 1.5 28.3 40.2 29.9 1.5
その他 48 4.2 29.2 43.8 12.5 8.3 2.1 33.4 43.8 20.8 2.1
無回答 68 8.8 23.5 33.8 19.1 4.4 10.3 32.3 33.8 23.5 10.3
５年未満 118 2.5 19.5 50.0 21.2 4.2 2.5 22.0 50.0 25.4 2.5
５～10年未満 113 1.8 25.7 41.6 23.9 6.2 0.9 27.5 41.6 30.1 0.9
10～20年未満 196 2.0 17.9 49.0 23.5 6.6 1.0 19.9 49.0 30.1 1.0
20～30年未満 272 2.2 22.1 45.6 19.9 7.4 2.9 24.3 45.6 27.3 2.9
30年以上 1,234 2.3 24.7 47.7 19.5 3.2 2.5 27.0 47.7 22.7 2.5
無回答 42 7.1 16.7 42.9 16.7 - 16.7 23.8 42.9 16.7 16.7
農林漁業 41 2.4 34.1 43.9 4.9 4.9 9.8 36.5 43.9 9.8 9.8
自営業 157 - 21.0 42.7 27.4 5.7 3.2 21.0 42.7 33.1 3.2
会社、工場、商店、団体など勤務 748 1.5 22.1 45.7 23.8 5.6 1.3 23.6 45.7 29.4 1.3
公務員 110 2.7 22.7 50.0 21.8 1.8 0.9 25.4 50.0 23.6 0.9
無職 791 3.2 24.3 48.9 17.1 3.2 3.4 27.5 48.9 20.3 3.4
学生 29 10.3 17.2 62.1 6.9 3.4 - 27.5 62.1 10.3 -
その他 34 - 35.3 47.1 14.7 2.9 - 35.3 47.1 17.6 -
無回答 65 4.6 20.0 46.2 16.9 4.6 7.7 24.6 46.2 21.5 7.7
中央区 458 1.7 25.3 48.7 16.6 4.4 3.3 27.0 48.7 21.0 3.3
東区 485 1.6 23.3 46.8 21.6 3.9 2.7 24.9 46.8 25.5 2.7
西区 230 5.7 24.3 43.5 20.4 4.3 1.7 30.0 43.5 24.7 1.7
南区 345 2.3 24.6 43.2 22.9 4.6 2.3 26.9 43.2 27.5 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 2.5 26.2 43.4 21.5 4.7 1.8 28.7 43.4 26.2 1.8
南区（富合地域） 31 3.2 22.6 35.5 25.8 6.5 6.5 25.8 35.5 32.3 6.5
南区（城南地域） 35 - 14.3 48.6 31.4 2.9 2.9 14.3 48.6 34.3 2.9

北区 371 1.6 18.3 53.6 20.8 4.0 1.6 19.9 53.6 24.8 1.6
北区（植木地域） 115 0.9 17.4 47.8 27.8 5.2 0.9 18.3 47.8 33.0 0.9
北区（旧熊本市地域） 256 2.0 18.8 56.3 17.6 3.5 2.0 20.8 56.3 21.1 2.0

無回答 86 3.5 24.4 40.7 18.6 5.8 7.0 27.9 40.7 24.4 7.0
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（10）地域の子育て支援活動に参加した市民の割合（問 23） 
 

問 23 過去１年間に地域での子育て支援活動に参加したことがありますか。 

 
◆全体結果 
過去１年間に地域での子育て支援活動に参加したことがあるかについて、「参加したことがあ

る」は 10.5％となっている。なお、「参加したことがない」は 81.9％、「わからない」は 5.5％

となっている。 

前回調査と比較すると、「参加したことがある」（前回 14.1％）は 3.6ポイント減少している。

一方、「参加したことがない」（前回 79.1％）は 2.8ポイント増加している。 

 
図表３－10－１ 地域の子育て支援活動に参加した市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

参加したことがある

15.3 

14.6 

14.9 

16.7 

18.0 

18.2 

17.5 

18.1 

14.1 

10.5 

参加したことがない

81.3 

81.3 

80.6 

77.9 

77.7 

77.4 

76.8 

78.4 

79.1 

81.9 

わからない

2.4 

3.5 

3.9 

3.7 

3.6 

3.4 

3.8 

2.8 

4.8 

5.5 

無回答

1.1 

0.8 

0.7 

1.7 

0.7 

1.0 

2.0 

0.7 

1.9 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「参加したことがある」は、男性 7.7％、女性 12.7％で、女性の方が高くなっ

ている。 

◇年代別 
年代別にみると、「参加したことがある」は、40～44歳が 24.6％で最も高く、次いで 35～39

歳（19.5％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「参加したことがある」は、三世代同居が 15.5％で最も高く、次いで

夫婦に子どものみ（14.7％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「参加したことがある」は、5～10 年未満が 15.9％で最も高く、

次いで 10～20年未満（13.8％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「参加したことがある」は、公務員が 19.1％で最も高く、次いで自営業（14.6％）

の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「参加したことがある」は、南区が 13.0％で最も高く、以下、西区 12.2％、

中央区 10.3％、東区 9.5％、北区 8.9％の順となっている。 

 
  

102 
 



 
 

図表３－10－２ 地域の子育て支援活動に参加した市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

参
加
し
た
こ
と
が
あ
る

参
加
し
た
こ
と
は
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 10.5 81.9 5.5 2.1
男性 784 7.7 86.2 4.6 1.5
女性 1,142 12.7 79.0 6.1 2.2
無回答 49 6.1 81.6 4.1 8.2
20～24歳 66 3.0 92.4 4.5 -
25～29歳 71 1.4 98.6 - -
30～34歳 104 15.4 74.0 10.6 -
35～39歳 118 19.5 69.5 11.0 -
40～44歳 142 24.6 66.9 8.5 -
45～49歳 165 15.2 77.0 6.7 1.2
50～54歳 163 8.0 87.7 3.7 0.6
55～59歳 175 9.1 84.6 5.7 0.6
60～64歳 190 7.9 86.8 3.7 1.6
65～69歳 242 9.9 85.5 4.1 0.4
70～74歳 185 5.9 85.9 3.8 4.3
75～79歳 154 9.7 81.2 5.2 3.9
80歳以上 166 4.8 80.7 6.0 8.4
無回答 34 11.8 73.5 - 14.7
独り住まい 247 3.2 89.5 4.0 3.2
夫婦二人住まい 526 5.5 87.8 4.8 1.9
夫婦に子どものみ 892 14.7 78.1 6.1 1.1
三世代同居 194 15.5 75.3 7.7 1.5
その他 48 8.3 85.4 4.2 2.1
無回答 68 8.8 75.0 2.9 13.2
５年未満 118 11.9 78.8 6.8 2.5
５～10年未満 113 15.9 77.0 6.2 0.9
10～20年未満 196 13.8 78.6 6.6 1.0
20～30年未満 272 8.5 86.0 4.4 1.1
30年以上 1,234 10.0 82.7 5.3 2.0
無回答 42 7.1 71.4 4.8 16.7
農林漁業 41 9.8 73.2 9.8 7.3
自営業 157 14.6 78.3 4.5 2.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 10.7 83.4 5.3 0.5
公務員 110 19.1 78.2 1.8 0.9
無職 791 8.6 82.7 5.8 2.9
学生 29 - 93.1 6.9 -
その他 34 20.6 67.6 11.8 -
無回答 65 7.7 78.5 4.6 9.2
中央区 458 10.3 83.0 4.4 2.4
東区 485 9.5 82.1 7.4 1.0
西区 230 12.2 83.5 3.5 0.9
南区 345 13.0 78.6 5.8 2.6

南区（旧熊本市地域） 279 12.5 79.6 5.7 2.2
南区（富合地域） 31 9.7 80.6 3.2 6.5
南区（城南地域） 35 20.0 68.6 8.6 2.9

北区 371 8.9 85.2 4.6 1.3
北区（植木地域） 115 8.7 86.1 4.3 0.9
北区（旧熊本市地域） 256 9.0 84.8 4.7 1.6

無回答 86 10.5 70.9 8.1 10.5
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（11）子育てについて（問 24、24－１） 
①現在、子ども（18 歳以下）を育てている市民の割合（問 24） 

 

問 24 あなたは、現在、子ども（18 歳以下）を育てていますか。 

 
◆全体結果 
18 歳以下の子どもを育てているかについては、「はい」が 21.7％、「いいえ」は 76.4％とな

っている。 

前回調査と比較すると、「はい」（前回 22.4％）は 0.7 ポイント減少している。なお、「いい

え（前回」76.3％）は 0.1ポイント増で、ほとんど変わらない。 

 
図表３－11－１ 現在、子ども（18 歳以下）を育てている市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

はい

24.9 

23.9 

25.2 

23.9 

24.3 

22.6 

20.9 

22.3 

22.4 

21.7 

いいえ

72.1 

72.8 

72.1 

72.7 

72.9 

74.8 

74.6 

75.5 

76.3 

76.4 

無回答

3.0 

3.3 

2.7 

3.4 

2.9 

2.6 

4.5 

2.2 

1.3 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「はい」は、男性 21.4％、女性 22.5％となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「はい」は、40～44 歳が 69.0％で最も高く、次いで 35～39 歳（67.8％）、

45～49 歳（57.0％）、30～34歳（49.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「はい」は、夫婦に子どものみが 37.9％で最も高く、次いで三世代同

居（34.0％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「はい」は、5～10年未満が 42.5％で最も高く、次いで 5年未満

（42.4％）、10～20年未満（40.3％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「はい」は、公務員が 40.9％で最も高く、次いで会社、工場、商店、団体

など勤務（33.0％）、自営業（21.0％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「はい」は、南区が 27.2％で最も高く、以下、東区 22.3％、中央区 21.2％、

北区 20.5％、西区 16.5％の順となっている。 
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図表３－11－２ 現在、子ども（18 歳以下）を育てている市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

は
い

い
い
え

無
回
答

全体 1,975 21.7 76.4 2.0
男性 784 21.4 77.4 1.1
女性 1,142 22.5 75.0 2.5
無回答 49 6.1 89.8 4.1
20～24歳 66 3.0 97.0 -
25～29歳 71 18.3 81.7 -
30～34歳 104 49.0 51.0 -
35～39歳 118 67.8 30.5 1.7
40～44歳 142 69.0 31.0 -
45～49歳 165 57.0 41.8 1.2
50～54歳 163 30.7 68.1 1.2
55～59歳 175 9.1 90.9 -
60～64歳 190 4.2 93.7 2.1
65～69歳 242 2.9 95.9 1.2
70～74歳 185 1.1 96.2 2.7
75～79歳 154 0.6 96.1 3.2
80歳以上 166 1.8 90.4 7.8
無回答 34 8.8 82.4 8.8
独り住まい 247 3.2 93.5 3.2
夫婦二人住まい 526 1.0 96.8 2.3
夫婦に子どものみ 892 37.9 61.0 1.1
三世代同居 194 34.0 65.5 0.5
その他 48 10.4 85.4 4.2
無回答 68 8.8 82.4 8.8
５年未満 118 42.4 54.2 3.4
５～10年未満 113 42.5 55.8 1.8
10～20年未満 196 40.3 58.7 1.0
20～30年未満 272 23.9 74.6 1.5
30年以上 1,234 14.8 83.2 1.9
無回答 42 7.1 85.7 7.1
農林漁業 41 9.8 87.8 2.4
自営業 157 21.0 77.1 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 33.0 66.0 0.9
公務員 110 40.9 57.3 1.8
無職 791 10.1 87.0 2.9
学生 29 - 100.0 -
その他 34 32.4 67.6 -
無回答 65 12.3 83.1 4.6
中央区 458 21.2 76.6 2.2
東区 485 22.3 75.9 1.9
西区 230 16.5 82.6 0.9
南区 345 27.2 70.7 2.0

南区（旧熊本市地域） 279 25.8 72.0 2.2
南区（富合地域） 31 32.3 64.5 3.2
南区（城南地域） 35 34.3 65.7 -

北区 371 20.5 78.2 1.3
北区（植木地域） 115 16.5 82.6 0.9
北区（旧熊本市地域） 256 22.3 76.2 1.6

無回答 86 17.4 75.6 7.0

地
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別
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別

年
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別
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②子育てが楽しいと感じる市民の割合（問 24－１） 

 

（問 24 で「１．はい」と回答した方にお尋ねします。） 

問 24－１ あなたは、子育てが楽しいと感じていますか。（1 つだけ） 

 
◆全体結果 
18 歳以下の子どもを「育てている（はい）」と回答した 428 人に、子育てが楽しいと感じて

いるか聞いたところ、「とても感じる」（45.8％）、「やや感じる」（39.5％）を合わせた割合は

85.3％で、「全く感じない」（0.7％）、「あまり感じない」（3.5％）を合わせた割合（4.2％）を

81.1ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 82.2％）は

3.1 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

2.5％）は 1.7ポイント増加している。 

 
図表３－11－３ 子育てが楽しいと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=1,217)

平成21年度
(n=1,084)

平成22年度
(n=1,178)

平成23年度
(n=903)

平成24年度
(n=917)

平成25年度
(n=761)

平成26年度
(n=740)

平成27年度
(n=338)

平成28年度
(n=472)

平成29年度
(n=428)

とても感じる

43.6 

44.9 

45.3 

43.9 

45.8 

43.2 

41.8 

41.1 

43.0 

45.8 

やや感じる

36.8 

37.2 

37.4 

36.7 

37.9 

39.2 

37.8 

43.5 

39.2 

39.5 

どちらともいえない

13.6 

12.2 

11.5 

12.6 

11.1 

12.7 

13.0 

7.7 

15.0 

10.3 

あまり感じない

3.0 

3.0 

3.2 

3.4 

2.8 

2.8 

2.6 

3.6 

2.5 

3.5 

全く感じない

0.6 

0.8 

0.8 

0.4 

0.7 

0.7 

1.4 

0.6 

0.0 

0.7 

無回答

2.4 

1.8 

1.8 

3.0 

1.6 

1.4 

3.5 

3.6 

0.2 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 86.9％、女性 84.8％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別（サンプル数の少ない 20 歳代、55歳以上を除く）にみると、「とても感じる」、「やや

感じる」を合わせた割合は、40～44 歳が 92.8％で最も高く、次いで 45～49 歳（85.1％）の順

となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別（サンプル数の少ない独り住まい、夫婦二人住まいを除く）にみると、「とても感

じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、夫婦に子どものみが 85.2％、三世代同居は 84.9％と

なっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 86.3％で最も高く、次いで 20～30年未満（86.2％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別（サンプル数の少ない農林漁業を除く）にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を

合わせた割合は、公務員が 91.1％で最も高く、次いで自営業（87.9％）の順となっている。（自

営業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 86.8％で最も

高く、以下、中央区 86.6％、北区 85.5％、南区 85.1％、東区 83.3％の順となっている。 
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図表３－11－４ 子育てが楽しいと感じる市民の割合（属性別） 

 
 

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 428 45.8 39.5 10.3 3.5 0.7 0.2 85.3 10.3 4.2 0.2
男性 168 50.0 36.9 8.3 3.6 0.6 0.6 86.9 8.3 4.2 0.6
女性 257 43.6 41.2 10.9 3.5 0.8 - 84.8 10.9 4.3 -
無回答 3 - 33.3 66.7 - - - 33.3 66.7 - -
20～24歳 2 50.0 - 50.0 - - - 50.0 50.0 - -
25～29歳 13 69.2 15.4 15.4 - - - 84.6 15.4 - -
30～34歳 51 43.1 41.2 3.9 9.8 2.0 - 84.3 3.9 11.8 -
35～39歳 80 47.5 35.0 12.5 3.8 - 1.3 82.5 12.5 3.8 1.3
40～44歳 98 56.1 36.7 5.1 2.0 - - 92.8 5.1 2.0 -
45～49歳 94 37.2 47.9 11.7 2.1 1.1 - 85.1 11.7 3.2 -
50～54歳 50 40.0 42.0 14.0 4.0 - - 82.0 14.0 4.0 -
55～59歳 16 37.5 56.3 6.3 - - - 93.8 6.3 - -
60～64歳 8 50.0 25.0 25.0 - - - 75.0 25.0 - -
65～69歳 7 42.9 14.3 28.6 - 14.3 - 57.2 28.6 14.3 -
70～74歳 2 50.0 50.0 - - - - 100.0 - - -
75～79歳 1 100.0 - - - - - 100.0 - - -
80歳以上 3 - 33.3 33.3 33.3 - - 33.3 33.3 33.3 -
無回答 3 33.3 66.7 - - - - 100.0 - - -
独り住まい 8 25.0 62.5 12.5 - - - 87.5 12.5 - -
夫婦二人住まい 5 100.0 - - - - - 100.0 - - -
夫婦に子どものみ 338 46.7 38.5 10.1 3.6 0.9 0.3 85.2 10.1 4.5 0.3
三世代同居 66 39.4 45.5 10.6 4.5 - - 84.9 10.6 4.5 -
その他 5 80.0 20.0 - - - - 100.0 - - -
無回答 6 16.7 50.0 33.3 - - - 66.7 33.3 - -
５年未満 50 42.0 42.0 12.0 2.0 2.0 - 84.0 12.0 4.0 -
５～10年未満 48 45.8 37.5 10.4 4.2 - 2.1 83.3 10.4 4.2 2.1
10～20年未満 79 49.4 35.4 11.4 3.8 - - 84.8 11.4 3.8 -
20～30年未満 65 46.2 40.0 10.8 1.5 1.5 - 86.2 10.8 3.0 -
30年以上 183 45.9 40.4 9.3 3.8 0.5 - 86.3 9.3 4.3 -
無回答 3 - 66.7 - 33.3 - - 66.7 - 33.3 -
農林漁業 4 50.0 50.0 - - - - 100.0 - - -
自営業 33 48.5 39.4 9.1 3.0 - - 87.9 9.1 3.0 -
会社、工場、商店、団体など勤務 247 45.7 39.3 10.1 4.0 0.4 0.4 85.0 10.1 4.4 0.4
公務員 45 53.3 37.8 6.7 2.2 - - 91.1 6.7 2.2 -
無職 80 38.8 42.5 12.5 3.8 2.5 - 81.3 12.5 6.3 -
学生 - - - - - - - - - - -
その他 11 72.7 9.1 18.2 - - - 81.8 18.2 - -
無回答 8 25.0 62.5 12.5 - - - 87.5 12.5 - -
中央区 97 46.4 40.2 10.3 3.1 - - 86.6 10.3 3.1 -
東区 108 46.3 37.0 11.1 3.7 1.9 - 83.3 11.1 5.6 -
西区 38 34.2 52.6 10.5 2.6 - - 86.8 10.5 2.6 -
南区 94 52.1 33.0 6.4 6.4 1.1 1.1 85.1 6.4 7.5 1.1

南区（旧熊本市地域） 72 54.2 30.6 6.9 6.9 1.4 - 84.8 6.9 8.3 -
南区（富合地域） 10 50.0 30.0 10.0 10.0 - - 80.0 10.0 10.0 -
南区（城南地域） 12 41.7 50.0 - - - 8.3 91.7 - - 8.3

北区 76 43.4 42.1 13.2 1.3 - - 85.5 13.2 1.3 -
北区（植木地域） 19 21.1 63.2 15.8 - - - 84.3 15.8 - -
北区（旧熊本市地域） 57 50.9 35.1 12.3 1.8 - - 86.0 12.3 1.8 -

無回答 15 40.0 46.7 13.3 - - - 86.7 13.3 - -
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別
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４ 豊かな人間性と未来へ飛躍できる力を育む教育の振興（第４章） 
 
（１）過去１年間に生涯学習を行った市民の割合（問 25） 
 

問 25 あなたは、この１年くらいの間に、生涯学習をしたことがありますか。 

 
注）「生涯学習」とは、人々が、生涯のいつでも、どこでも、自由に行う学習活動のことで、学校教育や公民

館における社会教育などの学習機会に限らず、自分から進んで行う学習やスポーツ、文化活動、趣味、

ボランティア活動などにおけるさまざまな学習活動のことをいいます。（自宅での学習活動も含みます。） 

 
◆全体結果 
過去１年間に生涯学習をしたことがあるかについて、「したことがある」は 42.0％となって

いる。なお、「したことがない」は 52.3％、「わからない」は 3.9％となっている。 

前回調査と比較すると、「したことがある」（前回 39.5％）は 2.5ポイント増加している。一

方、「したことはない」（前回 55.1％）は 2.8ポイント減少している。 

 
図表４－１－１ 過去１年間に生涯学習を行った市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

したことがある

42.4 

42.2 

39.7 

42.9 

41.9 

36.8 

34.2 

28.6 

39.5 

42.0 

したことがない

52.9 

52.0 

54.7 

51.2 

52.6 

58.1 

58.5 

64.2 

55.1 

52.3 

わからない

3.4 

4.9 

4.7 

4.2 

4.7 

4.2 

5.1 

5.8 

3.5 

3.9 

無回答

1.3 

0.9 

0.9 

1.6 

0.8 

1.0 

2.3 

1.4 

1.9 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「したことがある」は、男性 38.3％、女性 44.7％で、女性の方が高くなって

いる。 

◇年代別 
年代別にみると、「したことがある」は、25～29 歳が 50.7％で最も高く、次いで 75～79 歳

（50.6％）、20～24歳（50.0％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「したことがある」は、夫婦二人住まいが 45.6％で最も高く、次いで

夫婦に子どものみ（42.2％）、三世代同居（41.2％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「したことがある」は、20～30 年未満が 48.2％で最も高く、次

いで 10～20 年未満（48.0％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「したことがある」は、公務員が 50.0％で最も高く、次いで学生（48.3％）、

無職（45.4％）の順となっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であ

り、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「したことがある」は、中央区が 46.1％で最も高く、以下、東区 42.9％、

北区 41.5％、南区 38.3％、西区 37.8％の順となっている。 
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図表４－１－２ 過去１年間に生涯学習を行った市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

し
た
こ
と
が
あ
る

し
た
こ
と
が
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 42.0 52.3 3.9 1.8
男性 784 38.3 56.0 4.3 1.4
女性 1,142 44.7 50.0 3.5 1.8
無回答 49 38.8 46.9 6.1 8.2
20～24歳 66 50.0 43.9 6.1 -
25～29歳 71 50.7 40.8 8.5 -
30～34歳 104 38.5 56.7 4.8 -
35～39歳 118 41.5 49.2 8.5 0.8
40～44歳 142 47.2 48.6 4.2 -
45～49歳 165 39.4 55.8 4.2 0.6
50～54歳 163 42.9 53.4 3.1 0.6
55～59歳 175 34.9 61.1 3.4 0.6
60～64歳 190 34.7 62.1 2.6 0.5
65～69歳 242 45.0 50.8 3.3 0.8
70～74歳 185 43.8 53.0 0.5 2.7
75～79歳 154 50.6 40.3 4.5 4.5
80歳以上 166 38.0 51.2 4.2 6.6
無回答 34 35.3 50.0 - 14.7
独り住まい 247 39.7 54.7 3.6 2.0
夫婦二人住まい 526 45.6 49.2 3.0 2.1
夫婦に子どものみ 892 42.2 52.7 4.4 0.8
三世代同居 194 41.2 52.6 4.1 2.1
その他 48 29.2 64.6 6.3 -
無回答 68 32.4 52.9 2.9 11.8
５年未満 118 35.6 58.5 4.2 1.7
５～10年未満 113 38.9 53.1 7.1 0.9
10～20年未満 196 48.0 50.0 1.5 0.5
20～30年未満 272 48.2 45.6 5.1 1.1
30年以上 1,234 41.0 53.5 3.7 1.8
無回答 42 31.0 52.4 2.4 14.3
農林漁業 41 29.3 61.0 2.4 7.3
自営業 157 38.9 57.3 2.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 38.1 57.6 3.3 0.9
公務員 110 50.0 44.5 4.5 0.9
無職 791 45.4 48.0 4.8 1.8
学生 29 48.3 44.8 6.9 -
その他 34 61.8 29.4 5.9 2.9
無回答 65 35.4 53.8 - 10.8
中央区 458 46.1 48.9 3.5 1.5
東区 485 42.9 53.4 2.9 0.8
西区 230 37.8 56.5 4.8 0.9
南区 345 38.3 55.7 3.8 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 38.7 55.9 3.2 2.2
南区（富合地域） 31 35.5 54.8 3.2 6.5
南区（城南地域） 35 37.1 54.3 8.6 -

北区 371 41.5 52.3 4.9 1.3
北区（植木地域） 115 34.8 59.1 4.3 1.7
北区（旧熊本市地域） 256 44.5 49.2 5.1 1.2

無回答 86 44.2 39.5 5.8 10.5
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（２）社会教育施設の利用状況（問 26） 
 

問 26 次の社会教育施設の中で、この 1 年くらいの間に、あなたが利用したことがあるも

のをすべて選んでください。（複数選択） 

 
◆全体結果 
この１年くらいの間に、利用したことがある社会教育施設について聞いたところ、「前記の施

設を利用したことがない」が 41.9％で最も高くなっている。なお、利用した施設では「図書館」

が 29.9％で最も高く次いで「公民館」（29.8％）の順となっている。 

過去の調査結果と比較するために、今回の調査で「前記の施設を利用したことがない」およ

び無回答を除く 1,004 人の結果をみると、いずれの施設も前回調査に比べて利用割合が増加し

ている。 

 
図表４－２－１ 社会教育施設の利用状況（全体／経年比較） 

■回答者全体 ■前回調査と比較するために、 

 「利用したことがない」と回答した人を除いた集計 

 
 
  

29.8

29.9

8.2

2.7

41.9

0 20 40 60 80

公民館

図書館

博物館

青少年教育施設

（少年自然の家、

野外教育施設など）

前記の施設を

利用したことがない (n=1,975)

（％）

57.8

47.0

17.5

6.5

43.1

44.4

12.6

3.1

58.6

58.8

16.1

5.4

0 20 40 60 80

公民館

図書館

博物館

青少年教育施設

（少年自然の家、

野外教育施設など）

平成27年度(n=434)

平成28年度(n=1,368)

平成29年度(n=1,004)

（％）
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「前記の施設を利用したことがない」が最も高く、男性（45.7％）

の方が女性（39.6％）よりも高くなっている。なお、利用した施設について、男性は「図書館」

（26.5％）、女性は「公民館」（32.5％）が、それぞれ最も高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、25～29歳、30～34歳、45～49歳、50～60歳代、および 80歳以上は「前記

の施設を利用したことがない」が最も高くなっている。なお、利用した施設について、「公民館」

が最も高いのは 75～79歳（46.1％）、「図書館」、「博物館」はいずれも 35～39歳、「青少年教育

施設」は 20～24 歳が最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「前記の施設を利用したことがない」が最も高くなっている。

なお、利用した施設について、独り住まいと夫婦に子どものみは「図書館」、夫婦二人住まいと

三世代同居は「公民館」が、それぞれ最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、10 年未満は「図書館」、10 年以上は「前記の施設を利用したこ

とがない」が最も高くなっている。なお、利用した施設について、30年未満はいずれも「図書

館」が最も高く、30 年以上は「公民館」（32.7％）が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、自営業、会社、工場、商店、団体など勤務、および無職は「前記の施設を

利用したことがない」が最も高くなっている。なお、農林漁業は「公民館」（48.8％）、公務員、

および学生は「図書館」が最も高くなっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを

踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、南区を除いて「前記の施設を利用したことがない」が最も高くなっている。

なお、南区は「図書館」（37.7％）が最も高くなっている。 
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図表４－２－２ 社会教育施設の利用状況（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

公
民
館

図
書
館

博
物
館

青
少
年
教
育
施
設
（

少

年
自
然
の
家
、

野
外
教

育
施
設
な
ど
）

前
記
の
施
設
を
利
用
し

た
こ
と
が
な
い

無
回
答

全体 1,975 29.8 29.9 8.2 2.7 41.9 7.3
男性 784 25.5 26.5 7.8 2.7 45.7 7.1
女性 1,142 32.5 32.4 8.6 2.6 39.6 7.3
無回答 49 34.7 24.5 6.1 6.1 34.7 10.2
20～24歳 66 13.6 45.5 15.2 13.6 37.9 1.5
25～29歳 71 18.3 31.0 12.7 4.2 49.3 5.6
30～34歳 104 22.1 34.6 13.5 2.9 44.2 5.8
35～39歳 118 31.4 49.2 16.1 4.2 28.0 5.1
40～44歳 142 35.2 40.8 12.0 2.8 37.3 2.8
45～49歳 165 22.4 36.4 5.5 6.1 46.1 4.2
50～54歳 163 18.4 30.7 8.0 1.8 47.2 7.4
55～59歳 175 25.7 29.7 4.0 4.6 50.3 5.1
60～64歳 190 23.2 24.2 6.8 0.5 51.6 6.3
65～69歳 242 33.9 29.3 8.7 0.8 40.9 8.3
70～74歳 185 42.2 26.5 4.9 1.6 38.4 6.5
75～79歳 154 46.1 17.5 5.2 0.6 31.8 11.7
80歳以上 166 34.9 12.0 6.0 - 41.0 16.9
無回答 34 32.4 32.4 8.8 5.9 26.5 14.7
独り住まい 247 19.8 24.3 11.3 2.0 50.6 9.3
夫婦二人住まい 526 31.9 26.6 7.0 1.0 43.0 7.2
夫婦に子どものみ 892 30.8 33.5 8.9 4.4 38.9 5.9
三世代同居 194 34.5 32.5 6.2 - 37.6 8.8
その他 48 20.8 18.8 2.1 4.2 62.5 8.3
無回答 68 27.9 27.9 7.4 4.4 38.2 13.2
５年未満 118 22.9 41.5 11.9 5.9 40.7 5.9
５～10年未満 113 30.1 44.2 8.8 6.2 38.1 3.5
10～20年未満 196 23.0 36.2 9.7 4.6 41.3 7.7
20～30年未満 272 23.9 35.3 8.5 3.3 46.3 5.5
30年以上 1,234 32.7 25.4 7.5 1.5 41.9 7.9
無回答 42 31.0 26.2 7.1 7.1 28.6 14.3
農林漁業 41 48.8 4.9 7.3 2.4 26.8 17.1
自営業 157 28.0 20.4 6.4 1.3 48.4 7.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 24.7 31.3 9.5 3.6 47.1 5.2
公務員 110 27.3 42.7 12.7 6.4 36.4 3.6
無職 791 35.1 28.8 6.4 1.3 38.2 8.6
学生 29 6.9 51.7 13.8 13.8 31.0 3.4
その他 34 20.6 32.4 11.8 2.9 47.1 11.8
無回答 65 33.8 32.3 7.7 3.1 32.3 13.8
中央区 458 21.0 29.9 9.2 2.8 46.9 6.8
東区 485 27.4 29.9 8.2 2.5 44.7 7.0
西区 230 32.2 30.4 9.6 1.3 43.0 5.2
南区 345 35.1 37.7 7.0 2.9 32.8 7.2

南区（旧熊本市地域） 279 34.4 35.5 7.9 2.5 34.4 7.5
南区（富合地域） 31 35.5 35.5 - 6.5 29.0 9.7
南区（城南地域） 35 40.0 57.1 5.7 2.9 22.9 2.9

北区 371 38.0 25.3 5.7 2.7 39.1 7.3
北区（植木地域） 115 38.3 25.2 6.1 2.6 34.8 10.4
北区（旧熊本市地域） 256 37.9 25.4 5.5 2.7 41.0 5.9

無回答 86 26.7 16.3 15.1 7.0 44.2 17.4

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別

115 
 



（３）１回３０分以上のスポーツ（軽い運動を含む）をしている市民の割合（問 27） 
 

問 27 あなたは、１回３０分以上のスポーツを週何日していますか。ウォーキングなどの

軽い運動でも構いません。 

 
◆全体結果 
1回 30分以上のスポーツを週何日しているかについては、「週 5日以上している」（12.1％）、

「週 2～4 日している」（23.4％）、「週 1 日程度している」（14.5％）を合わせた割合は 50.0％

で、「毎週はしていないが、月 1～2 回程度している」（11.6％）、「していない」（35.9％）を合

わせた割合（47.5％）を 2.5ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度してい

る」を合わせた割合（前回 47.9％）は 2.1 ポイント増加している。一方、「毎週はしていない

が、月 1～2 回程度している」、「していない」を合わせた割合（前回 51.0％）は 3.5 ポイント

減少している。 

 
図表４－３－１ １回３０分以上のスポーツ（軽い運動を含む）をしている市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

週５日以上している

13.6 

13.5 

13.3 

13.1 

14.3 

14.9 

13.4 

13.6 

12.3 

12.1 

週２～４日している

23.5 

23.8 

23.5 

23.9 

24.8 

22.2 

24.8 

26.2 

22.8 

23.4 

週１日程度している

13.3 

14.6 

14.0 

12.8 

13.5 

13.6 

14.0 

13.7 

12.8 

14.5 

毎週はしていないが、

月１～２日程度している

14.6 

14.1 

13.4 

13.4 

13.0 

12.4 

13.7 

14.0 

11.4 

11.6 

していない

34.1 

33.1 

35.2 

35.3 

33.7 

36.4 

32.9 

31.5 

39.5 

35.9 

無回答

0.8 

0.6 

0.4 

1.6 

0.6 

0.6 

1.2 

1.0 

1.1 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度している」を合

わせた割合は、男性 52.7％、女性 47.7％で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度している」を

合わせた割合は、75～79歳が 66.2％で最も高く、次いで 70～74歳（65.9％）、65～69歳（61.6％）

の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「週 5日以上している」、「週 2～4日している」、「週 1回程度している」

を合わせた割合は、夫婦二人住まいが 59.7％で最も高く、次いで独り住まい（57.1％）の順と

なっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度し

ている」を合わせた割合は、5年未満が 52.5％で最も高く、次いで 30年以上（52.0％）、5～10

年未満（48.7％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度している」を

合わせた割合は、無職が 59.8％で最も高く、次いで公務員（54.5％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「週 5 日以上している」、「週 2～4 日している」、「週 1 回程度している」を

合わせた割合は、中央区が 54.3％で最も高く、以下、北区 52.3％、東区、および西区（いずれ

も 49.5％）、南区 42.9％の順となっている。 
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図表４－３－２ １回３０分以上のスポーツ（軽い運動を含む）をしている市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

週
５
日
以
上
し
て
い
る

週
２
～

４
日
し
て
い
る

週
１
日
程
度
し
て
い
る

毎
週
は
し
て
い
な
い
が
、

月

１
～

２
日
程
度
し
て
い
る

し
て
い
な
い

無
回
答

「

週
５
日
以
上
し
て
い
る
」

＋
「

週
２
～

４
日
し
て
い

る
」

＋
「

週
１
日
程
度
し
て

い
る
」

「

毎
週
は
し
て
い
な
い
が
、

月
１
～

２
日
程
度
し
て
い

る
」

＋
「

し
て
い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 12.1 23.4 14.5 11.6 35.9 2.5 50.0 47.5 2.5
男性 784 14.3 22.7 15.7 11.7 33.2 2.4 52.7 44.9 2.4
女性 1,142 10.6 23.6 13.5 11.6 38.3 2.4 47.7 49.9 2.4
無回答 49 12.2 28.6 18.4 8.2 24.5 8.2 59.2 32.7 8.2
20～24歳 66 3.0 19.7 13.6 21.2 42.4 - 36.3 63.6 -
25～29歳 71 1.4 18.3 15.5 12.7 50.7 1.4 35.2 63.4 1.4
30～34歳 104 5.8 15.4 23.1 11.5 43.3 1.0 44.3 54.8 1.0
35～39歳 118 5.9 17.8 11.0 9.3 55.1 0.8 34.7 64.4 0.8
40～44歳 142 4.2 21.1 14.8 14.8 45.1 - 40.1 59.9 -
45～49歳 165 6.1 16.4 10.9 16.4 48.5 1.8 33.4 64.9 1.8
50～54歳 163 8.0 24.5 16.0 16.0 33.7 1.8 48.5 49.7 1.8
55～59歳 175 10.9 20.0 12.6 9.7 45.7 1.1 43.5 55.4 1.1
60～64歳 190 15.8 23.7 15.8 7.4 35.3 2.1 55.3 42.7 2.1
65～69歳 242 21.1 26.0 14.5 11.2 26.0 1.2 61.6 37.2 1.2
70～74歳 185 18.9 32.4 14.6 7.0 22.7 4.3 65.9 29.7 4.3
75～79歳 154 22.7 31.8 11.7 9.1 19.5 5.2 66.2 28.6 5.2
80歳以上 166 12.7 22.3 16.3 12.0 28.3 8.4 51.3 40.3 8.4
無回答 34 8.8 38.2 14.7 11.8 20.6 5.9 61.7 32.4 5.9
独り住まい 247 13.0 25.5 18.6 9.3 30.4 3.2 57.1 39.7 3.2
夫婦二人住まい 526 17.7 29.8 12.2 10.1 27.8 2.5 59.7 37.9 2.5
夫婦に子どものみ 892 10.7 20.2 14.0 12.2 40.8 2.1 44.9 53.0 2.1
三世代同居 194 4.6 18.6 17.5 14.9 41.8 2.6 40.7 56.7 2.6
その他 48 12.5 20.8 12.5 4.2 50.0 - 45.8 54.2 -
無回答 68 5.9 23.5 16.2 19.1 27.9 7.4 45.6 47.0 7.4
５年未満 118 9.3 23.7 19.5 13.6 31.4 2.5 52.5 45.0 2.5
５～10年未満 113 9.7 24.8 14.2 13.3 37.2 0.9 48.7 50.5 0.9
10～20年未満 196 9.7 20.9 13.3 11.2 42.9 2.0 43.9 54.1 2.0
20～30年未満 272 8.1 21.0 12.9 12.9 43.4 1.8 42.0 56.3 1.8
30年以上 1,234 13.9 23.7 14.4 11.0 34.0 2.8 52.0 45.0 2.8
無回答 42 9.5 35.7 19.0 11.9 19.0 4.8 64.2 30.9 4.8
農林漁業 41 19.5 2.4 9.8 12.2 43.9 12.2 31.7 56.1 12.2
自営業 157 10.8 17.2 12.7 12.1 44.6 2.5 40.7 56.7 2.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 8.0 16.6 16.2 14.2 44.0 1.1 40.8 58.2 1.1
公務員 110 13.6 28.2 12.7 11.8 30.9 2.7 54.5 42.7 2.7
無職 791 16.2 30.2 13.4 9.1 27.9 3.2 59.8 37.0 3.2
学生 29 3.4 17.2 20.7 10.3 48.3 - 41.3 58.6 -
その他 34 - 44.1 17.6 14.7 17.6 5.9 61.7 32.3 5.9
無回答 65 15.4 30.8 13.8 9.2 26.2 4.6 60.0 35.4 4.6
中央区 458 10.7 25.5 18.1 12.0 31.2 2.4 54.3 43.2 2.4
東区 485 12.6 22.9 14.0 10.3 38.4 1.9 49.5 48.7 1.9
西区 230 15.2 20.0 14.3 11.3 38.3 0.9 49.5 49.6 0.9
南区 345 11.9 20.0 11.0 11.9 42.3 2.9 42.9 54.2 2.9

南区（旧熊本市地域） 279 12.5 20.4 11.1 10.0 43.4 2.5 44.0 53.4 2.5
南区（富合地域） 31 6.5 12.9 9.7 12.9 48.4 9.7 29.1 61.3 9.7
南区（城南地域） 35 11.4 22.9 11.4 25.7 28.6 - 45.7 54.3 -

北区 371 11.6 27.0 13.7 12.1 32.9 2.7 52.3 45.0 2.7
北区（植木地域） 115 11.3 20.0 14.8 10.4 40.0 3.5 46.1 50.4 3.5
北区（旧熊本市地域） 256 11.7 30.1 13.3 12.9 29.7 2.3 55.1 42.6 2.3

無回答 86 11.6 22.1 15.1 14.0 27.9 9.3 48.8 41.9 9.3
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（４）文化に親しんでいる市民の割合（問 28） 
 

問 28 あなたは、文化に親しんでいると思いますか。 

 
注）文化に親しんでいるとは、コンサートや演劇・舞踊等の鑑賞、お茶・お花・踊りなどの習い事、公民館

講座等への参加、熊本城や夏目漱石旧居等の名所旧跡や美術館・図書館等を訪れる、または、文化芸術

活動の指導を行っているなどをさします。 

 
◆全体結果 
文化に親しんでいると思うかについては、「親しんでいる」は 25.6％となっている。なお、「親

しんでいない」は 40.5％、「どちらともいえない」は 31.4％となっている。 

前回調査と比較すると、「親しんでいる」（前回 26.5％）は 0.9ポイント減少している。一方、

「親しんでいない」（前回 45.1％）も 4.6 ポイント減少しており、「どちらともいえない」（前

回 27.3％）が 4.1ポイント増加している。 

 
図表４－４－１ 文化に親しんでいる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

親しんでいる

31.1 

34.8 

31.9 

35.3 

34.4 

37.4 

35.0 

35.7 

26.5 

25.6 

どちらともいえない

39.0 

30.3 

31.5 

29.4 

32.3 

29.3 

29.8 

31.0 

27.3 

31.4 

親しんでいない

29.4 

34.6 

36.2 

34.1 

32.8 

32.9 

33.7 

32.8 

45.1 

40.5 

無回答

0.5 

0.4 

0.5 

1.2 

0.4 

0.4 

1.4 

0.5 

1.1 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「親しんでいる」は、男性 19.0％、女性 30.2％で、女性の方が高くなってい

る。 

◇年代別 
年代別にみると、「親しんでいる」は、20～24歳が 33.3％で最も高く、次いで 75～79歳（31.8％）

の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「親しんでいる」は、夫婦二人住まいが 31.0％で最も高く、次いで独

り住まい（27.5％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「親しんでいる」は、20～30 年未満が 28.3％で最も高く、次い

で 30年以上（25.6％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「親しんでいる」は、学生が 41.4％で最も高く、次いで公務員（31.8％）、

無職（29.2％）の順となっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であ

り、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「親しんでいる」は、西区が 30.4％で最も高く、以下、中央区 28.2％、東

区 25.8％、北区 24.3％、南区 21.2％の順となっている。 
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図表４－４－２ 文化に親しんでいる市民の割合（属性別） 

 

 

　
サ
ン
プ
ル
数

親
し
ん
で
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

親
し
ん
で
い
な
い

無
回
答

全体 1,975 25.6 31.4 40.5 2.4
男性 784 19.0 33.8 44.6 2.6
女性 1,142 30.2 29.9 37.8 2.1
無回答 49 24.5 30.6 36.7 8.2
20～24歳 66 33.3 34.8 31.8 -
25～29歳 71 29.6 23.9 43.7 2.8
30～34歳 104 23.1 34.6 41.3 1.0
35～39歳 118 22.0 34.7 42.4 0.8
40～44歳 142 23.9 33.8 42.3 -
45～49歳 165 15.8 33.3 49.7 1.2
50～54歳 163 23.3 29.4 45.4 1.8
55～59歳 175 23.4 30.9 45.1 0.6
60～64歳 190 25.3 28.4 44.2 2.1
65～69歳 242 29.8 32.2 36.8 1.2
70～74歳 185 29.7 30.3 36.8 3.2
75～79歳 154 31.8 29.9 34.4 3.9
80歳以上 166 25.3 31.9 33.1 9.6
無回答 34 23.5 35.3 32.4 8.8
独り住まい 247 27.5 28.3 41.3 2.8
夫婦二人住まい 526 31.0 29.5 37.6 1.9
夫婦に子どものみ 892 23.3 32.8 42.2 1.7
三世代同居 194 20.6 35.6 39.7 4.1
その他 48 22.9 22.9 50.0 4.2
無回答 68 23.5 33.8 33.8 8.8
５年未満 118 24.6 28.8 44.9 1.7
５～10年未満 113 24.8 40.7 33.6 0.9
10～20年未満 196 23.5 32.7 42.3 1.5
20～30年未満 272 28.3 30.1 39.7 1.8
30年以上 1,234 25.6 31.0 40.7 2.7
無回答 42 23.8 28.6 38.1 9.5
農林漁業 41 19.5 34.1 34.1 12.2
自営業 157 18.5 31.2 45.9 4.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 21.8 32.2 44.9 1.1
公務員 110 31.8 33.6 32.7 1.8
無職 791 29.2 31.1 37.2 2.5
学生 29 41.4 24.1 34.5 -
その他 34 29.4 23.5 41.2 5.9
無回答 65 27.7 29.2 36.9 6.2
中央区 458 28.2 32.3 37.6 2.0
東区 485 25.8 28.9 44.1 1.2
西区 230 30.4 26.5 42.2 0.9
南区 345 21.2 35.7 39.7 3.5

南区（旧熊本市地域） 279 22.6 33.3 40.5 3.6
南区（富合地域） 31 16.1 32.3 45.2 6.5
南区（城南地域） 35 14.3 57.1 28.6 -

北区 371 24.3 32.1 41.0 2.7
北区（植木地域） 115 16.5 34.8 45.2 3.5
北区（旧熊本市地域） 256 27.7 30.9 39.1 2.3

無回答 86 22.1 34.9 32.6 10.5

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
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市
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年
数
別

職
業
別
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５ 誇るべき良好な自然環境の保全と地球環境問題への積極的な対応（第５章） 
 
（１）「生物多様性」を知っている市民の割合（問 29） 
 

問 29 あなたは、「生物多様性」について知っていますか。 

 
注）生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつながりのことで、3 つのレベル（生態系・種・遺伝子）

の多様性があります。私たちの暮らしは、酸素や水、食料や衣料、癒しや文化的価値など生物多様性に

支えられています。 

 
◆全体結果 
「生物多様性」については、「言葉も意味も知っている」は 15.3％で、「言葉は知っているが、

意味はよく知らない」（37.4％）を合わせた割合は 52.7％となっている。なお、「知らない」は

44.4％となっている。 

 
図表５－１－１ 「生物多様性」を知っている市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

言葉も意味も知ってい

る

15.3 

言葉は知っているが、

意味はよく知らない

37.4 

知らない

44.4 

無回答

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく知らない」を

合わせた割合は、男性 54.8％、女性 50.8％で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく知らない」

を合わせた割合は、20～24歳が66.6％で最も高く、次いで70～74歳（58.3％）、75～79歳（56.5％）

の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく知らな

い」を合わせた割合は、夫婦二人住まいが 56.5％で最も高く、次いで独り住まい（55.5％）の

順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく

知らない」を合わせた割合は、5～10年未満が 59.3％で最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく知らない」

を合わせた割合は、学生が 72.4％で最も高く、次いで公務員（55.5％）の順となっている。（学

生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「言葉も意味も知っている」、「言葉は知っているが、意味はよく知らない」

を合わせた割合は、中央区が 57.2％で最も高く、以下、西区 55.2％、東区 53.4％、南区 50.4％、

北区 48.6％の順となっている。 
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図表５－１－２ 「生物多様性」を知っている市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

言
葉
も
意
味
も
知
っ

て
い

る 言
葉
は
知
っ

て
い
る
が
、

意
味
は
よ
く
知
ら
な
い

知
ら
な
い

無
回
答

「

言
葉
も
意
味
も
知
っ

て

い
る
」

＋
「

言
葉
は
知
っ

て
い
る
が
、

意
味
は
よ
く

知
ら
な
い
」

知
ら
な
い

無
回
答

全体 1,975 15.3 37.4 44.4 2.9 52.7 44.4 2.9
男性 784 18.6 36.2 41.8 3.3 54.8 41.8 3.3
女性 1,142 13.0 37.8 46.8 2.3 50.8 46.8 2.3
無回答 49 16.3 44.9 28.6 10.2 61.2 28.6 10.2
20～24歳 66 22.7 43.9 33.3 - 66.6 33.3 -
25～29歳 71 21.1 31.0 46.5 1.4 52.1 46.5 1.4
30～34歳 104 23.1 32.7 43.3 1.0 55.8 43.3 1.0
35～39歳 118 6.8 35.6 56.8 0.8 42.4 56.8 0.8
40～44歳 142 11.3 43.0 45.8 - 54.3 45.8 -
45～49歳 165 12.1 30.9 55.2 1.8 43.0 55.2 1.8
50～54歳 163 14.1 38.0 45.4 2.5 52.1 45.4 2.5
55～59歳 175 16.0 35.4 48.6 - 51.4 48.6 -
60～64歳 190 16.3 34.7 46.8 2.1 51.0 46.8 2.1
65～69歳 242 13.6 40.5 43.4 2.5 54.1 43.4 2.5
70～74歳 185 15.1 43.2 38.4 3.2 58.3 38.4 3.2
75～79歳 154 18.2 38.3 39.6 3.9 56.5 39.6 3.9
80歳以上 166 16.9 34.9 34.9 13.3 51.8 34.9 13.3
無回答 34 17.6 41.2 32.4 8.8 58.8 32.4 8.8
独り住まい 247 17.0 38.5 41.7 2.8 55.5 41.7 2.8
夫婦二人住まい 526 15.4 41.1 40.3 3.2 56.5 40.3 3.2
夫婦に子どものみ 892 15.4 35.1 47.5 2.0 50.5 47.5 2.0
三世代同居 194 13.9 36.6 45.4 4.1 50.5 45.4 4.1
その他 48 12.5 27.1 58.3 2.1 39.6 58.3 2.1
無回答 68 14.7 44.1 32.4 8.8 58.8 32.4 8.8
５年未満 118 22.0 33.1 43.2 1.7 55.1 43.2 1.7
５～10年未満 113 16.8 42.5 39.8 0.9 59.3 39.8 0.9
10～20年未満 196 16.8 39.8 42.3 1.0 56.6 42.3 1.0
20～30年未満 272 16.5 39.3 43.0 1.1 55.8 43.0 1.1
30年以上 1,234 14.2 36.1 46.0 3.6 50.3 46.0 3.6
無回答 42 11.9 47.6 31.0 9.5 59.5 31.0 9.5
農林漁業 41 14.6 31.7 43.9 9.8 46.3 43.9 9.8
自営業 157 14.6 38.2 42.7 4.5 52.8 42.7 4.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 14.4 36.8 47.6 1.2 51.2 47.6 1.2
公務員 110 26.4 29.1 42.7 1.8 55.5 42.7 1.8
無職 791 14.4 38.7 43.1 3.8 53.1 43.1 3.8
学生 29 24.1 48.3 27.6 - 72.4 27.6 -
その他 34 17.6 35.3 44.1 2.9 52.9 44.1 2.9
無回答 65 15.4 40.0 38.5 6.2 55.4 38.5 6.2
中央区 458 17.0 40.2 40.4 2.4 57.2 40.4 2.4
東区 485 15.5 37.9 43.5 3.1 53.4 43.5 3.1
西区 230 17.4 37.8 44.3 0.4 55.2 44.3 0.4
南区 345 11.6 38.8 47.2 2.3 50.4 47.2 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 12.5 38.0 47.7 1.8 50.5 47.7 1.8
南区（富合地域） 31 12.9 29.0 48.4 9.7 41.9 48.4 9.7
南区（城南地域） 35 2.9 54.3 42.9 - 57.2 42.9 -

北区 371 14.6 34.0 48.0 3.5 48.6 48.0 3.5
北区（植木地域） 115 12.2 36.5 46.1 5.2 48.7 46.1 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 15.6 32.8 48.8 2.7 48.4 48.8 2.7

無回答 86 18.6 26.7 44.2 10.5 45.3 44.2 10.5

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別
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族
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成
別
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数
別

職
業
別
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（２）環境保全のための実践活動について（問 30、30－１） 
①環境保全のための実践活動を行っている市民の割合（問 30） 

 

問30 あなたは日ごろ、環境保全のため次問(問30-1)のような実践活動を行っていますか。 

 
◆全体結果 
日ごろ、環境保全のための実践活動を行っているかについて、「常に行っている」（29.2％）、

「時々行っている」（31.4％）を合わせた割合は 60.6％で、「全く行っていない」（12.2％）、「あ

まり行っていない」（7.0％）を合わせた割合（19.2％）を 41.4 ポイント上回っている。 

 
図表５－２－１ 環境保全のための実践活動を行っている市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

常に行っている

29.2 

時々行っている

31.4 

どちらともいえない

10.1 

あまり行っていない

7.0 

全く行っていない

12.2 

無回答

10.2 
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◇性別 
性別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、男性 56.1％、女

性 64.4％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、55～59歳が 66.3％

で最も高く、次いで 20～24歳（65.2％）、50～54歳（65.1％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、夫婦二人住

まいが 63.3％で最も高く、次いで三世代同居（61.4％）、夫婦に子どものみ（61.3％）の順と

なっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、20

～30年未満が 66.6％で最も高く、次いで 10～20年未満（62.7％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、公務員が 69.1％

で最も高く、次いで学生（65.5％）、会社、工場、商店、団体など勤務（61.9％）、農林漁業（61.0％）

の順となっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、

注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「常に行っている」、「時々行っている」を合わせた割合は、中央区が 64.7％

で最も高く、以下、西区 63.5％、北区 60.9％、東区 60.0％、南区 56.5％の順となっている。 
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図表５－２－２ 環境保全のための実践活動を行っている市民の割合（属性別） 
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無
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時
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ど
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な
い

「

あ
ま
り
行
な
っ

て
い
な

い
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＋
「

全
く
行
な
っ

て

い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 29.2 31.4 10.1 7.0 12.2 10.2 60.6 10.1 19.2 10.2
男性 784 26.5 29.6 11.0 9.1 14.3 9.6 56.1 11.0 23.4 9.6
女性 1,142 31.3 33.1 9.5 5.7 10.2 10.1 64.4 9.5 15.9 10.1
無回答 49 20.4 20.4 8.2 6.1 22.4 22.4 40.8 8.2 28.5 22.4
20～24歳 66 28.8 36.4 9.1 1.5 21.2 3.0 65.2 9.1 22.7 3.0
25～29歳 71 23.9 35.2 12.7 8.5 12.7 7.0 59.1 12.7 21.2 7.0
30～34歳 104 14.4 47.1 12.5 8.7 16.3 1.0 61.5 12.5 25.0 1.0
35～39歳 118 20.3 40.7 18.6 7.6 11.0 1.7 61.0 18.6 18.6 1.7
40～44歳 142 33.8 31.0 12.0 6.3 12.7 4.2 64.8 12.0 19.0 4.2
45～49歳 165 27.3 35.8 12.7 9.1 10.3 4.8 63.1 12.7 19.4 4.8
50～54歳 163 30.1 35.0 8.6 6.1 13.5 6.7 65.1 8.6 19.6 6.7
55～59歳 175 30.3 36.0 13.1 6.9 9.1 4.6 66.3 13.1 16.0 4.6
60～64歳 190 28.9 34.2 6.8 12.1 11.1 6.8 63.1 6.8 23.2 6.8
65～69歳 242 31.4 30.2 9.1 5.8 12.4 11.2 61.6 9.1 18.2 11.2
70～74歳 185 31.9 24.9 10.3 5.4 9.7 17.8 56.8 10.3 15.1 17.8
75～79歳 154 39.6 19.5 5.2 3.2 10.4 22.1 59.1 5.2 13.6 22.1
80歳以上 166 27.1 17.5 6.0 8.4 13.9 27.1 44.6 6.0 22.3 27.1
無回答 34 29.4 23.5 5.9 5.9 17.6 17.6 52.9 5.9 23.5 17.6
独り住まい 247 30.4 26.7 7.3 6.5 14.6 14.6 57.1 7.3 21.1 14.6
夫婦二人住まい 526 32.3 31.0 8.6 5.9 9.5 12.7 63.3 8.6 15.4 12.7
夫婦に子どものみ 892 29.0 32.3 12.3 8.5 11.3 6.5 61.3 12.3 19.8 6.5
三世代同居 194 25.8 35.6 7.7 5.2 14.4 11.3 61.4 7.7 19.6 11.3
その他 48 18.8 31.3 10.4 2.1 27.1 10.4 50.1 10.4 29.2 10.4
無回答 68 19.1 27.9 8.8 7.4 17.6 19.1 47.0 8.8 25.0 19.1
５年未満 118 31.4 28.0 10.2 8.5 16.9 5.1 59.4 10.2 25.4 5.1
５～10年未満 113 26.5 32.7 12.4 8.8 13.3 6.2 59.2 12.4 22.1 6.2
10～20年未満 196 31.1 31.6 13.8 7.7 9.7 6.1 62.7 13.8 17.4 6.1
20～30年未満 272 29.8 36.8 12.5 5.5 10.3 5.1 66.6 12.5 15.8 5.1
30年以上 1,234 29.0 30.6 8.8 7.1 12.2 12.3 59.6 8.8 19.3 12.3
無回答 42 21.4 23.8 7.1 4.8 19.0 23.8 45.2 7.1 23.8 23.8
農林漁業 41 22.0 39.0 2.4 9.8 7.3 19.5 61.0 2.4 17.1 19.5
自営業 157 23.6 31.2 10.8 10.2 14.6 9.6 54.8 10.8 24.8 9.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 25.5 36.4 12.0 7.6 13.2 5.2 61.9 12.0 20.8 5.2
公務員 110 30.9 38.2 12.7 2.7 10.0 5.5 69.1 12.7 12.7 5.5
無職 791 34.3 25.5 8.7 6.6 10.9 14.0 59.8 8.7 17.5 14.0
学生 29 37.9 27.6 3.4 3.4 20.7 6.9 65.5 3.4 24.1 6.9
その他 34 29.4 44.1 5.9 5.9 8.8 5.9 73.5 5.9 14.7 5.9
無回答 65 20.0 24.6 7.7 6.2 13.8 27.7 44.6 7.7 20.0 27.7
中央区 458 29.5 35.2 6.8 7.0 11.8 9.8 64.7 6.8 18.8 9.8
東区 485 32.6 27.4 12.2 7.8 10.7 9.3 60.0 12.2 18.5 9.3
西区 230 36.1 27.4 7.0 5.7 16.5 7.4 63.5 7.0 22.2 7.4
南区 345 25.8 30.7 12.5 9.9 9.6 11.6 56.5 12.5 19.5 11.6

南区（旧熊本市地域） 279 27.2 29.4 12.5 10.0 10.0 10.8 56.6 12.5 20.0 10.8
南区（富合地域） 31 19.4 41.9 6.5 9.7 3.2 19.4 61.3 6.5 12.9 19.4
南区（城南地域） 35 20.0 31.4 17.1 8.6 11.4 11.4 51.4 17.1 20.0 11.4

北区 371 26.1 34.8 11.3 5.1 12.4 10.2 60.9 11.3 17.5 10.2
北区（植木地域） 115 19.1 33.9 11.3 2.6 19.1 13.9 53.0 11.3 21.7 13.9
北区（旧熊本市地域） 256 29.3 35.2 11.3 6.3 9.4 8.6 64.5 11.3 15.7 8.6

無回答 86 16.3 32.6 9.3 3.5 19.8 18.6 48.9 9.3 23.3 18.6
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②環境保全のために実践していること（問 30－１） 

 

（問 30 で選択肢１～４と回答した方にお尋ねします。） 

問 30－１ 次の環境保全の実践項目の中で、あなたが行っていることをすべて選んでくだ

さい。（複数回答） 

 
◆全体結果 
問 30で「全く行っていない」および無回答を除く 1,534人が、環境保全のために実践してい

ることについては、「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が 83.7％で最も高く、次いで「エ

アコンを適切な温度に設定し、ムダな使用をしない」（79.0％）、「水道の蛇口の開閉をこまめに

する」（77.8％）、「ごみ分別を徹底するなど、ごみ減量に努めている」（76.3％）、「レジ袋を断

り、マイバッグを使う」（67.5％）、「家電製品などを買うときには、省エネルギータイプのもの

を選ぶ」（59.3％）などの順となっている。 

 
図表５－２－３ 環境保全のために実践していること（全体） 
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水道の蛇口の開閉をこまめにする

買い物の際にはエコ商品を選ぶ

レジ袋を断り、マイバッグを使う

家電製品などを買うときには、

省エネルギータイプのものを選ぶ
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自動車を運転するときには、

エコドライブをする

ごみ分別を徹底するなど、

ごみ減量に努めている

(n=1,534)

（％）
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◇性別 
性別にみると、男女いずれも「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が最も高くなってい

る。なお、「自動車を運転するときには、エコドライブをする」を除くすべての項目で、女性の

方が男性よりも回答割合が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、20歳代から 60 歳代、および 70～74歳は「照明やテレビをつけっぱなしに

しない」が最も高くなっている。なお、75～79 歳、および 80 歳以上は「ごみ分別を徹底する

など、ごみ減量に努めている」の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、いずれも「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が最も高くなって

いる。なお、夫婦二人住まいは、「レジ袋を断り、マイバッグを使う」（76.0％）、「家電製品な

どを買うときには、省エネルギータイプのものを選ぶ」（68.2％）の回答割合が、他に比べて高

くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、いずれも「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が最も高く

なっている。 

◇職業別 
職業別にみると、いずれも「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が最も高くなっている。

なお、公務員は「自動車を運転するときには、エコドライブをする」（47.3％）、無職は「ごみ

分別を徹底するなど、ごみ減量に努めている」の回答割合が、他に比べて高くなっている。 

◇地区別 
地区別にみると、いずれも「照明やテレビをつけっぱなしにしない」が最も高くなっている。 
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図表５－２－４ 環境保全のために実践していること（属性別） 
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は
、

省
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イ
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の
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を
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ぶ

マ
イ
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ー

の
使
用
を
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え
、

電
車
や
バ
ス
を
利
用

す
る

自
動
車
を
運
転
す
る
と
き

に
は
、

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を

す
る

ご
み
分
別
を
徹
底
す
る
な

ど
、

ご
み
減
量
に
努
め
て

い
る

無
回
答

全体 1,534 83.7 79.0 77.8 30.2 67.5 59.3 18.5 34.6 76.3 1.2
男性 597 83.1 75.7 76.9 19.8 50.6 52.6 15.6 43.6 73.2 1.3
女性 910 84.3 80.8 78.5 36.7 78.8 63.6 20.0 28.9 78.4 1.0
無回答 27 77.8 92.6 74.1 40.7 59.3 59.3 33.3 25.9 74.1 3.7
20～24歳 50 82.0 66.0 78.0 22.0 56.0 18.0 24.0 28.0 58.0 2.0
25～29歳 57 84.2 63.2 73.7 15.8 57.9 35.1 10.5 36.8 50.9 -
30～34歳 86 72.1 69.8 68.6 20.9 55.8 29.1 9.3 27.9 62.8 1.2
35～39歳 103 79.6 71.8 70.9 21.4 54.4 46.6 6.8 31.1 65.0 1.9
40～44歳 118 81.4 75.4 71.2 25.4 62.7 63.6 16.1 30.5 67.8 0.8
45～49歳 140 82.1 75.0 73.6 22.9 66.4 53.6 15.7 32.9 71.4 0.7
50～54歳 130 82.3 76.9 79.2 35.4 69.2 65.4 20.8 42.3 78.5 -
55～59歳 151 81.5 81.5 74.8 25.2 70.9 68.2 11.3 42.4 76.8 -
60～64歳 156 84.6 76.9 84.0 36.5 72.4 69.2 21.2 42.3 79.5 0.6
65～69歳 185 88.1 86.5 80.0 36.2 75.7 71.9 17.3 42.7 84.3 2.7
70～74歳 134 88.8 86.6 82.1 34.3 70.1 67.9 23.1 29.9 86.6 0.7
75～79歳 104 91.3 87.5 90.4 42.3 74.0 64.4 31.7 31.7 92.3 1.9
80歳以上 98 82.7 84.7 80.6 33.7 69.4 57.1 29.6 14.3 85.7 3.1
無回答 22 90.9 100.0 68.2 45.5 63.6 63.6 36.4 27.3 77.3 -
独り住まい 175 85.7 84.6 81.7 37.1 64.6 60.6 29.1 31.4 78.9 1.7
夫婦二人住まい 409 85.6 81.9 80.0 35.5 76.0 68.2 23.0 39.4 81.7 1.5
夫婦に子どものみ 733 82.7 75.9 76.0 25.5 65.3 56.3 15.1 34.5 74.5 1.0
三世代同居 144 80.6 78.5 77.1 31.9 65.3 52.8 9.0 31.9 75.7 -
その他 30 93.3 86.7 83.3 26.7 50.0 43.3 16.7 23.3 56.7 -
無回答 43 79.1 79.1 69.8 27.9 53.5 51.2 23.3 18.6 60.5 4.7
５年未満 92 84.8 78.3 78.3 37.0 60.9 51.1 22.8 32.6 70.7 -
５～10年未満 91 84.6 78.0 69.2 31.9 60.4 46.2 11.0 41.8 67.0 1.1
10～20年未満 165 82.4 78.8 80.6 30.9 64.2 61.8 20.6 40.6 72.1 0.6
20～30年未満 230 83.0 74.3 78.7 24.3 68.7 47.8 18.3 40.9 72.6 0.4
30年以上 932 83.8 80.0 78.1 30.5 69.3 63.9 18.3 31.7 79.7 1.6
無回答 24 87.5 91.7 66.7 37.5 58.3 50.0 25.0 25.0 62.5 -
農林漁業 30 90.0 86.7 76.7 40.0 56.7 60.0 3.3 43.3 80.0 3.3
自営業 119 81.5 73.1 74.8 22.7 61.3 62.2 12.6 42.9 68.1 1.7
会社、工場、商店、団体など勤務 610 80.8 75.6 73.3 24.4 63.8 54.1 14.8 35.9 70.3 0.7
公務員 93 83.9 73.1 79.6 32.3 71.0 50.5 17.2 47.3 77.4 1.1
無職 594 87.4 85.2 84.0 35.4 73.7 66.2 23.6 29.8 84.3 1.0
学生 21 85.7 52.4 81.0 33.3 66.7 14.3 23.8 23.8 66.7 -
その他 29 72.4 65.5 65.5 34.5 44.8 58.6 17.2 31.0 65.5 10.3
無回答 38 81.6 89.5 65.8 47.4 65.8 71.1 31.6 31.6 78.9 2.6
中央区 359 84.4 80.2 79.1 29.8 69.6 54.6 26.2 35.7 76.0 0.8
東区 388 83.2 78.9 76.5 29.6 69.6 61.9 18.8 31.7 77.3 0.8
西区 175 84.0 78.3 78.9 34.9 70.3 66.9 20.0 28.6 78.9 2.3
南区 272 82.7 76.8 77.2 28.7 65.1 55.5 11.0 34.2 73.2 0.4

南区（旧熊本市地域） 221 83.7 77.8 77.4 28.5 65.2 55.2 11.8 34.4 73.8 0.5
南区（富合地域） 24 70.8 62.5 79.2 29.2 75.0 45.8 4.2 33.3 70.8 -
南区（城南地域） 27 85.2 81.5 74.1 29.6 55.6 66.7 11.1 33.3 70.4 -

北区 287 85.7 82.9 78.7 30.3 64.1 60.3 15.0 42.2 78.0 1.4
北区（植木地域） 77 85.7 88.3 81.8 32.5 58.4 58.4 10.4 42.9 75.3 1.3
北区（旧熊本市地域） 210 85.7 81.0 77.6 29.5 66.2 61.0 16.7 41.9 79.0 1.4

無回答 53 75.5 64.2 71.7 28.3 58.5 60.4 17.0 28.3 67.9 5.7
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③環境保全のために実践していること（ポイント集計） 

 
◆全体結果 
環境保全のために実践していること（項目）を 1 項目 1 点として集計（9 点満点）した結果

については、「6点」が 19.1％で最も高く、次いで「5点」（17.0％）、「7点」（15.2％）、「4点」

（15.0％）の順となっている。なお、平均点は 5.3点となっている。 

 
図表５－２－５ 環境保全のために実践していること（ポイント集計／経年比較） 

 
 
◇性別 
性別にみると、平均点は、男性 4.9点、女性 5.5点で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、平均点は、75～79 歳が 6.1 点で最も高く、次いで 65～69 歳（5.8 点）、60

～64歳、および 70～74歳（いずれも 5.7点）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、平均点は、夫婦二人住まいが 5.7点で最も高く、次いで独り住まい（5.5

点）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、平均点は、30 年以上が 5.4 点で最も高く、次いで 10～20 年未

満（5.3 点）5年未満（5.2点）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、平均点は、無職が 5.7点で最も高く、次いで農林漁業（5.4点）、公務員（5.3

点）の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注

意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、平均点は、中央区、西区、および北区がいずれも 5.4 点、東区 5.3 点、南

区 5.0点となっている。 
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図表５－２－６ 環境保全のために実践していること（ポイント集計／属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

０
点
ま
た
は
無
回
答

１
点

２
点

３
点

４
点

５
点

６
点

７
点

８
点

９
点

平
均
点

全体 1,534 1.2 2.0 6.1 10.6 15.0 17.0 19.1 15.2 10.6 3.4 5.3
男性 597 1.3 3.0 8.9 10.9 18.6 17.1 18.1 11.6 6.7 3.9 4.9
女性 910 1.0 1.3 4.2 10.4 12.4 17.4 19.9 17.3 13.1 3.1 5.5
無回答 27 3.7 - 7.4 7.4 22.2 3.7 14.8 25.9 11.1 3.7 5.4
20～24歳 50 2.0 2.0 10.0 16.0 28.0 20.0 12.0 4.0 4.0 2.0 4.3
25～29歳 57 - 7.0 17.5 10.5 24.6 10.5 15.8 5.3 7.0 1.8 4.3
30～34歳 86 1.2 1.2 12.8 19.8 30.2 16.3 10.5 2.3 3.5 2.3 4.2
35～39歳 103 1.9 6.8 7.8 16.5 12.6 20.4 18.4 11.7 3.9 - 4.5
40～44歳 118 0.8 2.5 5.1 13.6 16.1 26.3 12.7 16.9 3.4 2.5 4.9
45～49歳 140 0.7 1.4 9.3 15.7 12.9 17.9 20.7 12.1 7.1 2.1 4.9
50～54歳 130 - - 10.0 5.4 13.8 20.8 18.5 13.8 12.3 5.4 5.5
55～59歳 151 - 2.0 8.6 9.9 12.6 13.9 24.5 13.9 11.9 2.6 5.3
60～64歳 156 0.6 1.3 3.8 10.9 10.3 17.9 17.3 17.3 15.4 5.1 5.7
65～69歳 185 2.7 0.5 1.1 4.9 11.9 19.5 21.6 17.3 15.1 5.4 5.8
70～74歳 134 0.7 2.2 - 9.0 15.7 12.7 22.4 20.9 14.2 2.2 5.7
75～79歳 104 1.9 - 1.0 8.7 7.7 11.5 24.0 24.0 13.5 7.7 6.1
80歳以上 98 3.1 3.1 3.1 7.1 16.3 12.2 19.4 22.4 12.2 1.0 5.4
無回答 22 - - 9.1 - 27.3 4.5 18.2 18.2 18.2 4.5 5.7
独り住まい 175 1.7 1.1 4.6 9.7 12.0 16.0 18.9 18.3 14.3 3.4 5.5
夫婦二人住まい 409 1.5 1.7 3.4 6.8 13.4 14.7 19.6 19.1 14.2 5.6 5.7
夫婦に子どものみ 733 1.0 2.3 7.5 12.1 14.6 18.8 19.8 12.8 8.3 2.7 5.1
三世代同居 144 - 2.8 4.9 11.8 19.4 21.5 18.1 12.5 7.6 1.4 5.0
その他 30 - - 13.3 20.0 20.0 10.0 10.0 13.3 10.0 3.3 4.8
無回答 43 4.7 - 11.6 11.6 30.2 2.3 14.0 16.3 9.3 - 4.6
５年未満 92 - 1.1 7.6 9.8 20.7 15.2 20.7 15.2 6.5 3.3 5.2
５～10年未満 91 1.1 3.3 12.1 11.0 17.6 11.0 16.5 15.4 11.0 1.1 4.9
10～20年未満 165 0.6 0.6 6.7 10.9 15.2 21.8 16.4 10.9 11.5 5.5 5.3
20～30年未満 230 0.4 3.0 9.6 9.6 18.3 16.1 15.2 13.0 11.3 3.5 5.1
30年以上 932 1.6 1.8 4.3 10.8 13.1 17.4 20.7 16.4 10.5 3.3 5.4
無回答 24 - 4.2 8.3 8.3 25.0 8.3 16.7 16.7 12.5 - 5.0
農林漁業 30 3.3 - 6.7 10.0 16.7 10.0 20.0 13.3 16.7 3.3 5.4
自営業 119 1.7 3.4 7.6 10.1 21.0 16.0 11.8 15.1 10.9 2.5 5.0
会社、工場、商店、団体など勤務 610 0.7 2.3 8.5 13.4 15.1 20.2 19.3 10.7 7.0 2.8 4.9
公務員 93 1.1 2.2 7.5 8.6 19.4 10.8 20.4 14.0 7.5 8.6 5.3
無職 594 1.0 1.3 2.4 8.1 12.6 16.0 21.2 20.4 14.1 2.9 5.7
学生 21 - 4.8 9.5 23.8 14.3 23.8 4.8 9.5 4.8 4.8 4.5
その他 29 10.3 3.4 10.3 10.3 17.2 10.3 10.3 13.8 3.4 10.3 4.6
無回答 38 2.6 - 10.5 2.6 18.4 7.9 15.8 15.8 21.1 5.3 5.6
中央区 359 0.8 1.9 7.0 7.2 18.4 14.5 18.7 16.4 10.3 4.7 5.4
東区 388 0.8 1.8 6.4 11.3 13.1 17.5 20.6 14.4 11.3 2.6 5.3
西区 175 2.3 1.1 4.0 10.9 11.4 17.7 20.0 18.3 12.0 2.3 5.4
南区 272 0.4 3.3 5.1 12.1 19.1 19.1 18.4 10.7 8.5 3.3 5.0

南区（旧熊本市地域） 221 0.5 2.7 5.9 11.8 18.6 18.6 19.5 10.4 8.6 3.6 5.1
南区（富合地域） 24 - 8.3 - 25.0 20.8 8.3 12.5 12.5 12.5 - 4.7
南区（城南地域） 27 - 3.7 3.7 3.7 22.2 33.3 14.8 11.1 3.7 3.7 5.1

北区 287 1.4 1.0 6.6 11.5 11.5 17.1 18.5 16.7 11.8 3.8 5.4
北区（植木地域） 77 1.3 1.3 5.2 11.7 16.9 16.9 13.0 18.2 10.4 5.2 5.3
北区（旧熊本市地域） 210 1.4 1.0 7.1 11.4 9.5 17.1 20.5 16.2 12.4 3.3 5.4

無回答 53 5.7 3.8 5.7 13.2 15.1 17.0 15.1 17.0 5.7 1.9 4.7
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（３）ごみ減量やリサイクルなどのごみ問題に関心がある市民の割合（問 31） 
 

問 31 あなたは、ごみ減量やリサイクルなどのごみ問題に関心がありますか。 

 
◆全体結果 
ごみ減量やリサイクルなどのごみ問題に関心があるかについては、「非常に関心がある」

（25.9％）、「やや関心がある」（56.9％）を合わせた割合は 82.8％で、「関心がない」（2.2％）、

「あまり関心がない」（12.4％）を合わせた割合（14.6％）を 68.2ポイント上回っている。 

 
図表５－３－１ ごみ減量やリサイクルなどのごみ問題に関心がある市民の割合（全体） 

 
 
◇性別 
性別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、男性 79.5％、

女性 85.0％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、75～79 歳が

90.9％で最も高く、次いで 80歳以上（90.4％）、65～69歳（90.1％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、夫婦二人

住まいが 88.2％で最も高く、次いで三世代同居（83.0％）、独り住まい（82.5％）の順となっ

ている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、30

年以上が 84.4％で最も高く、次いで 10～20年未満（83.2％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、無職が 89.3％

で最も高く、次いで農林漁業（83.0％）、公務員（82.8％）の順となっている。（農林漁業はサ

ンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「非常に関心がある」、「やや関心がある」を合わせた割合は、西区が 86.9％

で最も高く、以下、南区 84.9％、東区 84.8％、北区 82.8％、中央区 82.1％の順となっている。 
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図表５－３－２ ごみ減量やリサイクルなどのごみ問題に関心がある市民の割合（属性別） 

 
 

　
サ
ン
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数

非
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に
関
心
が
あ
る

や
や
関
心
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あ
ま
り
関
心
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い

関
心
が
な
い

無
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「

非
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に
関
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る
」

＋
「

や
や
関
心
が
あ
る
」

「

あ
ま
り
関
心
が
な
い
」

＋
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関
心
が
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 25.9 56.9 12.4 2.2 2.6 82.8 14.6 2.6
男性 784 26.4 53.1 14.8 3.4 2.3 79.5 18.2 2.3
女性 1,142 25.3 59.7 11.0 1.3 2.6 85.0 12.3 2.6
無回答 49 30.6 51.0 6.1 4.1 8.2 81.6 10.2 8.2
20～24歳 66 15.2 50.0 24.2 7.6 3.0 65.2 31.8 3.0
25～29歳 71 12.7 47.9 31.0 7.0 1.4 60.6 38.0 1.4
30～34歳 104 8.7 63.5 23.1 3.8 1.0 72.2 26.9 1.0
35～39歳 118 14.4 56.8 24.6 2.5 1.7 71.2 27.1 1.7
40～44歳 142 17.6 55.6 20.4 5.6 0.7 73.2 26.0 0.7
45～49歳 165 15.8 65.5 12.7 4.2 1.8 81.3 16.9 1.8
50～54歳 163 23.3 60.1 12.3 1.8 2.5 83.4 14.1 2.5
55～59歳 175 22.3 61.7 14.9 0.6 0.6 84.0 15.5 0.6
60～64歳 190 24.7 62.6 11.6 - 1.1 87.3 11.6 1.1
65～69歳 242 28.9 61.2 5.4 1.7 2.9 90.1 7.1 2.9
70～74歳 185 37.3 51.4 6.5 - 4.9 88.7 6.5 4.9
75～79歳 154 42.2 48.7 3.9 0.6 4.5 90.9 4.5 4.5
80歳以上 166 45.2 45.2 3.0 1.8 4.8 90.4 4.8 4.8
無回答 34 35.3 52.9 - - 11.8 88.2 - 11.8
独り住まい 247 29.1 53.4 11.3 3.2 2.8 82.5 14.5 2.8
夫婦二人住まい 526 31.4 56.8 8.6 0.8 2.5 88.2 9.4 2.5
夫婦に子どものみ 892 22.6 57.6 15.2 2.5 2.0 80.2 17.7 2.0
三世代同居 194 20.6 62.4 10.3 3.6 3.1 83.0 13.9 3.1
その他 48 18.8 54.2 16.7 6.3 4.2 73.0 23.0 4.2
無回答 68 33.8 45.6 11.8 - 8.8 79.4 11.8 8.8
５年未満 118 17.8 61.0 12.7 6.8 1.7 78.8 19.5 1.7
５～10年未満 113 19.5 56.6 19.5 2.7 1.8 76.1 22.2 1.8
10～20年未満 196 19.9 63.3 14.3 1.0 1.5 83.2 15.3 1.5
20～30年未満 272 21.7 56.6 17.6 2.6 1.5 78.3 20.2 1.5
30年以上 1,234 28.8 55.6 10.7 1.9 3.0 84.4 12.6 3.0
無回答 42 35.7 54.8 - - 9.5 90.5 - 9.5
農林漁業 41 29.3 53.7 2.4 2.4 12.2 83.0 4.8 12.2
自営業 157 17.8 58.6 17.2 1.9 4.5 76.4 19.1 4.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 19.8 57.6 17.9 3.3 1.3 77.4 21.2 1.3
公務員 110 25.5 57.3 10.9 3.6 2.7 82.8 14.5 2.7
無職 791 32.2 57.1 7.6 0.9 2.1 89.3 8.5 2.1
学生 29 10.3 62.1 17.2 6.9 3.4 72.4 24.1 3.4
その他 34 29.4 50.0 11.8 2.9 5.9 79.4 14.7 5.9
無回答 65 41.5 43.1 3.1 1.5 10.8 84.6 4.6 10.8
中央区 458 24.9 57.2 12.9 2.6 2.4 82.1 15.5 2.4
東区 485 25.6 59.2 11.5 2.1 1.6 84.8 13.6 1.6
西区 230 35.2 51.7 10.4 1.7 0.9 86.9 12.1 0.9
南区 345 24.3 60.6 10.4 2.6 2.0 84.9 13.0 2.0

南区（旧熊本市地域） 279 24.7 62.0 9.7 1.8 1.8 86.7 11.5 1.8
南区（富合地域） 31 29.0 41.9 12.9 9.7 6.5 70.9 22.6 6.5
南区（城南地域） 35 17.1 65.7 14.3 2.9 - 82.8 17.2 -

北区 371 25.6 53.6 14.8 1.9 4.0 79.2 16.7 4.0
北区（植木地域） 115 19.1 53.9 17.4 1.7 7.8 73.0 19.1 7.8
北区（旧熊本市地域） 256 28.5 53.5 13.7 2.0 2.3 82.0 15.7 2.3

無回答 86 15.1 54.7 17.4 2.3 10.5 69.8 19.7 10.5
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６ 豊かな自然環境をいかした活力ある農水産業の振興（第６章） 
 
（１）地元の農産物を優先的に選ぶ市民の割合（問 32） 
 

問 32 あなたは、農産物（野菜、米など）を購入する際に、地元のものを優先的に選びま

すか。 

 
◆全体結果 
農産物（野菜、米など）を購入する際に、地元のものを優先的に選ぶことについては、「はい」

が 79.8％と、全体の 8割を占めている。なお、「いいえ」18.4％となっている。 

前回調査と比較すると、「はい」（前回 80.4％）は 0.6 ポイント減少している。なお、「いい

え」（前回 18.6％）は 0.2 ポイント減で、ほとんど変わらない。 

 
図表６－１－１ 地元の農産物を優先的に選ぶ市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
◇性別 
性別にみると、「はい」の割合は、男性 72.7％、女性 84.9％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「はい」の割合は、75～79歳が 87.7％で最も高く、次いで 65～69歳（87.6％）

の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「はい」の割合は、三世代同居が 84.5％で最も高く、次いで夫婦二人

住まい（83.7％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「はい」の割合は、30年以上が 81.8％で最も高く、次いで 20～

30年未満（79.4％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「はい」の割合は、無職が 85.0％で最も高く、次いで農林漁業（80.5％）

の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意す

る必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「はい」の割合は、西区が 83.9％で最も高く、以下、中央区 82.3％、南区

80.6％、東区 79.2％、北区 76.8％の順となっている。  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

はい

82.1 

80.4 

79.8 

いいえ

16.7 

18.6 

18.4 

無回答

1.1 

1.0 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表６－１－２ 地元の農産物を優先的に選ぶ市民の割合（属性別） 

 

 

　
サ
ン
プ
ル
数

は
い

い
い
え

無
回
答

全体 1,975 79.8 18.4 1.8
男性 784 72.7 25.0 2.3
女性 1,142 84.9 13.7 1.4
無回答 49 73.5 22.4 4.1
20～24歳 66 71.2 27.3 1.5
25～29歳 71 71.8 25.4 2.8
30～34歳 104 61.5 37.5 1.0
35～39歳 118 71.2 28.0 0.8
40～44歳 142 73.9 26.1 -
45～49歳 165 77.6 21.2 1.2
50～54歳 163 79.8 19.0 1.2
55～59歳 175 81.1 18.9 -
60～64歳 190 81.6 16.3 2.1
65～69歳 242 87.6 11.2 1.2
70～74歳 185 85.4 11.4 3.2
75～79歳 154 87.7 8.4 3.9
80歳以上 166 83.7 12.7 3.6
無回答 34 76.5 17.6 5.9
独り住まい 247 77.7 20.6 1.6
夫婦二人住まい 526 83.7 14.6 1.7
夫婦に子どものみ 892 78.1 20.4 1.5
三世代同居 194 84.5 12.9 2.6
その他 48 66.7 31.3 2.1
無回答 68 75.0 19.1 5.9
５年未満 118 72.0 25.4 2.5
５～10年未満 113 77.0 22.1 0.9
10～20年未満 196 75.0 24.0 1.0
20～30年未満 272 79.4 19.1 1.5
30年以上 1,234 81.8 16.3 1.9
無回答 42 73.8 19.0 7.1
農林漁業 41 80.5 7.3 12.2
自営業 157 76.4 21.0 2.5
会社、工場、商店、団体など勤務 748 77.4 21.8 0.8
公務員 110 67.3 30.9 1.8
無職 791 85.0 13.3 1.8
学生 29 58.6 37.9 3.4
その他 34 79.4 20.6 -
無回答 65 83.1 10.8 6.2
中央区 458 82.3 16.8 0.9
東区 485 79.2 19.6 1.2
西区 230 83.9 15.2 0.9
南区 345 80.6 18.0 1.4

南区（旧熊本市地域） 279 81.4 17.6 1.1
南区（富合地域） 31 74.2 19.4 6.5
南区（城南地域） 35 80.0 20.0 -

北区 371 76.8 20.2 3.0
北区（植木地域） 115 70.4 25.2 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 79.7 18.0 2.3

無回答 86 68.6 22.1 9.3
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７ 安全で利便性が高い都市基盤の充実（第７章） 
 
（１）お住まいの住宅に満足している市民の割合（問 33） 
 

問 33 あなたは、お住まいの住宅（広さ・間取り・設備・耐震・断熱・遮音等の性能）に

満足していますか。 

 
◆全体結果 
お住まいの住宅に満足しているかについては、「とても満足している」（19.0％）、「やや満足

している」（39.7％）を合わせた割合は 58.7％で、「全く満足していない」（5.7％）、「あまり満

足していない」（17.1％）を合わせた割合（22.8％）を 35.9ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合（前回

59.7％）は 1.0 ポイント減少している。一方、「全く満足していない」、「あまり満足していない」

を合わせた割合（前回 24.9％）も 2.1ポイント減少している。 

 
図表７－１－１ お住まいの住宅に満足している市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても

満足している

16.8 

19.0 

17.8 

19.0 

やや

満足している

39.5 

41.5 

41.9 

39.7 

どちらとも

いえない

16.1 

14.9 

14.5 

16.8 

あまり

満足していない

20.9 

19.2 

18.4 

17.1 

全く

満足していない

5.5 

4.9 

6.5 

5.7 

無回答

1.2 

0.4 

0.9 

1.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、男女いずれ

も 58.4％となっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、80 歳以

上が 65.7％で最も高く、次いで 65～69歳（63.2％）、75～79歳（63.0％）、60～64歳（62.2％）、

20～24歳（62.1％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、夫婦

二人住まいが 64.9％で最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、

5～10年未満が 61.0％で最も高く、次いで 30年以上（59.7％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、公務員が

65.5％で最も高く、次いで無職（59.9％）、自営業（58.0％）の順となっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「とても満足している」、「やや満足している」を合わせた割合は、中央区が

62.2％で最も高く、以下、西区 60.8％、東区 59.8％、南区 59.1％、北区 54.2％の順となって

いる。 
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図表７－１－２ お住まいの住宅に満足している市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
満
足
し
て
い
る

や
や
満
足
し
て
い
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
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ま
り
満
足
し
て
い
な
い

全
く
満
足
し
て
い
な
い

無
回
答

「

と
て
も
満
足
し
て
い

る
」

＋
「

や
や
満
足
し
て

い
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
満
足
し
て
い
な

い
」

＋
「

全
く
満
足
し
て

い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 19.0 39.7 16.8 17.1 5.7 1.7 58.7 16.8 22.8 1.7
男性 784 17.7 40.7 18.5 15.1 6.1 1.9 58.4 18.5 21.2 1.9
女性 1,142 19.9 38.5 15.8 18.9 5.4 1.4 58.4 15.8 24.3 1.4
無回答 49 20.4 53.1 10.2 8.2 4.1 4.1 73.5 10.2 12.3 4.1
20～24歳 66 31.8 30.3 15.2 16.7 6.1 - 62.1 15.2 22.8 -
25～29歳 71 21.1 28.2 25.4 22.5 1.4 1.4 49.3 25.4 23.9 1.4
30～34歳 104 14.4 42.3 18.3 15.4 8.7 1.0 56.7 18.3 24.1 1.0
35～39歳 118 18.6 43.2 16.1 11.9 9.3 0.8 61.8 16.1 21.2 0.8
40～44歳 142 20.4 32.4 20.4 18.3 8.5 - 52.8 20.4 26.8 -
45～49歳 165 20.6 29.7 21.8 20.6 6.1 1.2 50.3 21.8 26.7 1.2
50～54歳 163 16.0 32.5 15.3 24.5 10.4 1.2 48.5 15.3 34.9 1.2
55～59歳 175 12.0 47.4 22.3 13.1 5.1 - 59.4 22.3 18.2 -
60～64歳 190 21.1 41.1 14.7 18.9 3.2 1.1 62.2 14.7 22.1 1.1
65～69歳 242 21.1 42.1 12.8 17.8 4.5 1.7 63.2 12.8 22.3 1.7
70～74歳 185 16.2 43.8 12.4 20.0 4.9 2.7 60.0 12.4 24.9 2.7
75～79歳 154 17.5 45.5 14.9 13.6 4.5 3.9 63.0 14.9 18.1 3.9
80歳以上 166 23.5 42.2 16.9 12.0 1.8 3.6 65.7 16.9 13.8 3.6
無回答 34 17.6 52.9 8.8 2.9 8.8 8.8 70.5 8.8 11.7 8.8
独り住まい 247 19.4 36.8 15.4 21.1 5.7 1.6 56.2 15.4 26.8 1.6
夫婦二人住まい 526 18.1 46.8 15.4 15.0 3.0 1.7 64.9 15.4 18.0 1.7
夫婦に子どものみ 892 18.2 38.2 17.7 17.8 6.7 1.3 56.4 17.7 24.5 1.3
三世代同居 194 25.3 30.9 17.0 19.1 6.2 1.5 56.2 17.0 25.3 1.5
その他 48 18.8 37.5 22.9 10.4 8.3 2.1 56.3 22.9 18.7 2.1
無回答 68 19.1 42.6 14.7 8.8 8.8 5.9 61.7 14.7 17.6 5.9
５年未満 118 25.4 32.2 16.9 20.3 2.5 2.5 57.6 16.9 22.8 2.5
５～10年未満 113 15.9 45.1 15.0 15.9 7.1 0.9 61.0 15.0 23.0 0.9
10～20年未満 196 15.8 40.8 19.4 18.9 4.6 0.5 56.6 19.4 23.5 0.5
20～30年未満 272 21.7 33.8 21.7 17.3 4.4 1.1 55.5 21.7 21.7 1.1
30年以上 1,234 18.8 40.9 15.2 16.9 6.3 1.9 59.7 15.2 23.2 1.9
無回答 42 14.3 45.2 21.4 9.5 4.8 4.8 59.5 21.4 14.3 4.8
農林漁業 41 26.8 26.8 12.2 12.2 12.2 9.8 53.6 12.2 24.4 9.8
自営業 157 16.6 41.4 19.7 11.5 7.6 3.2 58.0 19.7 19.1 3.2
会社、工場、商店、団体など勤務 748 17.2 39.4 18.9 18.9 4.9 0.7 56.6 18.9 23.8 0.7
公務員 110 26.4 39.1 13.6 16.4 2.7 1.8 65.5 13.6 19.1 1.8
無職 791 19.2 40.7 15.7 17.2 5.4 1.8 59.9 15.7 22.6 1.8
学生 29 27.6 24.1 17.2 24.1 6.9 - 51.7 17.2 31.0 -
その他 34 23.5 38.2 11.8 14.7 11.8 - 61.7 11.8 26.5 -
無回答 65 20.0 44.6 9.2 12.3 9.2 4.6 64.6 9.2 21.5 4.6
中央区 458 18.1 44.1 14.8 17.9 3.7 1.3 62.2 14.8 21.6 1.3
東区 485 19.2 40.6 16.9 16.5 6.0 0.8 59.8 16.9 22.5 0.8
西区 230 17.8 43.0 13.9 17.0 7.8 0.4 60.8 13.9 24.8 0.4
南区 345 21.7 37.4 16.2 15.4 7.5 1.7 59.1 16.2 22.9 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 22.6 37.6 15.1 15.8 7.9 1.1 60.2 15.1 23.7 1.1
南区（富合地域） 31 22.6 32.3 19.4 16.1 3.2 6.5 54.9 19.4 19.3 6.5
南区（城南地域） 35 14.3 40.0 22.9 11.4 8.6 2.9 54.3 22.9 20.0 2.9

北区 371 17.5 36.7 19.7 18.9 4.9 2.4 54.2 19.7 23.8 2.4
北区（植木地域） 115 15.7 34.8 21.7 20.0 4.3 3.5 50.5 21.7 24.3 3.5
北区（旧熊本市地域） 256 18.4 37.5 18.8 18.4 5.1 2.0 55.9 18.8 23.5 2.0

無回答 86 22.1 25.6 23.3 16.3 4.7 8.1 47.7 23.3 21.0 8.1
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（２）中心市街地ににぎわいがあると感じる市民の割合（問 34） 
 

問 34 あなたは、中心市街地ににぎわいがあると感じますか。 

 
◆全体結果 
中心市街地ににぎわいがあると感じるかについては、「とても感じる」（7.4％）、「やや感じる」

（39.6％）を合わせた割合は 47.0％で、「全く感じない」（3.5％）、「あまり感じない」（22.6％）

を合わせた割合（26.1％）を 20.9 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 44.8％）は

2.2 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

30.3％）は 4.2ポイント減少している。 

 
図表７－２－１ 中心市街地ににぎわいがあると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 

 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

6.1 

5.5 

5.5 

6.2 

5.8 

7.4 

5.7 

7.1 

6.7 

7.4 

やや感じる

32.1 

29.5 

29.8 

30.7 

32.7 

33.9 

26.8 

33.2 

38.1 

39.6 

どちらともいえない

25.7 

25.8 

25.6 

28.6 

25.7 

26.2 

27.5 

26.4 

23.1 

24.8 

あまり感じない

29.1 

32.6 

32.7 

28.1 

29.3 

27.6 

32.2 

27.3 

26.4 

22.6 

全く感じない

5.5 

6.3 

5.9 

4.9 

6.0 

4.4 

6.5 

5.7 

3.9 

3.5 

無回答

1.5 

0.4 

0.5 

1.5 

0.4 

0.5 

1.2 

0.4 

1.8 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 50.6％、女性 44.0％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、20～24 歳が 62.2％で

最も高く、次いで 30～34歳（56.7％）、25～29歳（53.5％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 51.0％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（48.7％）、夫婦に子どものみ（47.0％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5年未満が

57.6％で最も高く、次いで 5～10年未満（55.7％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、公務員が 57.2％で最

も高く、次いで学生（51.7％）の順となっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた

上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 53.0％で最

も高く、以下、西区 50.9％、東区 46.6％、北区 44.5％、南区 44.1％の順となっている。 
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図表７－２－２ 中心市街地ににぎわいがあると感じる市民の割合（属性別） 
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て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 7.4 39.6 24.8 22.6 3.5 2.0 47.0 24.8 26.1 2.0
男性 784 9.3 41.3 20.8 22.2 4.0 2.4 50.6 20.8 26.2 2.4
女性 1,142 6.1 37.9 27.7 23.4 3.2 1.7 44.0 27.7 26.6 1.7
無回答 49 8.2 53.1 20.4 10.2 4.1 4.1 61.3 20.4 14.3 4.1
20～24歳 66 16.7 45.5 15.2 18.2 4.5 - 62.2 15.2 22.7 -
25～29歳 71 15.5 38.0 22.5 16.9 5.6 1.4 53.5 22.5 22.5 1.4
30～34歳 104 6.7 50.0 24.0 15.4 2.9 1.0 56.7 24.0 18.3 1.0
35～39歳 118 10.2 41.5 22.9 21.2 3.4 0.8 51.7 22.9 24.6 0.8
40～44歳 142 5.6 34.5 26.8 30.3 2.8 - 40.1 26.8 33.1 -
45～49歳 165 7.3 29.7 27.3 29.1 5.5 1.2 37.0 27.3 34.6 1.2
50～54歳 163 3.7 39.3 20.9 29.4 5.5 1.2 43.0 20.9 34.9 1.2
55～59歳 175 4.0 31.4 27.4 29.1 8.0 - 35.4 27.4 37.1 -
60～64歳 190 3.2 48.4 25.8 20.0 1.6 1.1 51.6 25.8 21.6 1.1
65～69歳 242 7.0 39.3 27.3 24.0 1.2 1.2 46.3 27.3 25.2 1.2
70～74歳 185 5.4 43.8 25.4 21.6 1.1 2.7 49.2 25.4 22.7 2.7
75～79歳 154 9.7 38.3 26.0 18.8 1.9 5.2 48.0 26.0 20.7 5.2
80歳以上 166 13.3 38.6 22.9 13.3 4.2 7.8 51.9 22.9 17.5 7.8
無回答 34 8.8 50.0 17.6 11.8 5.9 5.9 58.8 17.6 17.7 5.9
独り住まい 247 10.9 40.1 22.3 21.1 2.8 2.8 51.0 22.3 23.9 2.8
夫婦二人住まい 526 7.6 41.1 26.0 20.2 3.4 1.7 48.7 26.0 23.6 1.7
夫婦に子どものみ 892 6.5 40.5 24.3 23.9 3.4 1.5 47.0 24.3 27.3 1.5
三世代同居 194 6.7 30.9 29.4 25.8 4.1 3.1 37.6 29.4 29.9 3.1
その他 48 4.2 41.7 22.9 25.0 4.2 2.1 45.9 22.9 29.2 2.1
無回答 68 10.3 39.7 17.6 19.1 7.4 5.9 50.0 17.6 26.5 5.9
５年未満 118 14.4 43.2 22.0 11.9 5.1 3.4 57.6 22.0 17.0 3.4
５～10年未満 113 9.7 46.0 20.4 19.5 3.5 0.9 55.7 20.4 23.0 0.9
10～20年未満 196 8.7 40.3 22.4 26.0 2.0 0.5 49.0 22.4 28.0 0.5
20～30年未満 272 7.4 33.1 26.5 27.9 4.0 1.1 40.5 26.5 31.9 1.1
30年以上 1,234 6.3 40.0 25.4 22.6 3.4 2.4 46.3 25.4 26.0 2.4
無回答 42 9.5 42.9 26.2 9.5 7.1 4.8 52.4 26.2 16.6 4.8
農林漁業 41 7.3 39.0 17.1 22.0 - 14.6 46.3 17.1 22.0 14.6
自営業 157 4.5 40.1 26.1 23.6 2.5 3.2 44.6 26.1 26.1 3.2
会社、工場、商店、団体など勤務 748 6.4 39.8 23.9 25.4 3.9 0.5 46.2 23.9 29.3 0.5
公務員 110 14.5 42.7 16.4 20.9 3.6 1.8 57.2 16.4 24.5 1.8
無職 791 7.3 38.9 26.4 21.2 3.5 2.5 46.2 26.4 24.7 2.5
学生 29 13.8 37.9 24.1 20.7 3.4 - 51.7 24.1 24.1 -
その他 34 14.7 41.2 23.5 17.6 2.9 - 55.9 23.5 20.5 -
無回答 65 9.2 40.0 30.8 10.8 4.6 4.6 49.2 30.8 15.4 4.6
中央区 458 9.8 43.2 20.1 22.1 3.5 1.3 53.0 20.1 25.6 1.3
東区 485 7.6 39.0 27.4 22.5 2.3 1.2 46.6 27.4 24.8 1.2
西区 230 7.0 43.9 20.0 23.9 4.3 0.9 50.9 20.0 28.2 0.9
南区 345 7.0 37.1 28.4 22.9 2.9 1.7 44.1 28.4 25.8 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 6.5 39.8 27.6 21.9 3.2 1.1 46.3 27.6 25.1 1.1
南区（富合地域） 31 12.9 29.0 29.0 22.6 - 6.5 41.9 29.0 22.6 6.5
南区（城南地域） 35 5.7 22.9 34.3 31.4 2.9 2.9 28.6 34.3 34.3 2.9

北区 371 4.9 39.6 26.1 21.3 5.1 3.0 44.5 26.1 26.4 3.0
北区（植木地域） 115 3.5 36.5 23.5 23.5 8.7 4.3 40.0 23.5 32.2 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 5.5 41.0 27.3 20.3 3.5 2.3 46.5 27.3 23.8 2.3

無回答 86 8.1 23.3 26.7 26.7 4.7 10.5 31.4 26.7 31.4 10.5

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別
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成
別
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別
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業
別
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（３）公共交通機関の利用について（問 35、35－１） 
①日常的に公共交通機関を利用する市民の割合（問 35） 

 

問 35 あなたは、日常生活で、目的地（通勤先や通学先、仕事での用務先、お買物先、外

食先、通院先、余暇における大型商業店舗や文化・娯楽施設など日常生活での全ての

移動先）に行くときに、公共交通機関（電車・バス）を利用していますか。 

 
注）「よく利用している」は週に 1 回以上利用しているとき、「時々利用している」は月に１回以上利用して

いるとき、「ほとんど利用していない」は月に１回未満の利用となっているとき、「全く利用していない」

は年に１回も利用しないとき、として選択してください。 

 
◆全体結果 
日常生活で、目的地に行くときに、公共交通機関（電車・バス）の利用については、「よく利

用している」（17.3％）、「時々利用している」（29.5％）を合わせた割合は 46.8％で、「ほとん

ど利用していない」（29.1％）、「全く利用していない」（22.3％）を合わせた割合（51.4％）を

4.6 ポイント下回っている。 

前回調査と比較すると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合（前回

45.0％）は 1.8ポイント増加している。一方、「ほとんど利用していない」、「全く利用していな

い」を合わせた割合（54.1％）は 2.7ポイント減少している。 

 
図表７－３－１ 日常的に公共交通機関を利用する市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

よく利用している

16.5 

16.5 

17.3 

時々利用している

31.0 

28.5 

29.5 

ほとんど利用していない

30.0 

30.4 

29.1 

全く利用していない

21.6 

23.6 

22.3 

無回答

0.8 

0.9 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、男性 43.6％、

女性 48.9％で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、20～24 歳

が 69.7％で最も高く、次いで 80歳以上（56.6％）、75～79歳（53.2％）の順となっている。な

お、30 歳代から 50 歳代、65～69 歳、および 70～74 歳は、「ほとんど利用していない」、「全く

利用していない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、独り住

まいが 60.7％で最も高く、次いで夫婦二人住まい（48.5％）の順となっている。なお、夫婦二

人住まい、夫婦に子どものみ、および三世代同居は、「ほとんど利用していない」、「全く利用し

ていない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、

5 年未満が 52.6％で最も高く、次いで 10～20 年未満（51.5％）の順となっている。なお、5～

10年未満、20～30年未満、および 30年以上は、「ほとんど利用していない」、「全く利用してい

ない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、学生が 75.9％

で最も高く、次いで公務員（59.1％）、無職（50.8％）の順となっている。なお、農林漁業、自

営業、および会社、工場、商店、団体など勤務は、「ほとんど利用していない」、「全く利用して

いない」を合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを

踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「よく利用している」、「時々利用している」を合わせた割合は、中央区が

60.7％で最も高く、以下、東区 49.7％、西区 49.5％の順となっている。なお、西区、南区と北

区は、「ほとんど利用していない」、「全く利用していない」を合わせた割合の方が高くなってい

る。 
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図表７－３－２ 日常的に公共交通機関を利用する市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
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し
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い 全
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」

＋
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時
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」

「

ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い

な
い
」

＋
「

全
く
利
用
し

て
い
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 17.3 29.5 29.1 22.3 1.8 46.8 51.4 1.8
男性 784 13.1 30.5 30.6 23.2 2.6 43.6 53.8 2.6
女性 1,142 19.8 29.1 28.4 21.5 1.2 48.9 49.9 1.2
無回答 49 24.5 24.5 20.4 26.5 4.1 49.0 46.9 4.1
20～24歳 66 27.3 42.4 18.2 12.1 - 69.7 30.3 -
25～29歳 71 15.5 35.2 23.9 23.9 1.4 50.7 47.8 1.4
30～34歳 104 16.3 30.8 31.7 20.2 1.0 47.1 51.9 1.0
35～39歳 118 11.0 22.9 35.6 29.7 0.8 33.9 65.3 0.8
40～44歳 142 14.1 23.2 30.3 32.4 - 37.3 62.7 -
45～49歳 165 10.3 30.3 28.5 29.7 1.2 40.6 58.2 1.2
50～54歳 163 16.0 30.7 31.3 20.9 1.2 46.7 52.2 1.2
55～59歳 175 11.4 29.7 33.1 25.1 0.6 41.1 58.2 0.6
60～64歳 190 17.9 32.1 30.5 18.4 1.1 50.0 48.9 1.1
65～69歳 242 14.0 31.8 28.9 24.0 1.2 45.8 52.9 1.2
70～74歳 185 19.5 28.1 30.3 19.5 2.7 47.6 49.8 2.7
75～79歳 154 24.0 29.2 28.6 13.6 4.5 53.2 42.2 4.5
80歳以上 166 30.1 26.5 20.5 17.5 5.4 56.6 38.0 5.4
無回答 34 23.5 20.6 26.5 23.5 5.9 44.1 50.0 5.9
独り住まい 247 27.9 32.8 23.1 14.2 2.0 60.7 37.3 2.0
夫婦二人住まい 526 18.3 30.2 29.1 20.7 1.7 48.5 49.8 1.7
夫婦に子どものみ 892 15.0 28.9 31.2 23.3 1.6 43.9 54.5 1.6
三世代同居 194 10.3 27.8 32.0 27.8 2.1 38.1 59.8 2.1
その他 48 14.6 31.3 18.8 35.4 - 45.9 54.2 -
無回答 68 22.1 23.5 22.1 26.5 5.9 45.6 48.6 5.9
５年未満 118 19.5 33.1 30.5 13.6 3.4 52.6 44.1 3.4
５～10年未満 113 15.0 29.2 30.1 24.8 0.9 44.2 54.9 0.9
10～20年未満 196 11.7 39.8 27.0 20.9 0.5 51.5 47.9 0.5
20～30年未満 272 15.8 33.5 28.7 21.0 1.1 49.3 49.7 1.1
30年以上 1,234 18.2 26.9 29.5 23.3 2.0 45.1 52.8 2.0
無回答 42 23.8 23.8 21.4 26.2 4.8 47.6 47.6 4.8
農林漁業 41 - 19.5 24.4 43.9 12.2 19.5 68.3 12.2
自営業 157 10.2 24.2 29.9 32.5 3.2 34.4 62.4 3.2
会社、工場、商店、団体など勤務 748 13.8 29.4 32.5 23.8 0.5 43.2 56.3 0.5
公務員 110 12.7 46.4 30.0 9.1 1.8 59.1 39.1 1.8
無職 791 22.4 28.4 27.2 20.0 2.0 50.8 47.2 2.0
学生 29 34.5 41.4 17.2 6.9 - 75.9 24.1 -
その他 34 17.6 35.3 20.6 23.5 2.9 52.9 44.1 2.9
無回答 65 23.1 26.2 21.5 24.6 4.6 49.3 46.1 4.6
中央区 458 23.1 37.6 24.5 13.5 1.3 60.7 38.0 1.3
東区 485 18.6 31.1 29.3 19.8 1.2 49.7 49.1 1.2
西区 230 24.3 25.2 27.4 23.0 - 49.5 50.4 -
南区 345 7.0 22.3 37.1 31.6 2.0 29.3 68.7 2.0

南区（旧熊本市地域） 279 7.2 24.7 38.7 27.6 1.8 31.9 66.3 1.8
南区（富合地域） 31 12.9 12.9 35.5 32.3 6.5 25.8 67.8 6.5
南区（城南地域） 35 - 11.4 25.7 62.9 - 11.4 88.6 -

北区 371 14.6 26.7 28.8 27.5 2.4 41.3 56.3 2.4
北区（植木地域） 115 7.8 13.9 30.4 44.3 3.5 21.7 74.7 3.5
北区（旧熊本市地域） 256 17.6 32.4 28.1 19.9 2.0 50.0 48.0 2.0

無回答 86 12.8 30.2 25.6 22.1 9.3 43.0 47.7 9.3
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②公共交通機関の利用目的（問 35－１） 

 

（問 35 で公共交通機関（電車・バス）を「１ よく利用している」と回答した方にお尋ね

します。） 

問 35－１ その利用目的は通勤・通学ですか。 

 
◆全体結果 
公共交通機関を「よく利用している」と回答した 341 人に聞いた、利用目的が通勤・通学か

については、「はい」は 33.1％で、「いいえ」（62.5％）の方が高くなっている。 

前回調査と比較すると、「はい」の割合（前回 37.4％）は 4.3ポイント減少している。一方、

「いいえ」の割合（前回 56.9％）は 5.6ポイント増加している。 

 
図表７－３－３ 公共交通機関の利用目的（全体／経年比較） 

 
 
◇性別 
性別にみると、「はい」の割合は、男性 41.7％、女性 29.2％で、男性の方が高くなっている。

なお、男女いずれも「いいえ」の方が高くなっている。 

◇年代別 
（各年代のサンプル数がいずれも少ないため、年代別の分析は割愛する。） 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「はい」の割合は、三世代同居が 45.0％で最も高く、次いで夫婦に子

どものみ（42.5％）の順となっている。なお、いずれも「いいえ」の方が高くなっている。（三

世代同居はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある。） 

◇熊本市居住年数別 
（回答が 30年以上に偏っているため、熊本市居住年数別の分析は割愛する。） 

◇職業別 
（回答が無職に偏っているため、職業別の分析は割愛する。） 

◇地区別 
地区別にみると、「はい」の割合は、西区が 41.1％で最も高くなっている。なお、いずれも

「いいえ」の方が高くなっている。（南区はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であ

り、注意する必要がある。）  

凡例

平成27年度
(n=251)

平成28年度
(n=348)

平成29年度
(n=341)

はい

27.1 

37.4 

33.1 

いいえ

66.9 

56.9 

62.5 

無回答

6.0 

5.7 

4.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図表７－３－４ 公共交通機関の利用目的（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

は
い

い
い
え

無
回
答

全体 341 33.1 62.5 4.4
男性 103 41.7 56.3 1.9
女性 226 29.2 66.4 4.4
無回答 12 33.3 41.7 25.0
20～24歳 18 72.2 27.8 -
25～29歳 11 63.6 36.4 -
30～34歳 17 64.7 35.3 -
35～39歳 13 38.5 61.5 -
40～44歳 20 50.0 50.0 -
45～49歳 17 64.7 35.3 -
50～54歳 26 61.5 34.6 3.8
55～59歳 20 55.0 45.0 -
60～64歳 34 38.2 55.9 5.9
65～69歳 34 20.6 76.5 2.9
70～74歳 36 - 100.0 -
75～79歳 37 8.1 78.4 13.5
80歳以上 50 6.0 86.0 8.0
無回答 8 37.5 37.5 25.0
独り住まい 69 24.6 68.1 7.2
夫婦二人住まい 96 25.0 67.7 7.3
夫婦に子どものみ 134 42.5 56.7 0.7
三世代同居 20 45.0 55.0 -
その他 7 28.6 71.4 -
無回答 15 26.7 60.0 13.3
５年未満 23 47.8 52.2 -
５～10年未満 17 47.1 52.9 -
10～20年未満 23 30.4 65.2 4.3
20～30年未満 43 65.1 34.9 -
30年以上 225 24.9 70.2 4.9
無回答 10 30.0 40.0 30.0
農林漁業 - - - -
自営業 16 31.3 68.8 -
会社、工場、商店、団体など勤務 103 67.0 31.1 1.9
公務員 14 71.4 28.6 -
無職 177 6.2 87.6 6.2
学生 10 90.0 10.0 -
その他 6 83.3 16.7 -
無回答 15 26.7 60.0 13.3
中央区 106 37.7 57.5 4.7
東区 90 25.6 70.0 4.4
西区 56 41.1 55.4 3.6
南区 24 20.8 70.8 8.3

南区（旧熊本市地域） 20 25.0 70.0 5.0
南区（富合地域） 4 - 75.0 25.0
南区（城南地域） - - - -

北区 54 29.6 66.7 3.7
北区（植木地域） 9 22.2 77.8 -
北区（旧熊本市地域） 45 31.1 64.4 4.4

無回答 11 54.5 45.5 -
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（４）自転車を利用する機会が増えたと感じる市民の割合（問 36） 
 

問 36 あなたは、この１年間で、自転車を利用する機会が増えたと感じますか。 

 
◆全体結果 
この１年間で、自転車を利用する機会が増えたかについては、「増えたと感じる」は 12.7％

となっている。一方、「減ったと感じる」は 31.7％で、「増えたと感じる」を 19.0 ポイント上

回っている。なお、「変わらない」は 40.0％となっている。 

前回調査と比較すると、「増えたと感じる」の割合（前回 10.6％）は 2.1 ポイント増加して

いる。一方、「減ったと感じる」の割合（前回 32.0％）は 0.3 ポイント減で、ほとんど変わら

ない。なお、「変わらない」の割合（前回 43.2％）は 3.2ポイント減少している。 

 
図表７－４－１ 自転車を利用する機会が増えたと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

増えたと感じる

16.5 

10.6 

12.7 

変わらない

49.9 

43.2 

40.0 

減ったと感じる

27.7 

32.0 

31.7 

無回答

5.9 

14.1 

15.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「増えたと感じる」の割合は、男性 13.0％、女性 12.8％で、ほとんど変わら

ない。なお、男女いずれも「変わらない」が最も高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「増えたと感じる」の割合は、20～24歳が 21.2％で最も高く、次いで 25～

29 歳（21.1％）、40～44 歳（18.3％）、30～34 歳（17.3％）の順となっている。なお、20～24

歳と 80歳以上は「減ったと感じる」の方が高く、この他の年代はいずれも「変わらない」が最

も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「増えたと感じる」の割合は、独り住まいが 13.8％で最も高くなって

いる。なお、いずれも「変わらない」が最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「増えたと感じる」の割合は、5～10年未満が 19.5％で最も高く、

次いで 5 年未満（18.6％）の順となっている。なお、5 年未満は「減ったと感じる」が最も高

く、この他はいずれも「変わらない」が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「増えたと感じる」の割合は、学生が 20.7％で最も高くなっている。なお、

いずれも「変わらない」が最も高くなっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上

での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「増えたと感じる」の割合は、中央区が 18.1％で最も高く、以下、東区 14.6％、

南区 12.2％、西区 10.4％、北区 6.2％の順となっている。なお、いずれも「変わらない」が最

も高くなっている。 
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図表７－４－２ 自転車を利用する機会が増えたと感じる市民の割合（属性別） 

 

 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

増
え
た
と
感
じ
る

変
わ
ら
な
い

減
っ

た
と
感
じ
る

無
回
答

全体 1,975 12.7 40.0 31.7 15.6
男性 784 13.0 44.5 31.1 11.4
女性 1,142 12.8 37.1 32.6 17.5
無回答 49 6.1 34.7 20.4 38.8
20～24歳 66 21.2 24.2 54.5 -
25～29歳 71 21.1 45.1 31.0 2.8
30～34歳 104 17.3 40.4 35.6 6.7
35～39歳 118 14.4 52.5 30.5 2.5
40～44歳 142 18.3 47.2 31.7 2.8
45～49歳 165 12.7 49.1 31.5 6.7
50～54歳 163 7.4 49.7 38.0 4.9
55～59歳 175 10.9 43.4 37.1 8.6
60～64歳 190 12.1 45.3 29.5 13.2
65～69歳 242 14.9 32.2 33.5 19.4
70～74歳 185 10.3 36.8 27.0 25.9
75～79歳 154 10.4 35.7 20.8 33.1
80歳以上 166 7.2 21.1 26.5 45.2
無回答 34 8.8 32.4 23.5 35.3
独り住まい 247 13.8 32.8 30.0 23.5
夫婦二人住まい 526 12.7 36.5 29.5 21.3
夫婦に子どものみ 892 12.8 44.2 32.8 10.2
三世代同居 194 12.9 41.8 34.5 10.8
その他 48 14.6 43.8 33.3 8.3
無回答 68 5.9 30.9 30.9 32.4
５年未満 118 18.6 34.7 38.1 8.5
５～10年未満 113 19.5 49.6 30.1 0.9
10～20年未満 196 16.3 43.9 33.7 6.1
20～30年未満 272 15.8 40.1 34.6 9.6
30年以上 1,234 10.4 39.3 30.4 19.9
無回答 42 9.5 31.0 28.6 31.0
農林漁業 41 4.9 39.0 19.5 36.6
自営業 157 12.7 40.8 31.2 15.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 13.4 46.5 33.7 6.4
公務員 110 13.6 41.8 40.0 4.5
無職 791 12.4 33.5 30.1 24.0
学生 29 20.7 44.8 34.5 -
その他 34 14.7 47.1 23.5 14.7
無回答 65 7.7 33.8 26.2 32.3
中央区 458 18.1 39.5 28.6 13.8
東区 485 14.6 42.7 31.5 11.1
西区 230 10.4 40.0 31.3 18.3
南区 345 12.2 41.2 33.6 13.0

南区（旧熊本市地域） 279 12.5 41.6 33.7 12.2
南区（富合地域） 31 6.5 41.9 32.3 19.4
南区（城南地域） 35 14.3 37.1 34.3 14.3

北区 371 6.2 36.1 34.8 22.9
北区（植木地域） 115 2.6 33.9 36.5 27.0
北区（旧熊本市地域） 256 7.8 37.1 34.0 21.1

無回答 86 9.3 39.5 29.1 22.1
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（５）良好な居住環境が保たれていると感じる市民の割合（問 37） 
 

問 37 あなたがお住まいになっている地域では、良好な居住環境（街並み・日照・風通し・

緑化等）が保たれていると感じますか。 

 
◆全体結果 
住んでいる地域では良好な居住環境が保たれていると感じるかについては、「とても感じる」

（16.4％）、「やや感じる」（43.3％）を合わせた割合は 59.7％で、「全く感じない」（2.7％）、「あ

まり感じない」（10.7％）を合わせた割合（13.4％）を 46.3 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 63.4％）は

3.7 ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

13.7％）は 0.3ポイント減で、ほとんど変わらない。 

 
図表７－５－１ 良好な居住環境が保たれていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

13.9 

16.0 

14.7 

15.0 

14.7 

13.9 

14.0 

12.8 

18.2 

16.4 

やや感じる

44.3 

41.5 

41.8 

43.8 

44.4 

43.1 

43.3 

45.7 

45.2 

43.3 

どちらともいえない

23.3 

24.9 

24.6 

22.8 

23.1 

24.6 

25.0 

24.0 

21.4 

23.3 

あまり感じない

14.7 

14.1 

15.2 

13.8 

14.0 

15.2 

13.9 

14.8 

10.6 

10.7 

全く感じない

2.9 

2.6 

2.9 

2.8 

3.1 

2.8 

2.4 

2.4 

3.1 

2.7 

無回答

0.9 

0.8 

0.7 

1.7 

0.8 

0.4 

1.3 

0.3 

1.5 

3.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 58.3％、女性 60.8％

で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、20～24 歳が 65.1％で

最も高く、次いで 70～74 歳、および 75～79 歳（いずれも 64.3％）、40～44 歳（64.1％）の順

となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、夫婦に子どものみ

が 61.2％で最も高く、次いで夫婦二人住まい（60.8％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5年未満が

66.1％で最も高く、次いで 5～10年未満（60.2％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、公務員が 64.6％で最

も高く、次いで学生（62.0％）、無職（61.5％）、農林漁業（60.9％）の順となっている。（農林

漁業、学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 64.2％で最

も高く、以下、西区 61.3％、東区 60.0％、南区 58.8％、北区 56.1％の順となっている。 
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図表７－５－２ 良好な居住環境が保たれていると感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
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数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
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り
感
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な
い
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じ
な
い

無
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答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 16.4 43.3 23.3 10.7 2.7 3.5 59.7 23.3 13.4 3.5
男性 784 16.5 41.8 23.2 11.7 3.1 3.7 58.3 23.2 14.8 3.7
女性 1,142 16.2 44.6 23.5 10.2 2.6 2.9 60.8 23.5 12.8 2.9
無回答 49 18.4 36.7 22.4 6.1 - 16.3 55.1 22.4 6.1 16.3
20～24歳 66 24.2 40.9 22.7 10.6 1.5 - 65.1 22.7 12.1 -
25～29歳 71 8.5 39.4 32.4 14.1 4.2 1.4 47.9 32.4 18.3 1.4
30～34歳 104 9.6 51.9 19.2 10.6 5.8 2.9 61.5 19.2 16.4 2.9
35～39歳 118 16.9 42.4 25.4 9.3 5.1 0.8 59.3 25.4 14.4 0.8
40～44歳 142 19.7 44.4 16.2 14.8 4.2 0.7 64.1 16.2 19.0 0.7
45～49歳 165 15.8 37.0 29.1 12.7 1.8 3.6 52.8 29.1 14.5 3.6
50～54歳 163 8.0 48.5 25.8 14.1 1.2 2.5 56.5 25.8 15.3 2.5
55～59歳 175 5.7 40.0 35.4 13.1 3.4 2.3 45.7 35.4 16.5 2.3
60～64歳 190 16.3 43.2 24.2 11.6 2.6 2.1 59.5 24.2 14.2 2.1
65～69歳 242 15.3 45.5 25.2 6.6 3.3 4.1 60.8 25.2 9.9 4.1
70～74歳 185 21.1 43.2 17.8 11.9 1.6 4.3 64.3 17.8 13.5 4.3
75～79歳 154 17.5 46.8 21.4 6.5 1.3 6.5 64.3 21.4 7.8 6.5
80歳以上 166 31.3 40.4 12.0 7.2 1.2 7.8 71.7 12.0 8.4 7.8
無回答 34 23.5 35.3 14.7 8.8 2.9 14.7 58.8 14.7 11.7 14.7
独り住まい 247 14.2 42.9 26.7 10.9 2.4 2.8 57.1 26.7 13.3 2.8
夫婦二人住まい 526 16.5 44.3 21.9 10.8 2.5 4.0 60.8 21.9 13.3 4.0
夫婦に子どものみ 892 15.9 45.3 22.6 10.3 3.0 2.8 61.2 22.6 13.3 2.8
三世代同居 194 17.5 38.7 24.2 12.9 3.1 3.6 56.2 24.2 16.0 3.6
その他 48 18.8 35.4 37.5 4.2 - 4.2 54.2 37.5 4.2 4.2
無回答 68 23.5 29.4 19.1 13.2 2.9 11.8 52.9 19.1 16.1 11.8
５年未満 118 14.4 51.7 19.5 10.2 2.5 1.7 66.1 19.5 12.7 1.7
５～10年未満 113 14.2 46.0 24.8 12.4 1.8 0.9 60.2 24.8 14.2 0.9
10～20年未満 196 14.8 43.9 26.5 9.7 2.0 3.1 58.7 26.5 11.7 3.1
20～30年未満 272 18.0 38.2 25.4 12.5 2.9 2.9 56.2 25.4 15.4 2.9
30年以上 1,234 16.4 43.5 22.8 10.5 3.0 3.9 59.9 22.8 13.5 3.9
無回答 42 23.8 35.7 19.0 9.5 - 11.9 59.5 19.0 9.5 11.9
農林漁業 41 26.8 34.1 22.0 4.9 - 12.2 60.9 22.0 4.9 12.2
自営業 157 10.8 43.3 22.9 13.4 3.2 6.4 54.1 22.9 16.6 6.4
会社、工場、商店、団体など勤務 748 14.4 43.6 26.5 11.1 2.5 1.9 58.0 26.5 13.6 1.9
公務員 110 15.5 49.1 19.1 8.2 5.5 2.7 64.6 19.1 13.7 2.7
無職 791 18.0 43.5 21.2 10.6 2.9 3.8 61.5 21.2 13.5 3.8
学生 29 17.2 44.8 27.6 10.3 - - 62.0 27.6 10.3 -
その他 34 23.5 41.2 17.6 14.7 - 2.9 64.7 17.6 14.7 2.9
無回答 65 23.1 33.8 23.1 7.7 1.5 10.8 56.9 23.1 9.2 10.8
中央区 458 15.1 49.1 20.5 10.9 2.2 2.2 64.2 20.5 13.1 2.2
東区 485 17.9 42.1 23.9 10.9 2.3 2.9 60.0 23.9 13.2 2.9
西区 230 20.4 40.9 19.6 13.9 3.0 2.2 61.3 19.6 16.9 2.2
南区 345 15.9 42.9 25.8 8.7 2.9 3.8 58.8 25.8 11.6 3.8

南区（旧熊本市地域） 279 15.4 46.2 24.0 9.0 2.2 3.2 61.6 24.0 11.2 3.2
南区（富合地域） 31 22.6 35.5 22.6 6.5 3.2 9.7 58.1 22.6 9.7 9.7
南区（城南地域） 35 14.3 22.9 42.9 8.6 8.6 2.9 37.2 42.9 17.2 2.9

北区 371 14.3 41.8 25.3 11.1 3.2 4.3 56.1 25.3 14.3 4.3
北区（植木地域） 115 11.3 40.0 27.8 11.3 4.3 5.2 51.3 27.8 15.6 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 15.6 42.6 24.2 10.9 2.7 3.9 58.2 24.2 13.6 3.9

無回答 86 14.0 33.7 26.7 7.0 4.7 14.0 47.7 26.7 11.7 14.0
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（６）便利で住みやすいと感じる市民の割合（問 38） 
 

問 38 あなたは、熊本市は適切な土地利用により良好な市街地が形成され、便利で住みや

すいと感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市は適切な土地利用により良好な市街地が形成され、便利で住みやすいと感じるかにつ

いては、「とても感じる」（6.8％）、「やや感じる」（33.2％）を合わせた割合は 40.0％で、「全

く感じない」（4.6％）、「あまり感じない」（16.5％）を合わせた割合（21.1％）を 18.9 ポイン

ト上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 40.1％）は

0.1 ポイント減で、ほとんど変わらない。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合（前回 24.7％）は 3.6ポイント減少している。 

 
図表７－６－１ 便利で住みやすいと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

6.4 

5.9 

5.9 

6.4 

5.6 

6.0 

5.3 

5.2 

7.2 

6.8 

やや感じる

30.9 

31.2 

30.0 

31.2 

31.1 

32.2 

29.3 

32.0 

32.9 

33.2 

どちらともいえない

33.8 

35.8 

35.8 

36.0 

36.0 

35.6 

36.9 

34.9 

33.7 

35.5 

あまり感じない

23.4 

23.1 

23.3 

21.2 

23.0 

21.9 

22.6 

22.7 

19.5 

16.5 

全く感じない

4.1 

3.6 

4.5 

3.7 

4.1 

3.8 

4.6 

4.7 

5.2 

4.6 

無回答

1.5 

0.4 

0.4 

1.5 

0.3 

0.5 

1.3 

0.5 

1.5 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 37.1％、女性 42.0％

で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 52.4％で

最も高く、次いで 70～74歳（46.5％）、75～79歳（45.4％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 46.1％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（40.9％）、夫婦に子どものみ（39.2％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 42.0％で最も高く、次いで 20～30 年未満（38.2％）、5～10 年未満（38.1％）の順となって

いる。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は無職が 43.4％で最も高

く、次いで農林漁業（41.5％）、学生（41.3％）の順となっている。（農林漁業、学生はサンプ

ル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 44.3％で最

も高く、以下、東区 43.1％、西区 41.8％、南区 36.3％、北区 36.2％の順となっている。 
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図表７－６－２ 便利で住みやすいと感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
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ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 6.8 33.2 35.5 16.5 4.6 3.4 40.0 35.5 21.1 3.4
男性 784 6.1 31.0 34.6 18.8 5.7 3.8 37.1 34.6 24.5 3.8
女性 1,142 7.1 34.9 36.1 15.6 3.9 2.5 42.0 36.1 19.5 2.5
無回答 49 10.2 28.6 38.8 2.0 4.1 16.3 38.8 38.8 6.1 16.3
20～24歳 66 10.6 31.8 37.9 16.7 3.0 - 42.4 37.9 19.7 -
25～29歳 71 8.5 23.9 38.0 19.7 8.5 1.4 32.4 38.0 28.2 1.4
30～34歳 104 4.8 28.8 38.5 17.3 7.7 2.9 33.6 38.5 25.0 2.9
35～39歳 118 9.3 31.4 33.1 18.6 6.8 0.8 40.7 33.1 25.4 0.8
40～44歳 142 8.5 30.3 36.6 17.6 6.3 0.7 38.8 36.6 23.9 0.7
45～49歳 165 3.6 30.9 41.2 13.9 6.7 3.6 34.5 41.2 20.6 3.6
50～54歳 163 2.5 29.4 38.0 21.5 6.1 2.5 31.9 38.0 27.6 2.5
55～59歳 175 2.9 31.4 38.3 21.1 4.0 2.3 34.3 38.3 25.1 2.3
60～64歳 190 6.3 32.6 38.4 16.3 4.2 2.1 38.9 38.4 20.5 2.1
65～69歳 242 2.5 38.8 32.6 18.6 3.3 4.1 41.3 32.6 21.9 4.1
70～74歳 185 9.7 36.8 31.9 15.1 2.2 4.3 46.5 31.9 17.3 4.3
75～79歳 154 8.4 37.0 35.7 11.0 1.3 6.5 45.4 35.7 12.3 6.5
80歳以上 166 15.1 37.3 27.1 11.4 3.0 6.0 52.4 27.1 14.4 6.0
無回答 34 11.8 29.4 32.4 2.9 8.8 14.7 41.2 32.4 11.7 14.7
独り住まい 247 9.3 36.8 27.5 19.4 4.5 2.4 46.1 27.5 23.9 2.4
夫婦二人住まい 526 6.3 34.6 36.5 16.2 2.5 4.0 40.9 36.5 18.7 4.0
夫婦に子どものみ 892 6.2 33.0 36.5 16.4 5.4 2.6 39.2 36.5 21.8 2.6
三世代同居 194 6.7 26.8 39.2 16.5 7.2 3.6 33.5 39.2 23.7 3.6
その他 48 4.2 33.3 45.8 12.5 - 4.2 37.5 45.8 12.5 4.2
無回答 68 11.8 29.4 26.5 13.2 7.4 11.8 41.2 26.5 20.6 11.8
５年未満 118 10.2 25.4 33.1 21.2 8.5 1.7 35.6 33.1 29.7 1.7
５～10年未満 113 7.1 31.0 36.3 21.2 3.5 0.9 38.1 36.3 24.7 0.9
10～20年未満 196 3.6 29.1 42.9 16.3 5.1 3.1 32.7 42.9 21.4 3.1
20～30年未満 272 6.6 31.6 37.9 16.2 4.8 2.9 38.2 37.9 21.0 2.9
30年以上 1,234 6.7 35.3 34.0 16.3 4.1 3.6 42.0 34.0 20.4 3.6
無回答 42 14.3 28.6 38.1 - 7.1 11.9 42.9 38.1 7.1 11.9
農林漁業 41 12.2 29.3 24.4 17.1 4.9 12.2 41.5 24.4 22.0 12.2
自営業 157 4.5 33.8 26.1 23.6 5.7 6.4 38.3 26.1 29.3 6.4
会社、工場、商店、団体など勤務 748 6.1 30.9 38.8 17.1 5.2 1.9 37.0 38.8 22.3 1.9
公務員 110 3.6 31.8 36.4 20.9 4.5 2.7 35.4 36.4 25.4 2.7
無職 791 7.7 35.7 34.5 15.3 3.3 3.5 43.4 34.5 18.6 3.5
学生 29 10.3 31.0 51.7 6.9 - - 41.3 51.7 6.9 -
その他 34 8.8 38.2 29.4 8.8 11.8 2.9 47.0 29.4 20.6 2.9
無回答 65 7.7 30.8 35.4 7.7 9.2 9.2 38.5 35.4 16.9 9.2
中央区 458 8.3 36.0 34.9 15.3 3.3 2.2 44.3 34.9 18.6 2.2
東区 485 6.6 36.5 34.2 16.1 4.1 2.5 43.1 34.2 20.2 2.5
西区 230 7.0 34.8 33.0 17.4 6.1 1.7 41.8 33.0 23.5 1.7
南区 345 6.7 29.6 37.1 18.0 4.9 3.8 36.3 37.1 22.9 3.8

南区（旧熊本市地域） 279 6.5 32.6 35.8 18.6 2.9 3.6 39.1 35.8 21.5 3.6
南区（富合地域） 31 6.5 22.6 32.3 16.1 16.1 6.5 29.1 32.3 32.2 6.5
南区（城南地域） 35 8.6 11.4 51.4 14.3 11.4 2.9 20.0 51.4 25.7 2.9

北区 371 5.7 30.5 39.4 15.6 4.9 4.0 36.2 39.4 20.5 4.0
北区（植木地域） 115 5.2 27.8 33.9 20.9 7.0 5.2 33.0 33.9 27.9 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 5.9 31.6 41.8 13.3 3.9 3.5 37.5 41.8 17.2 3.5

無回答 86 4.7 20.9 30.2 20.9 8.1 15.1 25.6 30.2 29.0 15.1

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別

156 
 



（７）都市機能が充実して安全・快適と感じる市民の割合（問 39） 
 

問 39 あなたは、熊本市は都市機能（河川、道路、公共交通、公園、上下水道などの都市

基盤）が充実していて安全で快適であると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市は都市機能が充実していて安全で快適であると感じるかについては、「とても感じる」

（8.1％）、「やや感じる」（38.7％）を合わせた割合は 46.8％で、「全く感じない」（4.0％）、「あ

まり感じない」（19.2％）を合わせた割合（23.2％）を 23.6 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 44.8％）は

2.0 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

24.6％）は 1.4ポイント減少している。 

 
図表７－７－１ 都市機能が充実して安全・快適と感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

6.3 

7.0 

6.8 

7.0 

6.3 

6.9 

7.2 

7.7 

8.0 

8.1 

やや感じる

36.3 

36.0 

35.1 

35.9 

34.6 

38.4 

37.0 

39.5 

36.8 

38.7 

どちらともいえない

29.8 

30.1 

30.5 

32.2 

31.5 

30.5 

31.1 

28.3 

29.3 

27.7 

あまり感じない

23.1 

23.3 

23.5 

20.7 

23.7 

20.7 

20.1 

20.7 

19.7 

19.2 

全く感じない

3.1 

3.2 

3.7 

2.9 

3.7 

3.1 

3.3 

3.5 

4.9 

4.0 

無回答

1.5 

0.4 

0.4 

1.4 

0.2 

0.4 

1.3 

0.3 

1.3 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 46.3％、女性 48.3％

で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 65.1％で

最も高く、次いで 75～79 歳（56.5％）、70～74 歳（55.2％）、65～69 歳（51.7％）の順となっ

ている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 53.1％

で最も高く、次いで夫婦二人住まい（51.3％）の順となっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 50.3％で最も高く、次いで 5年未満（48.3％）、20～30年未満（44.1％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は無職が 52.5％で最も高

く、次いで学生（51.7％）の順となっている。（学生はサンプル数が少ないことを踏まえた上で

の考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 54.6％で最

も高く、以下、東区 47.0％、西区 47.4％、北区 42.0％、南区 41.5％の順となっている。 
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図表７－７－２ 都市機能が充実して安全・快適と感じる市民の割合（属性別） 
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や
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ら
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も
い
え
な
い
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り
感
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な
い
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く
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じ
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い

無
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答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 8.1 38.7 27.7 19.2 4.0 2.2 46.8 27.7 23.2 2.2
男性 784 8.2 38.1 27.2 20.9 4.6 1.0 46.3 27.2 25.5 1.0
女性 1,142 8.1 40.2 28.6 18.7 3.7 0.7 48.3 28.6 22.4 0.7
無回答 49 6.1 14.3 14.3 6.1 2.0 57.1 20.4 14.3 8.1 57.1
20～24歳 66 7.6 40.9 28.8 18.2 4.5 - 48.5 28.8 22.7 -
25～29歳 71 9.9 33.8 33.8 19.7 2.8 - 43.7 33.8 22.5 -
30～34歳 104 4.8 36.5 32.7 16.3 9.6 - 41.3 32.7 25.9 -
35～39歳 118 7.6 35.6 30.5 21.2 5.1 - 43.2 30.5 26.3 -
40～44歳 142 3.5 38.7 23.9 26.1 7.0 0.7 42.2 23.9 33.1 0.7
45～49歳 165 5.5 35.2 35.8 17.6 5.5 0.6 40.7 35.8 23.1 0.6
50～54歳 163 3.7 36.2 31.3 21.5 6.7 0.6 39.9 31.3 28.2 0.6
55～59歳 175 1.1 36.0 34.9 23.4 4.0 0.6 37.1 34.9 27.4 0.6
60～64歳 190 5.8 40.0 25.3 25.3 3.7 - 45.8 25.3 29.0 -
65～69歳 242 7.9 43.8 28.5 16.9 2.5 0.4 51.7 28.5 19.4 0.4
70～74歳 185 15.7 39.5 23.8 17.3 2.7 1.1 55.2 23.8 20.0 1.1
75～79歳 154 13.6 42.9 26.6 15.6 - 1.3 56.5 26.6 15.6 1.3
80歳以上 166 19.3 45.8 15.7 14.5 1.2 3.6 65.1 15.7 15.7 3.6
無回答 34 - 5.9 2.9 2.9 2.9 85.3 5.9 2.9 5.8 85.3
独り住まい 247 12.6 40.5 25.9 17.4 2.4 1.2 53.1 25.9 19.8 1.2
夫婦二人住まい 526 9.5 41.8 29.1 17.1 1.5 1.0 51.3 29.1 18.6 1.0
夫婦に子どものみ 892 6.3 38.6 29.0 20.5 5.0 0.6 44.9 29.0 25.5 0.6
三世代同居 194 8.8 32.0 27.3 25.3 6.2 0.5 40.8 27.3 31.5 0.5
その他 48 6.3 56.3 20.8 10.4 4.2 2.1 62.6 20.8 14.6 2.1
無回答 68 4.4 17.6 11.8 14.7 8.8 42.6 22.0 11.8 23.5 42.6
５年未満 118 6.8 41.5 25.4 22.0 4.2 - 48.3 25.4 26.2 -
５～10年未満 113 8.8 31.0 31.9 26.5 1.8 - 39.8 31.9 28.3 -
10～20年未満 196 3.6 35.2 35.2 18.9 5.6 1.5 38.8 35.2 24.5 1.5
20～30年未満 272 7.7 36.4 33.1 18.4 4.4 - 44.1 33.1 22.8 -
30年以上 1,234 9.1 41.2 25.7 19.1 3.9 1.0 50.3 25.7 23.0 1.0
無回答 42 4.8 9.5 11.9 2.4 2.4 69.0 14.3 11.9 4.8 69.0
農林漁業 41 4.9 39.0 19.5 26.8 7.3 2.4 43.9 19.5 34.1 2.4
自営業 157 5.7 33.8 31.8 21.7 5.1 1.9 39.5 31.8 26.8 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 4.8 39.0 30.3 20.9 4.7 0.3 43.8 30.3 25.6 0.3
公務員 110 8.2 36.4 30.0 20.0 4.5 0.9 44.6 30.0 24.5 0.9
無職 791 11.8 40.7 26.0 17.4 2.9 1.1 52.5 26.0 20.3 1.1
学生 29 10.3 41.4 37.9 6.9 3.4 - 51.7 37.9 10.3 -
その他 34 17.6 44.1 8.8 26.5 2.9 - 61.7 8.8 29.4 -
無回答 65 3.1 23.1 13.8 12.3 4.6 43.1 26.2 13.8 16.9 43.1
中央区 458 9.8 44.8 26.4 15.3 2.4 1.3 54.6 26.4 17.7 1.3
東区 485 8.2 38.8 28.0 20.2 3.5 1.2 47.0 28.0 23.7 1.2
西区 230 9.1 38.3 27.0 18.3 5.2 2.2 47.4 27.0 23.5 2.2
南区 345 6.7 34.8 30.4 20.6 5.2 2.3 41.5 30.4 25.8 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 6.8 38.4 29.0 19.7 3.6 2.5 45.2 29.0 23.3 2.5
南区（富合地域） 31 3.2 29.0 29.0 25.8 12.9 - 32.2 29.0 38.7 -
南区（城南地域） 35 8.6 11.4 42.9 22.9 11.4 2.9 20.0 42.9 34.3 2.9

北区 371 6.2 35.8 27.2 24.0 4.3 2.4 42.0 27.2 28.3 2.4
北区（植木地域） 115 3.5 27.8 27.8 30.4 7.0 3.5 31.3 27.8 37.4 3.5
北区（旧熊本市地域） 256 7.4 39.5 27.0 21.1 3.1 2.0 46.9 27.0 24.2 2.0

無回答 86 9.3 36.0 25.6 11.6 5.8 11.6 45.3 25.6 17.4 11.6
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（８）熊本駅周辺が魅力的であると感じる市民の割合（問 40） 
 

問 40 あなたは、熊本駅周辺の街並みが魅力的であると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本駅周辺の街並みが魅力的であると感じるかについては、「とても感じる」（2.3％）、「やや

感じる」（17.9％）を合わせた割合は 20.2％で、「全く感じない」（19.2％）、「あまり感じない」

（32.4％）を合わせた割合（51.6％）を 31.4 ポイント下回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 18.6％）は

1.6 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

53.8％）は 2.2ポイント減少している。 

 
図表７－８－１ 熊本駅周辺が魅力的であると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

1.5 

1.9 

2.5 

3.8 

4.3 

5.6 

3.6 

3.4 

2.4 

2.3 

やや感じる

8.1 

8.5 

12.5 

19.0 

21.0 

22.8 

15.8 

18.6 

16.1 

17.9 

どちらともいえない

18.7 

22.4 

26.4 

27.1 

27.2 

27.1 

26.1 

26.4 

25.7 

25.6 

あまり感じない

40.6 

41.1 

37.6 

33.7 

32.8 

31.1 

35.0 

31.9 

34.3 

32.4 

全く感じない

29.6 

25.4 

20.3 

14.7 

13.9 

12.7 

18.2 

19.2 

19.5 

19.2 

無回答

1.4 

0.6 

0.7 

1.7 

0.9 

0.7 

1.4 

0.5 

1.9 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 19.3％、女性 21.5％

で、女性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を

合わせた割合の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 33.7％で

最も高く、次いで 20～24歳（33.3％）、70～74歳（27.5％）の順となっている。なお、80歳以

上を除いていずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなってい

る。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 21.4％

で最も高く、次いで夫婦に子どものみ（20.7％）の順となっている。なお、いずれも「全く感

じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5年未満が

22.8％で最も高く、次いで 30年以上（21.4％）の順となっている。なお、いずれも「全く感じ

ない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は農林漁業が 31.7％で最

も高く、次いで学生（27.6％）の順となっている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり

感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないこと

を踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 22.5％で最

も高く、以下、南区 21.2％、東区 20.3％、西区 19.2％、北区 17.8％の順となっている。なお、

いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 
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図表７－８－２ 熊本駅周辺が魅力的であると感じる市民の割合（属性別） 
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い
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い

無
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答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.3 17.9 25.6 32.4 19.2 2.6 20.2 25.6 51.6 2.6
男性 784 2.2 17.1 24.4 32.5 23.0 0.9 19.3 24.4 55.5 0.9
女性 1,142 2.4 19.1 26.7 33.2 17.3 1.4 21.5 26.7 50.5 1.4
無回答 49 2.0 4.1 18.4 12.2 6.1 57.1 6.1 18.4 18.3 57.1
20～24歳 66 4.5 28.8 13.6 27.3 24.2 1.5 33.3 13.6 51.5 1.5
25～29歳 71 2.8 14.1 14.1 35.2 33.8 - 16.9 14.1 69.0 -
30～34歳 104 - 12.5 29.8 31.7 26.0 - 12.5 29.8 57.7 -
35～39歳 118 3.4 16.9 23.7 31.4 24.6 - 20.3 23.7 56.0 -
40～44歳 142 4.2 15.5 17.6 37.3 25.4 - 19.7 17.6 62.7 -
45～49歳 165 0.6 15.2 29.7 37.6 16.4 0.6 15.8 29.7 54.0 0.6
50～54歳 163 1.8 16.6 24.5 31.3 25.8 - 18.4 24.5 57.1 -
55～59歳 175 1.1 14.9 23.4 36.0 24.6 - 16.0 23.4 60.6 -
60～64歳 190 2.1 15.8 25.8 33.2 22.6 0.5 17.9 25.8 55.8 0.5
65～69歳 242 0.8 15.3 29.3 36.8 16.5 1.2 16.1 29.3 53.3 1.2
70～74歳 185 5.9 21.6 29.2 31.4 11.4 0.5 27.5 29.2 42.8 0.5
75～79歳 154 - 22.7 33.1 31.2 9.7 3.2 22.7 33.1 40.9 3.2
80歳以上 166 4.2 29.5 27.7 22.3 9.6 6.6 33.7 27.7 31.9 6.6
無回答 34 - 2.9 2.9 8.8 2.9 82.4 2.9 2.9 11.7 82.4
独り住まい 247 1.6 19.8 25.9 32.0 19.0 1.6 21.4 25.9 51.0 1.6
夫婦二人住まい 526 2.5 16.7 27.2 34.6 17.3 1.7 19.2 27.2 51.9 1.7
夫婦に子どものみ 892 1.8 18.9 25.3 34.1 19.3 0.6 20.7 25.3 53.4 0.6
三世代同居 194 3.6 14.4 28.9 27.8 24.7 0.5 18.0 28.9 52.5 0.5
その他 48 4.2 25.0 18.8 25.0 22.9 4.2 29.2 18.8 47.9 4.2
無回答 68 4.4 11.8 10.3 13.2 16.2 44.1 16.2 10.3 29.4 44.1
５年未満 118 2.5 20.3 25.4 29.7 20.3 1.7 22.8 25.4 50.0 1.7
５～10年未満 113 1.8 17.7 23.0 32.7 23.9 0.9 19.5 23.0 56.6 0.9
10～20年未満 196 1.5 14.8 30.6 34.2 18.4 0.5 16.3 30.6 52.6 0.5
20～30年未満 272 2.6 15.4 25.0 34.2 22.8 - 18.0 25.0 57.0 -
30年以上 1,234 2.4 19.0 25.7 32.8 18.6 1.4 21.4 25.7 51.4 1.4
無回答 42 - 9.5 9.5 7.1 2.4 71.4 9.5 9.5 9.5 71.4
農林漁業 41 12.2 19.5 22.0 22.0 19.5 4.9 31.7 22.0 41.5 4.9
自営業 157 1.9 17.8 18.5 32.5 28.0 1.3 19.7 18.5 60.5 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 2.0 15.9 24.7 35.0 22.2 0.1 17.9 24.7 57.2 0.1
公務員 110 2.7 16.4 25.5 38.2 16.4 0.9 19.1 25.5 54.6 0.9
無職 791 2.3 20.0 29.6 31.1 15.3 1.8 22.3 29.6 46.4 1.8
学生 29 - 27.6 13.8 31.0 27.6 - 27.6 13.8 58.6 -
その他 34 - 20.6 14.7 35.3 29.4 - 20.6 14.7 64.7 -
無回答 65 1.5 12.3 16.9 13.8 7.7 47.7 13.8 16.9 21.5 47.7
中央区 458 2.0 20.5 22.1 32.8 21.4 1.3 22.5 22.1 54.2 1.3
東区 485 1.9 18.4 26.8 33.2 18.4 1.4 20.3 26.8 51.6 1.4
西区 230 5.7 13.5 20.9 37.0 20.0 3.0 19.2 20.9 57.0 3.0
南区 345 2.9 18.3 27.0 32.2 17.4 2.3 21.2 27.0 49.6 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 3.2 20.1 24.7 33.0 16.8 2.2 23.3 24.7 49.8 2.2
南区（富合地域） 31 - 19.4 32.3 29.0 16.1 3.2 19.4 32.3 45.1 3.2
南区（城南地域） 35 2.9 2.9 40.0 28.6 22.9 2.9 5.8 40.0 51.5 2.9

北区 371 0.8 17.0 31.0 29.6 17.5 4.0 17.8 31.0 47.1 4.0
北区（植木地域） 115 - 19.1 30.4 29.6 14.8 6.1 19.1 30.4 44.4 6.1
北区（旧熊本市地域） 256 1.2 16.0 31.3 29.7 18.8 3.1 17.2 31.3 48.5 3.1

無回答 86 1.2 16.3 20.9 26.7 25.6 9.3 17.5 20.9 52.3 9.3
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別

年
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別
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業
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（９）桜町・花畑周辺地区に魅力があると感じる市民の割合（問 41） 
 

問 41 あなたは、 現在の桜町・花畑周辺地区に魅力があると感じますか。 

 
注）桜町・花畑周辺地区では、2019 年度には商業施設やバスターミナル、熊本城ホールなどからなる再開発

ビル、2021 年度にはオープンスペース（シンボルプロムナード、（仮称）花畑広場、辛島、花畑公園等）

が整備される予定ですが、現在、シンボルプロムナードは再開発ビルの工事に伴い仮バスターミナルの

一部として利用されています。 

 
◆全体結果 
現在の桜町・花畑周辺地区に魅力があると感じるかについては、「とても感じる」（2.7％）、

「やや感じる」（17.1％）を合わせた割合は 19.8％で、「全く感じない」（14.9％）、「あまり感

じない」（32.9％）を合わせた割合（47.8％）を 28.0ポイント下回っている。 

 
図表７－９－１ 桜町・花畑周辺地区に魅力があると感じる市民の割合（全体） 

 
 
 
  

凡例

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

2.7 

やや感じる

17.1 

どちらともいえない

29.9 

あまり感じない

32.9 

全く感じない

14.9 

無回答

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 22.7％、女性 18.2％

で、男性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を

合わせた割合の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 27.7％で

最も高く、次いで 25～29歳（26.7％）の順となっている。なお、いずれの年代も「全く感じな

い」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 21.0％

で最も高くなっている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合

の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、5年未満が

28.8％で最も高くなっている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は農林漁業が 41.5％で最

も高くなっている。なお、農林漁業を除いていずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を

合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考

察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 25.2％で最も

高く、以下、中央区 20.8％、東区、および南区（いずれも 18.9％）、北区 17.5％の順となって

いる。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなって

いる。 
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図表７－９－２ 桜町・花畑周辺地区に魅力があると感じる市民の割合（属性別） 
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い
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と
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感
じ
る
」
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「

や
や
感
じ
る
」
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と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.7 17.1 29.9 32.9 14.9 2.5 19.8 29.9 47.8 2.5
男性 784 3.8 18.9 28.8 32.0 15.6 0.9 22.7 28.8 47.6 0.9
女性 1,142 1.9 16.3 31.1 34.4 15.0 1.3 18.2 31.1 49.4 1.3
無回答 49 2.0 8.2 18.4 12.2 2.0 57.1 10.2 18.4 14.2 57.1
20～24歳 66 - 22.7 30.3 31.8 13.6 1.5 22.7 30.3 45.4 1.5
25～29歳 71 2.8 23.9 23.9 36.6 12.7 - 26.7 23.9 49.3 -
30～34歳 104 1.0 24.0 27.9 31.7 15.4 - 25.0 27.9 47.1 -
35～39歳 118 1.7 23.7 24.6 31.4 18.6 - 25.4 24.6 50.0 -
40～44歳 142 3.5 12.7 31.7 33.1 18.3 0.7 16.2 31.7 51.4 0.7
45～49歳 165 1.2 12.7 32.1 35.8 17.6 0.6 13.9 32.1 53.4 0.6
50～54歳 163 2.5 11.0 24.5 38.7 23.3 - 13.5 24.5 62.0 -
55～59歳 175 1.7 14.3 26.9 36.6 20.0 0.6 16.0 26.9 56.6 0.6
60～64歳 190 4.7 17.4 29.5 30.5 17.4 0.5 22.1 29.5 47.9 0.5
65～69歳 242 0.8 14.9 33.9 39.3 10.3 0.8 15.7 33.9 49.6 0.8
70～74歳 185 4.9 20.0 31.4 32.4 10.3 1.1 24.9 31.4 42.7 1.1
75～79歳 154 1.9 18.8 35.7 33.8 6.5 3.2 20.7 35.7 40.3 3.2
80歳以上 166 6.6 21.1 33.7 21.1 12.7 4.8 27.7 33.7 33.8 4.8
無回答 34 - 2.9 8.8 - 5.9 82.4 2.9 8.8 5.9 82.4
独り住まい 247 2.4 18.6 31.2 31.6 15.0 1.2 21.0 31.2 46.6 1.2
夫婦二人住まい 526 3.6 16.0 32.3 35.0 11.4 1.7 19.6 32.3 46.4 1.7
夫婦に子どものみ 892 2.0 17.7 29.6 33.9 16.3 0.6 19.7 29.6 50.2 0.6
三世代同居 194 3.1 16.5 27.8 35.1 17.0 0.5 19.6 27.8 52.1 0.5
その他 48 6.3 12.5 35.4 20.8 20.8 4.2 18.8 35.4 41.6 4.2
無回答 68 1.5 17.6 11.8 11.8 13.2 44.1 19.1 11.8 25.0 44.1
５年未満 118 2.5 26.3 33.9 23.7 10.2 3.4 28.8 33.9 33.9 3.4
５～10年未満 113 3.5 17.7 28.3 30.1 20.4 - 21.2 28.3 50.5 -
10～20年未満 196 1.5 12.8 35.2 33.7 15.8 1.0 14.3 35.2 49.5 1.0
20～30年未満 272 2.6 16.5 29.4 37.5 14.0 - 19.1 29.4 51.5 -
30年以上 1,234 2.8 17.3 29.3 34.0 15.3 1.2 20.1 29.3 49.3 1.2
無回答 42 2.4 7.1 16.7 2.4 2.4 69.0 9.5 16.7 4.8 69.0
農林漁業 41 4.9 36.6 29.3 14.6 12.2 2.4 41.5 29.3 26.8 2.4
自営業 157 2.5 14.0 26.8 35.7 19.1 1.9 16.5 26.8 54.8 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 2.5 17.8 28.9 34.2 16.0 0.5 20.3 28.9 50.2 0.5
公務員 110 3.6 19.1 30.0 29.1 17.3 0.9 22.7 30.0 46.4 0.9
無職 791 2.9 16.4 32.2 33.8 13.1 1.5 19.3 32.2 46.9 1.5
学生 29 - 20.7 27.6 34.5 17.2 - 20.7 27.6 51.7 -
その他 34 - 11.8 32.4 47.1 8.8 - 11.8 32.4 55.9 -
無回答 65 1.5 10.8 20.0 10.8 12.3 44.6 12.3 20.0 23.1 44.6
中央区 458 3.1 17.7 29.0 32.1 16.8 1.3 20.8 29.0 48.9 1.3
東区 485 1.4 17.5 34.4 31.1 13.8 1.6 18.9 34.4 44.9 1.6
西区 230 4.3 20.9 22.2 34.8 15.2 2.6 25.2 22.2 50.0 2.6
南区 345 4.1 14.8 27.2 35.7 15.9 2.3 18.9 27.2 51.6 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 3.9 15.4 27.2 34.4 16.5 2.5 19.3 27.2 50.9 2.5
南区（富合地域） 31 3.2 12.9 25.8 41.9 16.1 - 16.1 25.8 58.0 -
南区（城南地域） 35 5.7 11.4 28.6 40.0 11.4 2.9 17.1 28.6 51.4 2.9

北区 371 1.9 15.6 33.2 34.0 11.9 3.5 17.5 33.2 45.9 3.5
北区（植木地域） 115 2.6 16.5 33.9 30.4 11.3 5.2 19.1 33.9 41.7 5.2
北区（旧熊本市地域） 256 1.6 15.2 32.8 35.5 12.1 2.7 16.8 32.8 47.6 2.7

無回答 86 1.2 17.4 25.6 26.7 18.6 10.5 18.6 25.6 45.3 10.5
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（10）安全に歩道を歩くことができると感じる市民の割合（問 42） 
 

問 42 あなたは、道路が安全に歩行できるように整備・管理されていると感じますか。 

 
◆全体結果 
道路が安全に歩行できるように整備・管理されていると感じるかについては、「とても感じる」

（2.1％）、「やや感じる」（22.1％）を合わせた割合は 24.2％で、「全く感じない」（11.3％）、「あ

まり感じない」（37.2％）を合わせた割合（48.5％）を 24.3ポイント下回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 21.9％）は

2.3 ポイント増加している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

49.8％）は 1.3ポイント減少している。 

 
図表７－10－１ 安全に歩道を歩くことができると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)
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平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

2.9 
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26.4 

27.0 

19.6 

22.1 

どちらともいえない

25.1 

28.3 

30.2 

27.4 

27.5 

30.2 

29.6 

29.6 

27.1 

25.3 

あまり感じない

35.8 

33.0 

31.7 

33.7 

33.7 

29.7 

30.0 

31.6 

38.1 

37.2 

全く感じない

8.7 

8.6 

9.3 

9.2 

9.8 

7.6 

7.9 

7.8 

11.8 

11.3 

無回答

0.9 

0.4 

0.4 

1.4 

0.4 

0.4 

1.2 

0.4 

1.2 

2.0 
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 22.7％、女性 25.5％

で、女性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を

合わせた割合の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 41.5％で

最も高く、次いで 20～24歳（39.4％）、25～29歳（33.8％）の順となっている。なお、20～24

歳と 80歳以上を除いていずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高

くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 29.1％

で最も高くなっている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合

の方が高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 25.4％で最も高く、次いで 5年未満（24.5％）の順となっている。なお、いずれも「全く感

じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は農林漁業が 36.6％で最

も高く、次いで無職（27.3％）の順となっている。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり

感じない」を合わせた割合の方が高くなっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏ま

えた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、中央区が 25.6％で最

も高く、以下、南区 25.2％、東区、および西区（いずれも 24.3％）、北区 22.4％の順となって

いる。なお、いずれも「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合の方が高くなって

いる。 
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図表７－10－２ 安全に歩道を歩くことができると感じる市民の割合（属性別） 
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や
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え
な
い

「

あ
ま
り
感
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い
」
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「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.1 22.1 25.3 37.2 11.3 2.0 24.2 25.3 48.5 2.0
男性 784 1.8 20.9 25.3 38.6 13.0 0.4 22.7 25.3 51.6 0.4
女性 1,142 2.5 23.0 25.8 37.6 10.4 0.7 25.5 25.8 48.0 0.7
無回答 49 - 18.4 12.2 6.1 6.1 57.1 18.4 12.2 12.2 57.1
20～24歳 66 6.1 33.3 21.2 27.3 12.1 - 39.4 21.2 39.4 -
25～29歳 71 2.8 31.0 32.4 25.4 8.5 - 33.8 32.4 33.9 -
30～34歳 104 1.0 17.3 27.9 41.3 12.5 - 18.3 27.9 53.8 -
35～39歳 118 0.8 28.8 25.4 34.7 10.2 - 29.6 25.4 44.9 -
40～44歳 142 2.1 21.1 21.1 45.1 9.9 0.7 23.2 21.1 55.0 0.7
45～49歳 165 1.8 11.5 29.7 44.8 11.5 0.6 13.3 29.7 56.3 0.6
50～54歳 163 - 16.0 22.7 42.9 18.4 - 16.0 22.7 61.3 -
55～59歳 175 - 13.1 28.6 45.1 13.1 - 13.1 28.6 58.2 -
60～64歳 190 1.1 18.4 24.7 40.5 15.3 - 19.5 24.7 55.8 -
65～69歳 242 2.5 24.0 22.7 39.3 11.2 0.4 26.5 22.7 50.5 0.4
70～74歳 185 1.1 29.7 29.7 30.8 8.1 0.5 30.8 29.7 38.9 0.5
75～79歳 154 1.9 26.0 29.2 32.5 9.1 1.3 27.9 29.2 41.6 1.3
80歳以上 166 9.0 32.5 19.9 28.9 6.6 3.0 41.5 19.9 35.5 3.0
無回答 34 - - 5.9 2.9 8.8 82.4 - 5.9 11.7 82.4
独り住まい 247 3.6 25.5 23.1 37.2 9.7 0.8 29.1 23.1 46.9 0.8
夫婦二人住まい 526 2.1 22.8 25.9 38.0 10.8 0.4 24.9 25.9 48.8 0.4
夫婦に子どものみ 892 1.1 22.1 26.6 39.1 10.9 0.2 23.2 26.6 50.0 0.2
三世代同居 194 2.1 20.1 22.2 38.1 17.0 0.5 22.2 22.2 55.1 0.5
その他 48 12.5 16.7 33.3 25.0 10.4 2.1 29.2 33.3 35.4 2.1
無回答 68 2.9 13.2 14.7 11.8 11.8 45.6 16.1 14.7 23.6 45.6
５年未満 118 2.5 22.0 22.0 38.1 14.4 0.8 24.5 22.0 52.5 0.8
５～10年未満 113 - 23.0 31.0 32.7 13.3 - 23.0 31.0 46.0 -
10～20年未満 196 1.5 18.4 24.0 43.4 12.2 0.5 19.9 24.0 55.6 0.5
20～30年未満 272 1.8 22.1 25.4 37.5 12.9 0.4 23.9 25.4 50.4 0.4
30年以上 1,234 2.4 23.0 25.8 37.6 10.6 0.6 25.4 25.8 48.2 0.6
無回答 42 2.4 9.5 9.5 4.8 4.8 69.0 11.9 9.5 9.6 69.0
農林漁業 41 4.9 31.7 22.0 31.7 7.3 2.4 36.6 22.0 39.0 2.4
自営業 157 - 21.0 28.7 34.4 15.3 0.6 21.0 28.7 49.7 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 1.3 20.6 25.5 39.7 12.6 0.3 21.9 25.5 52.3 0.3
公務員 110 1.8 22.7 26.4 39.1 10.0 - 24.5 26.4 49.1 -
無職 791 3.0 24.3 25.4 36.5 10.0 0.8 27.3 25.4 46.5 0.8
学生 29 3.4 20.7 27.6 37.9 10.3 - 24.1 27.6 48.2 -
その他 34 2.9 23.5 17.6 50.0 5.9 - 26.4 17.6 55.9 -
無回答 65 3.1 7.7 15.4 16.9 12.3 44.6 10.8 15.4 29.2 44.6
中央区 458 1.1 24.5 24.2 37.8 11.1 1.3 25.6 24.2 48.9 1.3
東区 485 2.9 21.4 24.3 40.6 9.7 1.0 24.3 24.3 50.3 1.0
西区 230 2.6 21.7 25.7 35.2 12.6 2.2 24.3 25.7 47.8 2.2
南区 345 2.6 22.6 22.9 39.4 10.7 1.7 25.2 22.9 50.1 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 2.5 22.9 21.1 41.2 10.4 1.8 25.4 21.1 51.6 1.8
南区（富合地域） 31 3.2 25.8 25.8 29.0 16.1 - 29.0 25.8 45.1 -
南区（城南地域） 35 2.9 17.1 34.3 34.3 8.6 2.9 20.0 34.3 42.9 2.9

北区 371 1.9 20.5 28.3 34.5 12.7 2.2 22.4 28.3 47.2 2.2
北区（植木地域） 115 1.7 25.2 23.5 34.8 12.2 2.6 26.9 23.5 47.0 2.6
北区（旧熊本市地域） 256 2.0 18.4 30.5 34.4 12.9 2.0 20.4 30.5 47.3 2.0

無回答 86 1.2 18.6 31.4 23.3 15.1 10.5 19.8 31.4 38.4 10.5
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（11）公園を利用する市民の割合（問 43） 
 

問 43 あなたは、過去一年間に市内の公園をどのくらい利用しましたか。 

 
注）市内の公園は、身近な公園だけでなく、規模の大きな公園（水前寺江津湖公園、坪井川緑地など）も含

めます。 

利用内容は、様々な利用形態（散歩、遊び、スポーツ、休憩、イベント参加、自治会活動など）を含め

ます。 

 
◆全体結果 
過去１年間に市内の公園をどのくらい利用しているかについては、「よく利用した（概ね 10

回以上）」は 18.4％で、「利用した（1回以上）」（36.7％）を合わせた割合は 55.1％となってい

る。なお、「利用しなかった」は 42.1％となっている。 

前回調査と比較すると、「よく利用した（概ね 10 回以上）」の割合（前回 20.5％）は 2.1 ポ

イント減少、「利用した（1 回以上）」の割合（前回 37.3％）は 0.6 ポイント減少している。一

方、「利用しなかった」（前回 40.7％）の割合は 1.4ポイント増加している。 

 
図表７－11－１ 公園を利用する市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

よく利用した

（概ね10回以上）

25.0 

20.5 

18.4 

利用した（１回以上）

39.6 

37.3 

36.7 

利用しなかった

34.2 

40.7 

42.1 

無回答

1.3 

1.5 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「よく利用した（概ね 10 回以上）」の割合は、男性 19.9％、女性 17.9％で、

男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「よく利用した（概ね 10 回以上）」の割合は、35～39 歳が 42.4％で最も高

く、次いで 30～34歳（33.7％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「よく利用した（概ね 10回以上）」の割合は、夫婦に子どものみが 23.0％

で最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「よく利用した（概ね 10回以上）」の割合は、5～10年未満が 27.4％

で最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「よく利用した（概ね 10 回以上）」の割合は、公務員が 24.5％で最も高く

なっている。 

◇地区別 
地区別にみると、「よく利用した（概ね 10 回以上）」の割合は、東区が 20.0％で最も高く、

以下、中央区 19.4％、南区 18.8％、西区（17.0％）、北区 15.6％の順となっている。 
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図表７－11－２ 公園を利用する市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

よ
く
利
用
し
た
（

概
ね

1
0
回
以
上
）

利
用
し
た
（

１
回
以
上
）

利
用
し
な
か
っ

た

無
回
答

全体 1,975 18.4 36.7 42.1 2.8
男性 784 19.9 37.2 41.6 1.3
女性 1,142 17.9 37.4 43.2 1.6
無回答 49 8.2 10.2 24.5 57.1
20～24歳 66 7.6 43.9 48.5 -
25～29歳 71 15.5 35.2 47.9 1.4
30～34歳 104 33.7 38.5 27.9 -
35～39歳 118 42.4 34.7 22.9 -
40～44歳 142 26.8 43.0 30.3 -
45～49歳 165 16.4 41.2 40.6 1.8
50～54歳 163 13.5 39.9 46.6 -
55～59歳 175 13.7 36.6 49.7 -
60～64歳 190 12.6 39.5 47.4 0.5
65～69歳 242 16.9 40.1 42.6 0.4
70～74歳 185 17.3 31.9 48.6 2.2
75～79歳 154 22.1 34.4 39.0 4.5
80歳以上 166 11.4 27.1 54.8 6.6
無回答 34 5.9 5.9 5.9 82.4
独り住まい 247 9.3 37.2 51.4 2.0
夫婦二人住まい 526 17.1 37.8 43.5 1.5
夫婦に子どものみ 892 23.0 37.3 39.0 0.7
三世代同居 194 16.0 39.2 42.8 2.1
その他 48 14.6 29.2 52.1 4.2
無回答 68 11.8 14.7 27.9 45.6
５年未満 118 23.7 35.6 39.0 1.7
５～10年未満 113 27.4 30.1 42.5 -
10～20年未満 196 21.9 39.3 37.2 1.5
20～30年未満 272 19.1 40.4 40.1 0.4
30年以上 1,234 16.9 36.9 44.7 1.6
無回答 42 4.8 14.3 9.5 71.4
農林漁業 41 14.6 22.0 61.0 2.4
自営業 157 15.9 33.8 49.0 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 20.2 39.6 39.8 0.4
公務員 110 24.5 34.5 40.9 -
無職 791 18.7 36.4 42.7 2.1
学生 29 - 44.8 55.2 -
その他 34 14.7 44.1 35.3 5.9
無回答 65 3.1 18.5 30.8 47.7
中央区 458 19.4 37.1 41.0 2.4
東区 485 20.0 38.8 39.8 1.4
西区 230 17.0 36.5 43.0 3.5
南区 345 18.8 35.7 42.6 2.9

南区（旧熊本市地域） 279 20.1 36.6 40.5 2.9
南区（富合地域） 31 12.9 32.3 51.6 3.2
南区（城南地域） 35 14.3 31.4 51.4 2.9

北区 371 15.6 35.8 45.8 2.7
北区（植木地域） 115 12.2 26.1 57.4 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 17.2 40.2 40.6 2.0

無回答 86 18.6 30.2 39.5 11.6
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（12）公園が使いやすいと感じる市民の割合（問 44） 
 

問 44 あなたは、身近な公園が使いやすく整備・管理されていると感じますか。 

 
◆全体結果 
身近な公園が使いやすく整備・管理されていると感じるかについては、「とても感じる」

（6.2％）、「やや感じる」（34.9％）を合わせた割合は 41.1％で、「全く感じない」（5.4％）、「あ

まり感じない」（19.7％）を合わせた割合（25.1％）を 16.0 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 41.3％）は

0.2 ポイント減で、ほとんど変わらない。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせ

た割合（前回 26.1％）は 1.0ポイント減少している。 

 
図表７－12－１ 公園が使いやすいと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

8.6 

9.8 

8.7 

8.9 

8.5 

8.7 

9.6 

9.0 

8.4 

6.2 

やや感じる

35.2 

34.3 

33.2 

36.1 

35.4 

35.1 

35.4 

37.4 

32.9 

34.9 

どちらともいえない

26.0 

26.9 

27.9 

27.3 

28.3 

27.2 

26.2 

30.3 

30.3 

30.9 

あまり感じない

23.8 

23.9 

24.1 

21.5 

21.9 

22.6 

23.0 

18.5 

20.1 

19.7 

全く感じない

4.9 

4.7 

5.6 

4.7 

5.4 

6.0 

4.6 

4.4 

6.0 

5.4 

無回答

1.5 

0.4 

0.5 

1.5 

0.4 

0.4 

1.2 

0.4 

2.2 

2.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 38.8％、女性 43.7％

で、女性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、35～39 歳が 55.9％で

最も高く、次いで 70～74 歳（47.5％）、80 歳以上（47.0％）、75～79 歳（46.7％）、65～69 歳

（42.5％）、60～64歳（43.1％）の順となっている。なお、20歳代、45～49歳、および 55～59

歳は「どちらともいえない」の割合の方が高くなっている。また、25～29歳は「全く感じない」、

「あまり感じない」を合わせた割合（32.4％）の方が「とても感じる」、「やや感じる」を合わ

せた割合（29.6％）よりも高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、夫婦に子どものみ

が 43.5％で最も高く、次いで独り住まい（43.0％）、夫婦二人住まい（42.8％）の順となって

いる。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 43.8％で最も高く、次いで 5年未満（43.2％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、無職が 44.0％で最も

高く、次いで農林漁業（43.9％）の順となっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏

まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、東区、および西区がい

ずれも 43.9％で最も高く、以下、中央区 43.3％、南区 40.0％、北区 36.1％の順となっている。 
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図表７－12－２ 公園が使いやすいと感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 6.2 34.9 30.9 19.7 5.4 2.8 41.1 30.9 25.1 2.8
男性 784 5.9 32.9 32.1 22.4 6.0 0.6 38.8 32.1 28.4 0.6
女性 1,142 6.5 37.2 30.6 18.6 5.2 2.0 43.7 30.6 23.8 2.0
無回答 49 6.1 12.2 18.4 4.1 2.0 57.1 18.3 18.4 6.1 57.1
20～24歳 66 4.5 31.8 39.4 19.7 4.5 - 36.3 39.4 24.2 -
25～29歳 71 1.4 28.2 38.0 26.8 5.6 - 29.6 38.0 32.4 -
30～34歳 104 3.8 33.7 32.7 23.1 6.7 - 37.5 32.7 29.8 -
35～39歳 118 9.3 46.6 26.3 13.6 4.2 - 55.9 26.3 17.8 -
40～44歳 142 8.5 35.2 28.9 21.1 5.6 0.7 43.7 28.9 26.7 0.7
45～49歳 165 3.0 32.7 37.0 20.6 5.5 1.2 35.7 37.0 26.1 1.2
50～54歳 163 3.1 33.1 36.2 20.2 6.7 0.6 36.2 36.2 26.9 0.6
55～59歳 175 3.4 28.6 35.4 25.7 6.3 0.6 32.0 35.4 32.0 0.6
60～64歳 190 6.3 36.8 31.1 21.1 4.2 0.5 43.1 31.1 25.3 0.5
65～69歳 242 7.0 35.5 35.1 15.7 5.4 1.2 42.5 35.1 21.1 1.2
70～74歳 185 8.6 38.9 26.5 20.5 3.8 1.6 47.5 26.5 24.3 1.6
75～79歳 154 9.7 37.0 25.3 18.8 5.2 3.9 46.7 25.3 24.0 3.9
80歳以上 166 9.0 38.0 21.7 17.5 7.8 6.0 47.0 21.7 25.3 6.0
無回答 34 2.9 5.9 2.9 5.9 - 82.4 8.8 2.9 5.9 82.4
独り住まい 247 5.3 37.7 31.2 18.2 6.1 1.6 43.0 31.2 24.3 1.6
夫婦二人住まい 526 8.2 34.6 31.6 19.8 4.6 1.3 42.8 31.6 24.4 1.3
夫婦に子どものみ 892 6.1 37.4 30.4 19.6 5.5 1.0 43.5 30.4 25.1 1.0
三世代同居 194 4.1 27.8 33.0 26.3 7.2 1.5 31.9 33.0 33.5 1.5
その他 48 4.2 35.4 39.6 14.6 4.2 2.1 39.6 39.6 18.8 2.1
無回答 68 4.4 13.2 19.1 11.8 4.4 47.1 17.6 19.1 16.2 47.1
５年未満 118 5.1 38.1 26.3 22.0 7.6 0.8 43.2 26.3 29.6 0.8
５～10年未満 113 8.0 29.2 38.1 16.8 8.0 - 37.2 38.1 24.8 -
10～20年未満 196 5.6 33.7 34.2 22.4 3.6 0.5 39.3 34.2 26.0 0.5
20～30年未満 272 5.5 29.8 33.8 22.8 7.4 0.7 35.3 33.8 30.2 0.7
30年以上 1,234 6.4 37.4 30.3 19.2 4.9 1.8 43.8 30.3 24.1 1.8
無回答 42 7.1 7.1 7.1 4.8 2.4 71.4 14.2 7.1 7.2 71.4
農林漁業 41 7.3 36.6 19.5 14.6 14.6 7.3 43.9 19.5 29.2 7.3
自営業 157 3.2 37.6 26.8 24.2 6.4 1.9 40.8 26.8 30.6 1.9
会社、工場、商店、団体など勤務 748 4.3 35.8 35.2 19.4 4.8 0.5 40.1 35.2 24.2 0.5
公務員 110 10.0 31.8 33.6 18.2 6.4 - 41.8 33.6 24.6 -
無職 791 8.1 35.9 28.6 20.0 5.6 1.9 44.0 28.6 25.6 1.9
学生 29 10.3 24.1 37.9 24.1 3.4 - 34.4 37.9 27.5 -
その他 34 8.8 35.3 44.1 11.8 - - 44.1 44.1 11.8 -
無回答 65 3.1 13.8 12.3 18.5 4.6 47.7 16.9 12.3 23.1 47.7
中央区 458 8.1 35.2 30.8 19.2 4.8 2.0 43.3 30.8 24.0 2.0
東区 485 7.2 36.7 31.5 18.8 4.3 1.4 43.9 31.5 23.1 1.4
西区 230 6.5 37.4 29.1 19.1 4.8 3.0 43.9 29.1 23.9 3.0
南区 345 5.2 34.8 30.4 20.0 6.7 2.9 40.0 30.4 26.7 2.9

南区（旧熊本市地域） 279 5.4 39.8 28.0 19.7 4.3 2.9 45.2 28.0 24.0 2.9
南区（富合地域） 31 3.2 12.9 38.7 22.6 19.4 3.2 16.1 38.7 42.0 3.2
南区（城南地域） 35 5.7 14.3 42.9 20.0 14.3 2.9 20.0 42.9 34.3 2.9

北区 371 3.8 32.3 31.5 22.4 6.5 3.5 36.1 31.5 28.9 3.5
北区（植木地域） 115 2.6 22.6 36.5 23.5 10.4 4.3 25.2 36.5 33.9 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 4.3 36.7 29.3 21.9 4.7 3.1 41.0 29.3 26.6 3.1

無回答 86 4.7 27.9 31.4 17.4 7.0 11.6 32.6 31.4 24.4 11.6
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（13）本市に住み続けたいと感じる市民の割合（問 45） 
 

問 45 あなたは、熊本市が住み続けたいまちであると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市が住み続けたいまちであると感じるかについては、「とても感じる」（26.9％）、「やや

感じる」（44.9％）を合わせた割合は 71.8％で、「全く感じない」（1.9％）、「あまり感じない」

（5.7％）を合わせた割合（7.6％）を 64.2 ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 72.6％）は

0.8 ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

8.5％）も 0.9ポイント減少している。 

 
図表７－13－１ 本市に住み続けたいと感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

31.4 

32.8 

29.5 

34.4 

33.3 

32.4 

30.2 

28.3 

27.9 

26.9 

やや感じる

38.2 

39.4 

38.9 

38.8 

38.4 

39.3 

39.3 

43.3 

44.7 

44.9 

どちらともいえない

18.3 

17.0 

19.5 

16.7 

18.6 

18.4 

18.7 

17.7 

17.8 

18.2 

あまり感じない

9.4 

9.0 

10.2 

7.7 

8.0 

8.4 

8.9 

8.6 

6.5 

5.7 

全く感じない

1.9 

1.5 

1.6 

1.2 

1.5 

1.5 

1.8 

1.6 

2.0 

1.9 

無回答

0.9 

0.2 

0.2 

1.1 

0.2 

0.0 

1.0 

0.5 

1.1 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 72.2％、女性 73.0％

で、女性の方がわずかに高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、70～74 歳が 81.6％で

最も高く、次いで 65～69歳（76.4％）、75～79歳（75.4％）の順となっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 76.1％

で最も高くなっている。なお、いずれも「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は 7

割を超えている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 76.6％で最も高く、次いで 20～30年未満（70.2％）の順となっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業、および無職

がいずれも 75.6％で最も高くなっている。なお、学生を除いていずれも「とても感じる」、「や

や感じる」を合わせた割合は 7割を超えている。（農林漁業、学生はサンプル数が少ないことを

踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、東区が 75.6％で最も

高く、以下、中央区 74.0％、西区 71.7％、南区 72.4％、北区 66.1％の順となっている。 
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図表７－13－２ 本市に住み続けたいと感じる市民の割合（属性別） 

 
 

　
サ
ン
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数

と
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じ
る

や
や
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る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
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り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 26.9 44.9 18.2 5.7 1.9 2.4 71.8 18.2 7.6 2.4
男性 784 25.5 46.7 19.1 6.5 1.5 0.6 72.2 19.1 8.0 0.6
女性 1,142 28.7 44.3 18.1 5.3 2.3 1.2 73.0 18.1 7.6 1.2
無回答 49 6.1 28.6 6.1 2.0 - 57.1 34.7 6.1 2.0 57.1
20～24歳 66 34.8 34.8 21.2 6.1 3.0 - 69.6 21.2 9.1 -
25～29歳 71 23.9 43.7 21.1 5.6 5.6 - 67.6 21.1 11.2 -
30～34歳 104 17.3 52.9 22.1 4.8 2.9 - 70.2 22.1 7.7 -
35～39歳 118 26.3 42.4 19.5 7.6 4.2 - 68.7 19.5 11.8 -
40～44歳 142 27.5 45.8 17.6 4.9 3.5 0.7 73.3 17.6 8.4 0.7
45～49歳 165 21.2 44.8 24.2 6.7 2.4 0.6 66.0 24.2 9.1 0.6
50～54歳 163 21.5 51.5 17.8 7.4 1.8 - 73.0 17.8 9.2 -
55～59歳 175 16.0 47.4 23.4 9.7 2.3 1.1 63.4 23.4 12.0 1.1
60～64歳 190 25.8 48.4 22.1 2.6 1.1 - 74.2 22.1 3.7 -
65～69歳 242 28.9 47.5 15.3 5.4 1.7 1.2 76.4 15.3 7.1 1.2
70～74歳 185 35.1 46.5 13.5 3.8 0.5 0.5 81.6 13.5 4.3 0.5
75～79歳 154 32.5 42.9 15.6 6.5 - 2.6 75.4 15.6 6.5 2.6
80歳以上 166 42.8 35.5 12.7 5.4 - 3.6 78.3 12.7 5.4 3.6
無回答 34 - 8.8 2.9 - 2.9 85.3 8.8 2.9 2.9 85.3
独り住まい 247 33.2 42.9 15.4 6.1 1.6 0.8 76.1 15.4 7.7 0.8
夫婦二人住まい 526 27.2 46.4 18.6 5.9 1.1 0.8 73.6 18.6 7.0 0.8
夫婦に子どものみ 892 26.3 46.0 18.9 5.6 2.5 0.7 72.3 18.9 8.1 0.7
三世代同居 194 26.3 45.9 18.0 7.2 1.0 1.5 72.2 18.0 8.2 1.5
その他 48 29.2 35.4 20.8 6.3 4.2 4.2 64.6 20.8 10.5 4.2
無回答 68 8.8 29.4 14.7 - 2.9 44.1 38.2 14.7 2.9 44.1
５年未満 118 20.3 40.7 22.9 7.6 7.6 0.8 61.0 22.9 15.2 0.8
５～10年未満 113 16.8 43.4 31.9 6.2 1.8 - 60.2 31.9 8.0 -
10～20年未満 196 17.9 50.5 20.4 7.7 2.6 1.0 68.4 20.4 10.3 1.0
20～30年未満 272 27.6 42.6 21.3 5.5 2.6 0.4 70.2 21.3 8.1 0.4
30年以上 1,234 30.3 46.3 15.8 5.3 1.2 1.1 76.6 15.8 6.5 1.1
無回答 42 9.5 7.1 9.5 4.8 - 69.0 16.6 9.5 4.8 69.0
農林漁業 41 39.0 36.6 9.8 12.2 - 2.4 75.6 9.8 12.2 2.4
自営業 157 24.8 47.8 17.2 5.7 3.2 1.3 72.6 17.2 8.9 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 24.3 46.1 21.1 5.6 2.4 0.4 70.4 21.1 8.0 0.4
公務員 110 21.8 50.9 19.1 4.5 2.7 0.9 72.7 19.1 7.2 0.9
無職 791 31.1 44.5 15.8 5.9 1.3 1.4 75.6 15.8 7.2 1.4
学生 29 27.6 41.4 24.1 6.9 - - 69.0 24.1 6.9 -
その他 34 17.6 55.9 23.5 2.9 - - 73.5 23.5 2.9 -
無回答 65 15.4 18.5 15.4 3.1 3.1 44.6 33.9 15.4 6.2 44.6
中央区 458 28.6 45.4 17.5 5.7 1.5 1.3 74.0 17.5 7.2 1.3
東区 485 27.4 48.2 16.7 4.9 1.4 1.2 75.6 16.7 6.3 1.2
西区 230 30.4 41.3 18.7 5.7 0.9 3.0 71.7 18.7 6.6 3.0
南区 345 27.5 44.9 17.7 5.8 1.7 2.3 72.4 17.7 7.5 2.3

南区（旧熊本市地域） 279 29.0 46.2 16.5 4.3 1.8 2.2 75.2 16.5 6.1 2.2
南区（富合地域） 31 25.8 32.3 19.4 19.4 3.2 - 58.1 19.4 22.6 -
南区（城南地域） 35 17.1 45.7 25.7 5.7 - 5.7 62.8 25.7 5.7 5.7

北区 371 24.3 41.8 21.6 7.0 2.7 2.7 66.1 21.6 9.7 2.7
北区（植木地域） 115 18.3 38.3 24.3 13.9 2.6 2.6 56.6 24.3 16.5 2.6
北区（旧熊本市地域） 256 27.0 43.4 20.3 3.9 2.7 2.7 70.4 20.3 6.6 2.7

無回答 86 14.0 45.3 17.4 4.7 7.0 11.6 59.3 17.4 11.7 11.6

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別

177 
 



８ 効率的で質の高い市政運営の実現 （総合計画を推進するために） 
 
（１）信頼できる市政と感じる市民の割合（問 46） 
 

問 46 あなたは、熊本市政が信頼できると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市政が信頼できると感じるかについては、「とても感じる」（6.2％）、「やや感じる」（37.6％）

を合わせた割合は 43.8％で、「全く感じない」（2.9％）、「あまり感じない」（13.5％）を合わせ

た割合（16.4％）を 27.4ポイント上回っている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 47.7％）は

3.9 ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

15.0％）は 1.4ポイント増加している。 

 
図表８－１－１ 信頼できる市政と感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

7.1 

7.5 

7.4 

7.2 

7.0 

7.2 

6.4 

4.9 

8.3 

6.2 

やや感じる

32.0 

33.5 

34.0 

31.3 

32.6 

31.2 

31.5 

32.4 

39.4 

37.6 

どちらともいえない

40.0 

40.6 

40.5 

40.3 

41.5 

40.4 

43.9 

43.2 

35.7 

37.4 

あまり感じない

15.7 

14.4 

14.0 

15.6 

14.3 

16.1 

13.5 

15.8 

12.1 

13.5 

全く感じない

4.2 

3.5 

3.7 

3.9 

4.1 

4.7 

3.5 

3.3 

2.9 

2.9 

無回答

0.9 

0.4 

0.4 

1.6 

0.6 

0.4 

1.2 

0.4 

1.6 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 45.8％、女性 43.3％

で、男性の方が高くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、75～79 歳が 66.8％で

最も高く、次いで 80 歳以上（60.9％）の順となっている。なお、20～24 歳、30～34 歳、45～

49歳、および 50歳代は「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 52.2％

で最も高くなっている。なお、三世代同居は「どちらともいえない」（41.2％）の割合が最も高

くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 48.2％で最も高くなっている。なお、30年以上を除いていずれも「どちらともいえない」の

割合が最も高くなっている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 65.9％で

最も高く、次いで無職（51.3％）の順となっている。なお、会社、工場、商店、団体など勤務、

および学生は「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。（農林漁業、学生はサンプ

ル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 50.0％で最も

高く、以下、東区 47.4％、中央区 42.8％、北区 41.0％、南区 40.0％の順となっている。 

 
  

179 
 



 
 

図表８－１－２ 信頼できる市政と感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
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い
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い
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い

無
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と
て
も
感
じ
る
」
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「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 6.2 37.6 37.4 13.5 2.9 2.4 43.8 37.4 16.4 2.4
男性 784 5.9 39.9 35.2 15.4 3.2 0.4 45.8 35.2 18.6 0.4
女性 1,142 6.7 36.6 39.8 12.6 2.9 1.4 43.3 39.8 15.5 1.4
無回答 49 - 22.4 18.4 2.0 - 57.1 22.4 18.4 2.0 57.1
20～24歳 66 6.1 33.3 50.0 6.1 4.5 - 39.4 50.0 10.6 -
25～29歳 71 4.2 35.2 38.0 15.5 5.6 1.4 39.4 38.0 21.1 1.4
30～34歳 104 1.9 25.0 54.8 16.3 1.9 - 26.9 54.8 18.2 -
35～39歳 118 6.8 31.4 37.3 16.9 7.6 - 38.2 37.3 24.5 -
40～44歳 142 5.6 35.9 40.8 14.1 3.5 - 41.5 40.8 17.6 -
45～49歳 165 2.4 32.7 47.3 13.9 3.6 - 35.1 47.3 17.5 -
50～54歳 163 4.9 34.4 42.9 14.1 3.7 - 39.3 42.9 17.8 -
55～59歳 175 1.7 33.7 38.9 21.7 3.4 0.6 35.4 38.9 25.1 0.6
60～64歳 190 2.1 42.1 38.9 15.3 1.6 - 44.2 38.9 16.9 -
65～69歳 242 5.4 40.9 38.0 12.8 2.5 0.4 46.3 38.0 15.3 0.4
70～74歳 185 10.8 40.0 35.7 11.4 2.2 - 50.8 35.7 13.6 -
75～79歳 154 11.0 55.8 20.8 8.4 - 3.9 66.8 20.8 8.4 3.9
80歳以上 166 17.5 43.4 22.9 9.0 1.8 5.4 60.9 22.9 10.8 5.4
無回答 34 - 2.9 5.9 2.9 2.9 85.3 2.9 5.9 5.8 85.3
独り住まい 247 10.1 42.1 32.8 12.1 1.2 1.6 52.2 32.8 13.3 1.6
夫婦二人住まい 526 6.1 37.5 40.3 12.0 2.9 1.3 43.6 40.3 14.9 1.3
夫婦に子どものみ 892 4.9 38.9 37.7 14.2 3.8 0.4 43.8 37.7 18.0 0.4
三世代同居 194 7.7 32.0 41.2 16.5 2.1 0.5 39.7 41.2 18.6 0.5
その他 48 10.4 31.3 41.7 14.6 - 2.1 41.7 41.7 14.6 2.1
無回答 68 2.9 25.0 14.7 10.3 2.9 44.1 27.9 14.7 13.2 44.1
５年未満 118 5.1 28.0 53.4 10.2 2.5 0.8 33.1 53.4 12.7 0.8
５～10年未満 113 7.1 33.6 43.4 14.2 1.8 - 40.7 43.4 16.0 -
10～20年未満 196 2.6 34.2 43.4 15.3 4.1 0.5 36.8 43.4 19.4 0.5
20～30年未満 272 5.9 34.2 41.9 13.2 4.4 0.4 40.1 41.9 17.6 0.4
30年以上 1,234 7.1 41.1 34.3 13.8 2.6 1.2 48.2 34.3 16.4 1.2
無回答 42 2.4 9.5 11.9 4.8 2.4 69.0 11.9 11.9 7.2 69.0
農林漁業 41 9.8 56.1 19.5 12.2 2.4 - 65.9 19.5 14.6 -
自営業 157 2.5 38.9 35.7 18.5 3.2 1.3 41.4 35.7 21.7 1.3
会社、工場、商店、団体など勤務 748 4.8 32.5 46.1 13.6 2.5 0.4 37.3 46.1 16.1 0.4
公務員 110 3.6 37.3 32.7 23.6 2.7 - 40.9 32.7 26.3 -
無職 791 8.7 42.6 32.4 11.6 3.2 1.5 51.3 32.4 14.8 1.5
学生 29 3.4 37.9 48.3 6.9 3.4 - 41.3 48.3 10.3 -
その他 34 5.9 47.1 29.4 11.8 5.9 - 53.0 29.4 17.7 -
無回答 65 4.6 15.4 21.5 9.2 3.1 46.2 20.0 21.5 12.3 46.2
中央区 458 5.5 37.3 40.2 12.0 2.8 2.2 42.8 40.2 14.8 2.2
東区 485 7.2 40.2 35.5 12.8 2.9 1.4 47.4 35.5 15.7 1.4
西区 230 8.7 41.3 31.7 12.6 3.0 2.6 50.0 31.7 15.6 2.6
南区 345 6.1 33.9 40.6 15.9 1.7 1.7 40.0 40.6 17.6 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 5.7 36.9 38.7 15.4 1.4 1.8 42.6 38.7 16.8 1.8
南区（富合地域） 31 6.5 19.4 38.7 29.0 6.5 - 25.9 38.7 35.5 -
南区（城南地域） 35 8.6 22.9 57.1 8.6 - 2.9 31.5 57.1 8.6 2.9

北区 371 4.9 36.1 38.3 14.8 3.2 2.7 41.0 38.3 18.0 2.7
北区（植木地域） 115 5.2 24.3 41.7 19.1 5.2 4.3 29.5 41.7 24.3 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 4.7 41.4 36.7 12.9 2.3 2.0 46.1 36.7 15.2 2.0

無回答 86 4.7 34.9 32.6 11.6 7.0 9.3 39.6 32.6 18.6 9.3
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（２）行財政改革の取り組みが進んでいると感じる市民の割合（問 47） 
 

問 47 あなたは、熊本市の行財政改革の取組が進んでいると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市の行財政改革の取組が進んでいると感じるかについては、「とても感じる」（2.8％）、

「やや感じる」（23.4％）を合わせた割合は 26.2％で、「全く感じない」（5.1％）、「あまり感じ

ない」（19.4％）を合わせた割合（24.5％）を 1.7 ポイント上回っている。なお、「どちらとも

いえない」が 46.9％で最も高くなっている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 28.0％）は

1.8 ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

22.4％）は 2.1ポイント増加している。 

 
図表８－２－１ 行財政改革の取り組みが進んでいると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,370)

平成27年度
(n=3,542)

平成28年度
(n=1,517)

平成29年度
(n=2,107)

とても感じる

4.2 

3.2 

2.1 

3.5 

2.8 

やや感じる

20.8 

19.1 

20.8 

24.5 

23.4 

どちらともいえない

45.3 

45.1 

46.9 

47.8 

46.9 

あまり感じない

23.5 

24.4 

24.1 

17.4 

19.4 

全く感じない

5.8 

6.7 

5.5 

5.0 

5.1 

無回答

0.5 

1.6 

0.5 

1.9 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 27.2％、女性 26.1％

で、男性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高

くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 50.6％で

最も高く、次いで 75～79歳（41.5％）の順となっている。なお、75～79歳、および 80歳以上

を除いていずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 35.7％

で最も高くなっている。なお、いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 29.5％で最も高くなっている。なお、いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くな

っている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 41.5％で

最も高くとなっている。なお、農林漁業を除いていずれも「どちらともいえない」の割合が最

も高くなっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意す

る必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 30.4％で最も

高く、以下、東区 29.5％、中央区 26.0％、南区 24.6％、北区 22.3％の順となっている。なお、

いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 
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図表８－２－２ 行財政改革の取り組みが進んでいると感じる市民の割合（属性別） 

 
 
  

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.8 23.4 46.9 19.4 5.1 2.4 26.2 46.9 24.5 2.4
男性 784 2.7 24.5 44.1 22.1 6.1 0.5 27.2 44.1 28.2 0.5
女性 1,142 3.1 23.0 49.6 18.4 4.6 1.3 26.1 49.6 23.0 1.3
無回答 49 - 16.3 26.5 - - 57.1 16.3 26.5 - 57.1
20～24歳 66 4.5 21.2 57.6 12.1 4.5 - 25.7 57.6 16.6 -
25～29歳 71 - 15.5 47.9 25.4 9.9 1.4 15.5 47.9 35.3 1.4
30～34歳 104 - 14.4 51.9 29.8 3.8 - 14.4 51.9 33.6 -
35～39歳 118 2.5 16.9 50.0 21.2 9.3 - 19.4 50.0 30.5 -
40～44歳 142 2.1 16.2 47.9 26.1 7.7 - 18.3 47.9 33.8 -
45～49歳 165 - 17.0 57.6 17.6 7.9 - 17.0 57.6 25.5 -
50～54歳 163 1.8 18.4 54.6 17.8 7.4 - 20.2 54.6 25.2 -
55～59歳 175 0.6 16.0 52.6 24.6 5.7 0.6 16.6 52.6 30.3 0.6
60～64歳 190 1.1 25.8 46.8 23.7 2.6 - 26.9 46.8 26.3 -
65～69歳 242 2.1 25.6 46.7 20.7 3.7 1.2 27.7 46.7 24.4 1.2
70～74歳 185 4.3 33.0 44.3 16.2 2.2 - 37.3 44.3 18.4 -
75～79歳 154 7.1 34.4 41.6 12.3 1.3 3.2 41.5 41.6 13.6 3.2
80歳以上 166 10.2 40.4 28.3 11.4 4.2 5.4 50.6 28.3 15.6 5.4
無回答 34 - 5.9 5.9 - 5.9 82.4 5.9 5.9 5.9 82.4
独り住まい 247 4.9 30.8 40.1 19.8 2.0 2.4 35.7 40.1 21.8 2.4
夫婦二人住まい 526 3.2 23.4 49.0 19.0 4.6 0.8 26.6 49.0 23.6 0.8
夫婦に子どものみ 892 2.0 22.0 48.7 21.2 5.6 0.6 24.0 48.7 26.8 0.6
三世代同居 194 3.6 21.6 52.1 14.4 7.7 0.5 25.2 52.1 22.1 0.5
その他 48 2.1 25.0 43.8 22.9 4.2 2.1 27.1 43.8 27.1 2.1
無回答 68 1.5 20.6 19.1 8.8 5.9 44.1 22.1 19.1 14.7 44.1
５年未満 118 0.8 17.8 54.2 22.0 4.2 0.8 18.6 54.2 26.2 0.8
５～10年未満 113 1.8 15.9 54.9 24.8 2.7 - 17.7 54.9 27.5 -
10～20年未満 196 0.5 20.4 52.6 20.9 5.1 0.5 20.9 52.6 26.0 0.5
20～30年未満 272 2.9 21.0 50.4 18.8 6.3 0.7 23.9 50.4 25.1 0.7
30年以上 1,234 3.5 26.0 45.1 19.1 5.1 1.1 29.5 45.1 24.2 1.1
無回答 42 2.4 14.3 7.1 2.4 4.8 69.0 16.7 7.1 7.2 69.0
農林漁業 41 4.9 36.6 31.7 14.6 9.8 2.4 41.5 31.7 24.4 2.4
自営業 157 1.3 22.3 45.2 26.8 3.8 0.6 23.6 45.2 30.6 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 1.7 17.4 53.7 20.2 6.6 0.4 19.1 53.7 26.8 0.4
公務員 110 2.7 23.6 42.7 25.5 5.5 - 26.3 42.7 31.0 -
無職 791 4.2 29.2 43.9 17.6 3.7 1.5 33.4 43.9 21.3 1.5
学生 29 3.4 24.1 58.6 10.3 3.4 - 27.5 58.6 13.7 -
その他 34 2.9 29.4 38.2 23.5 5.9 - 32.3 38.2 29.4 -
無回答 65 1.5 13.8 24.6 9.2 4.6 46.2 15.3 24.6 13.8 46.2
中央区 458 3.9 22.1 49.6 18.6 4.4 1.5 26.0 49.6 23.0 1.5
東区 485 2.9 26.6 44.9 19.6 4.1 1.9 29.5 44.9 23.7 1.9
西区 230 3.9 26.5 41.7 18.3 6.5 3.0 30.4 41.7 24.8 3.0
南区 345 2.9 21.7 45.8 22.6 4.9 2.0 24.6 45.8 27.5 2.0

南区（旧熊本市地域） 279 2.9 23.3 45.5 21.5 4.7 2.2 26.2 45.5 26.2 2.2
南区（富合地域） 31 3.2 25.8 25.8 38.7 6.5 - 29.0 25.8 45.2 -
南区（城南地域） 35 2.9 5.7 65.7 17.1 5.7 2.9 8.6 65.7 22.8 2.9

北区 371 1.3 21.0 50.1 19.4 5.7 2.4 22.3 50.1 25.1 2.4
北区（植木地域） 115 1.7 16.5 47.0 21.7 8.7 4.3 18.2 47.0 30.4 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 1.2 23.0 51.6 18.4 4.3 1.6 24.2 51.6 22.7 1.6

無回答 86 - 22.1 47.7 12.8 8.1 9.3 22.1 47.7 20.9 9.3

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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（３）効果的かつ効率的に市政が運営されていると感じる市民の割合（問 48） 
 

問 48 あなたは、熊本市政が効率的かつ効果的に運営されていると感じますか。 

 
◆全体結果 
熊本市政が効率的かつ効果的に運営されていると感じるかについては、「とても感じる」

（2.3％）、「やや感じる」（23.4％）を合わせた割合は 25.7％で、「全く感じない」（4.8％）、「あ

まり感じない」（18.5％）を合わせた割合（23.3％）を 2.4 ポイント上回っている。なお、「ど

ちらともいえない」が 48.6％で最も高くなっている。 

前回調査と比較すると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合（前回 26.8％）は

1.1 ポイント減少している。一方、「全く感じない」、「あまり感じない」を合わせた割合（前回

21.5％）は 1.8ポイント増加している。 

 
図表８－３－１ 効果的かつ効率的に市政が運営されていると感じる市民の割合（全体／経年比較） 

 
 
 
  

凡例

平成20年度
(n=4,891)

平成21年度
(n=4,540)

平成22年度
(n=4,677)

平成23年度
(n=3,755)

平成24年度
(n=3,780)

平成25年度
(n=3,370)

平成26年度
(n=3,542)

平成27年度
(n=1,517)

平成28年度
(n=2,107)

平成29年度
(n=1,975)

とても感じる

3.5 

3.4 

3.3 

2.9 

2.5 

2.8 

2.7 

2.2 

3.4 

2.3 

やや感じる

20.7 

19.4 

19.5 

19.0 

21.7 

17.1 

18.0 

18.5 

23.4 

23.4 

どちらともいえない

44.7 

48.4 

48.6 

48.2 

48.0 

49.1 

48.8 

50.2 

49.7 

48.6 

あまり感じない

23.7 

22.4 

22.6 

22.0 

21.3 

23.4 

22.6 

23.4 

16.8 

18.5 

全く感じない

6.4 

5.8 

5.5 

6.1 

5.9 

6.7 

6.3 

5.2 

4.7 

4.8 

無回答

1.0 

0.7 

0.5 

1.8 

0.7 

0.9 

1.7 

0.4 

2.0 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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◇性別 
性別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、男性 25.2％、女性 26.5％

で、女性の方が高くなっている。なお、男女いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高

くなっている。 

◇年代別 
年代別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、80 歳以上が 49.4％で

最も高くなっている。なお、80歳以上を除いていずれも「どちらともいえない」の割合が最も

高くなっている。 

◇家族構成別 
家族構成別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、独り住まいが 36.5％

で最も高くなっている。なお、いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 

◇熊本市居住年数別 
熊本市居住年数別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、30 年以上

が 29.3％で最も高くなっている。なお、いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くな

っている。 

◇職業別 
職業別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、農林漁業が 48.7％で

最も高くなっている。なお、農林漁業を除いていずれも「どちらともいえない」の割合が最も

高くなっている。（農林漁業はサンプル数が少ないことを踏まえた上での考察であり、注意する

必要がある） 

◇地区別 
地区別にみると、「とても感じる」、「やや感じる」を合わせた割合は、西区が 31.3％で最も

高く、以下、東区 26.4％、中央区 25.8％、南区 25.5％、北区 22.9％の順となっている。なお、

いずれも「どちらともいえない」の割合が最も高くなっている。 
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図表８－３－２ 効果的かつ効率的に市政が運営されていると感じる市民の割合（属性別） 

 
 

　
サ
ン
プ
ル
数

と
て
も
感
じ
る

や
や
感
じ
る

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

あ
ま
り
感
じ
な
い

全
く
感
じ
な
い

無
回
答

「

と
て
も
感
じ
る
」

＋

「

や
や
感
じ
る
」

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

「

あ
ま
り
感
じ
な
い
」

＋
「

全
く
感
じ
な
い
」

無
回
答

全体 1,975 2.3 23.4 48.6 18.5 4.8 2.4 25.7 48.6 23.3 2.4
男性 784 2.2 23.0 46.4 22.1 5.9 0.5 25.2 46.4 28.0 0.5
女性 1,142 2.5 24.0 51.1 16.7 4.3 1.3 26.5 51.1 21.0 1.3
無回答 49 - 18.4 22.4 2.0 - 57.1 18.4 22.4 2.0 57.1
20～24歳 66 3.0 18.2 59.1 15.2 4.5 - 21.2 59.1 19.7 -
25～29歳 71 - 15.5 57.7 12.7 12.7 1.4 15.5 57.7 25.4 1.4
30～34歳 104 - 17.3 53.8 26.0 2.9 - 17.3 53.8 28.9 -
35～39歳 118 2.5 17.8 50.0 19.5 10.2 - 20.3 50.0 29.7 -
40～44歳 142 2.8 17.6 46.5 25.4 7.7 - 20.4 46.5 33.1 -
45～49歳 165 - 14.5 61.2 18.8 5.5 - 14.5 61.2 24.3 -
50～54歳 163 0.6 17.8 55.8 17.8 8.0 - 18.4 55.8 25.8 -
55～59歳 175 0.6 16.0 52.6 24.6 5.7 0.6 16.6 52.6 30.3 0.6
60～64歳 190 0.5 26.8 46.8 22.1 3.2 0.5 27.3 46.8 25.3 0.5
65～69歳 242 2.5 24.0 49.6 19.0 3.7 1.2 26.5 49.6 22.7 1.2
70～74歳 185 2.7 34.6 43.8 16.8 2.2 - 37.3 43.8 19.0 -
75～79歳 154 5.2 34.4 44.8 12.3 - 3.2 39.6 44.8 12.3 3.2
80歳以上 166 9.0 40.4 32.5 10.8 2.4 4.8 49.4 32.5 13.2 4.8
無回答 34 - 5.9 2.9 2.9 5.9 82.4 5.9 2.9 8.8 82.4
独り住まい 247 4.9 31.6 39.7 19.0 2.8 2.0 36.5 39.7 21.8 2.0
夫婦二人住まい 526 2.7 23.6 51.3 17.5 3.8 1.1 26.3 51.3 21.3 1.1
夫婦に子どものみ 892 1.5 22.2 51.3 18.9 5.5 0.6 23.7 51.3 24.4 0.6
三世代同居 194 3.1 20.6 50.0 20.6 5.7 - 23.7 50.0 26.3 -
その他 48 - 22.9 47.9 20.8 6.3 2.1 22.9 47.9 27.1 2.1
無回答 68 1.5 17.6 19.1 10.3 7.4 44.1 19.1 19.1 17.7 44.1
５年未満 118 1.7 18.6 50.8 22.0 5.9 0.8 20.3 50.8 27.9 0.8
５～10年未満 113 1.8 16.8 60.2 18.6 2.7 - 18.6 60.2 21.3 -
10～20年未満 196 - 20.9 51.0 21.9 5.6 0.5 20.9 51.0 27.5 0.5
20～30年未満 272 2.2 18.4 54.4 16.5 7.4 1.1 20.6 54.4 23.9 1.1
30年以上 1,234 2.8 26.5 46.8 18.6 4.3 1.1 29.3 46.8 22.9 1.1
無回答 42 4.8 9.5 11.9 2.4 2.4 69.0 14.3 11.9 4.8 69.0
農林漁業 41 2.4 46.3 29.3 14.6 7.3 - 48.7 29.3 21.9 -
自営業 157 0.6 24.2 44.6 25.5 4.5 0.6 24.8 44.6 30.0 0.6
会社、工場、商店、団体など勤務 748 1.6 16.8 55.1 20.1 5.9 0.5 18.4 55.1 26.0 0.5
公務員 110 1.8 20.9 47.3 23.6 6.4 - 22.7 47.3 30.0 -
無職 791 3.4 29.6 46.1 15.8 3.5 1.5 33.0 46.1 19.3 1.5
学生 29 3.4 20.7 58.6 13.8 3.4 - 24.1 58.6 17.2 -
その他 34 2.9 26.5 47.1 20.6 2.9 - 29.4 47.1 23.5 -
無回答 65 1.5 12.3 23.1 10.8 6.2 46.2 13.8 23.1 17.0 46.2
中央区 458 3.1 22.7 49.3 19.0 3.9 2.0 25.8 49.3 22.9 2.0
東区 485 2.5 23.9 49.7 17.9 4.1 1.9 26.4 49.7 22.0 1.9
西区 230 3.5 27.8 43.5 17.4 5.2 2.6 31.3 43.5 22.6 2.6
南区 345 2.6 22.9 47.5 20.6 4.6 1.7 25.5 47.5 25.2 1.7

南区（旧熊本市地域） 279 2.5 25.1 45.5 20.4 4.7 1.8 27.6 45.5 25.1 1.8
南区（富合地域） 31 6.5 19.4 41.9 29.0 3.2 - 25.9 41.9 32.2 -
南区（城南地域） 35 - 8.6 68.6 14.3 5.7 2.9 8.6 68.6 20.0 2.9

北区 371 0.8 22.1 50.4 18.6 5.7 2.4 22.9 50.4 24.3 2.4
北区（植木地域） 115 - 19.1 47.8 20.9 7.8 4.3 19.1 47.8 28.7 4.3
北区（旧熊本市地域） 256 1.2 23.4 51.6 17.6 4.7 1.6 24.6 51.6 22.3 1.6

無回答 86 - 20.9 47.7 12.8 9.3 9.3 20.9 47.7 22.1 9.3

地
区
別

数値 = ％

性
別

年
代
別

家
族
構
成
別

熊
本
市

　
居
住
年
数
別

職
業
別
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Ⅲ．参考資料（調査票） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



Ⅱ．参考資料(調査票) 

 

 

 

  

質
問

に
お

答
え

い
た

だ
く

前
に

 

      

 都
市
が
目
指
す
将
来
像
を
描
く
と
と
も
に
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
や
主
な
施
策
を
定
め
た

長
期
的
な
ま
ち
づ
く
り
計
画
で
、
市
政

運
営
の
基
本
指
針
と
な
り
、
全
て
の
計
画
の
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
計

画
で
す
。
 

          

  

本
市
で
は
、
平
成
２
８
年
４
月
か
ら
「
熊
本
市
第
７
次
総
合
計
画
」
を
基
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
 

ま
た
、
平
成
２
８
年
熊
本
地
震
を
踏
ま
え
、
平
成
２
８
年
１
０
月
に
は
「
熊
本
市
震
災
復
興
計
画
」
を
基
本
計
画

の
中
核
と
し
て
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

「
熊
本
市
第
７
次
総
合
計
画
」
に
つ
い
て
ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
概
要
版
を
同
封
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
参

照
く
だ
さ
い
。
 

※
計
画
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
t
t
p
:/
/
w
w
w
.c
i
t
y
.
ku
m
a
m
o
t
o
.
j
p/
）
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
 

      

次
ペ

ー
ジ

か
ら

、
ア

ン
ケ

ー
ト

設
問

に
な

り
ま

す
。

 

総
 

合
 

計
 

画
 

と
 

は
 

 

  市
民
の
皆
様
へ
 

 

「
熊
本
市
第
７
次
総
合
計
画
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
へ
の
ご
協
力
に
つ
い
て
 

 

日
頃
か
ら
、
市
政
運
営
に
対
し
ま
し
て
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 

さ
て
、
本
市
で
は
、
平
成
２
８
年
４
月
か
ら
、「

熊
本
市
第
７
次
総
合
計
画
」
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
お
り
、

そ
の
計
画
に
掲
げ
る
全
て
の
施
策
に
検
証
指
標
を
設
定
し
、
毎
年
、
進
行
管
理
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
 

今
回
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
そ
の
検
証
指
標
に
関
連
し
て
市
民
の
皆
様
お
一
人
お
ひ
と
り

が
、
市
政
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
り
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
、
ま
た
、
暮
ら
し
や
す
さ
を
ど
う
実
感
さ
れ
て

い
る
の
か
を
お
聞
き
す
る
も
の
で
、
そ
の
結
果
を
今
後
の
市
政
運
営
に
反
映
さ
せ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 
 
 
 

皆
様
に
は
、
お
忙
し
い
中
お
手
数
で
す
が
、
本
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
３
０
年
１
月
 
 
熊
本
市
長
 
 
 
 
 

      

 

■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
対
象
者
に
つ
い
て
 

調
査
対
象
者
の
選
定
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
平
成
３
０
年
１
月
１
５
日
現
在
で
熊
本
市
に
住
所
を
有
す
る
２
０
歳

以
上
の
方
々
の
中
か
ら
５
千
人
の
方
々
を
無
作
為
に
抽
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
 

い
た
だ
き
ま
し
た
ご
意
見
・
ご
回
答
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
・
分
析
の
み
に
活
用

し
、
そ
れ
以
外
に
は
使
用
い
た
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
個
人
情
報
の
管
理
に
つ
き
ま
し
て
も
万
全
を
期
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
皆
様
の
秘
密
が
漏
れ
た
り
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ■
ご
記
入
に
あ
た
っ
て
の
お
願
い

 

○
 
回
答
は
、
封
筒
の
あ
て
名
の
方
が
お
答
え
く
だ
さ
い
。（

※
ご
記
入
が
難
し
い
場
合
は
、
代
筆
で
も
結
構
で
す
）
 

○
 
調
査
票
は
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
、
平
成
３
０
年
２
月
５
日
（月

）ま
で
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。
 

（
※
切
手
は
不
要
で
す
）
 

○
 
返
信
用
封
筒
に
は
住
所
、
氏
名
を
記
入
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 ■
お
問
い
合
わ
せ

 

熊
本
市
 
政
策
局
 
総
合
政
策
部
 
政
策
企
画
課
 

担
 
当
：
都
市
戦
略
班
 
 
 
 
 
 
 
  
 
電
 
話
：
０
９
６
－
３
２
８
－
２
０
３
５
（
直
通
）
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
９
６
－
３
２
４
－
１
７
１
３
 
 
電
子
メ
ー
ル
：
se
is
ak
uk
ik
ak
u@
ci
ty
.k
um
am
ot
o.
lg
.j
p 

熊
本
市
第
７
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ケ
ー
ト
調
査

 
調
査
票
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以
下

、
質

問
に

お
答

え
く

だ
さ

い
。
 

回
答

に
あ

た
っ

て
は

、
該

当
の

番
号

を
「

○
」

で
囲

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

      問
１
 
あ
な
た
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
２
 
あ
な
た
は
、
こ
の
一
年
間
で
自
分
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
.
 
あ
る
 

２
.
 
な
い
 

 問
３
 
あ
な
た
は
、
「
男
女
共
同
参
画
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。 （

1
つ
だ
け
）
 

１
 
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
し
、
内
容
も
知
っ
て
い
る
 

２
 
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
内
容
は
知
ら
な
い
 

３
 
知
ら
な
い
 

注
）
「
男
女
共
同
参
画
」
と
は
、
「
男
性
も
女
性
も
性
別
に
と
ら
わ
れ
ず
、
家
庭
、
職
場
、
地
域
、
学
校
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
参
画
す
 

る
機
会
を
得
る
こ
と
で
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
と
能
力
を
発
揮
し
な
が
ら
、
共
に
責
任
を
担
っ
て
、
協
力
し
て
い
く
こ
と
」
を
指
し
ま
す
。
 

 問
４
 
あ
な
た
は
、
「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
や
「
男
性
は
主
要
な
業
務
、
女
性
は
補
助
的
業
務
」
等
の
よ
う
な
、
 

男
性
だ
か
ら
・
女
性
だ
か
ら
と
い
う
性
別
を
理
由
と
し
て
役
割
を
決
め
る

こ
と

に
つ

い
て

、
ど
う

思
い

ま
す

か
。
 

（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
正
し
い
と
思
う
 

２
．
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
正
し
い
と
思
う
 

３
．
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
正
し
い
と
思
わ
な
い
 

４
．
正
し
い
と
思
わ
な
い
 

５
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
５
 
あ
な
た
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
男
女
が
と
も
に
参
画
し
て
い
る
社
会
と
感
じ
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

注
）
設
問
中
の
「
あ
ら
ゆ
る
分
野
」
と
は
、
家
庭
、
職
場
、
学
校
、
地
域
そ
の
他
の
社
会
全
体
を
指
し
ま
す
。
ま
た
、「

参
画
」
と
は
、
単
な
る
 

「
参
加
」
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
に
意
思
決
定
過
程
へ
加
わ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
 

  
 

 
ま
た
、
あ
な
た
が
そ
う
感
じ
る
理
由
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。（

自
由
記
載
）
 

   
  問
６
 
あ
な
た
は
、
過
去

1
年
間
に
地

域
活
動
（
自
治
会
等
の
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
な
ど
）
に
参
加

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
参
加
し
た
こ
と
は
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

 １
 
互
い
に
認
め
支
え
合
い
、
だ
れ
も
が
平
等
に
参
画
で
き
る
社
会
の
実
現
（
第
１
章
）
 

２
 
安
全
で
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
の
推
進
（
第
２
章
）
 

熊
 

本
 

市
 

第
 
７

 
次

 
総

 
合

 
計
 

画
 

 

問
７
 
本
市
で
は
、
平
成
２
９
年
度
か
ら
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
地
域
の
相
談
・
要
望
窓
口
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
支
援
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
は
、
自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
良
く
し
て
い
く

自
主
的
・
自
立
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
思
う
 

２
．
や
や
思
う
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
思
わ
な
い
 

４
．
あ
ま
り
思
わ
な
い
 

５
．
全
く
思
わ
な
い
 

 問
８
 
あ
な
た
は
、
区
役
所
で
行
っ
て
い
る
業
務
や
手
続
き
（
戸
籍
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
、
保
健
福
祉
関
係
な
ど
の
 

窓
口
サ
ー
ビ
ス
業
務
や
区
ご
と
の
ま
ち
づ

く
り
に

関
連
す
る

業
務

）
に

つ
い
て

、
満
足
さ

れ
て

い
ま

す
か

。
 

（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
満
足
し
て
い
る
 

２
．
や
や
満
足
し
て
い
る
 

３
．
ど
ち
ら
で
も
な
い
 

４
．
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
 

５
．
満
足
し
て
い
な
い
 

 問
９
 
あ
な
た
は
、
区
役
所
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
（
町
内
ご
と
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
や
校
区
単
位
の
健
康
ま
ち
 

づ
く
り
活
動
、
ま
ち
づ
く
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
地
域
活
動
支
援
な
ど
）
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
 

（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
で
も
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
1
0 

熊
本
市
に
は
消
費
生
活
に
関
す
る
相
談
・
情
報
提
供
等
を
行
っ
て
い
る
熊
本
市
消
費
者
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．

利
用

し
た

こ
と

が
あ

る
 

２
．
知
っ
て
い
る
が
、
利
用
し
た
こ
と
は
な
い
 

３
．

知
ら

な
い
 

 問
1
1 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
で
、
一
定
期
間
で
あ
れ
ば
無
条
件
で
契
約
を
解
除
で
き
る
「
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
」

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．

利
用

し
た

こ
と

が
あ

る
 

２
．
知
っ

て
い
る

が
、
利

用
し
た

こ
と
は

な
い
 

３
．

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
 

４
．
知
ら

な
い
 

 問
1
2 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
で
は
学
校
や
公
園
な
ど
を
災
害
時
の
避
難
場
所
と
し
て
指
定
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま

す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
知
っ
て
い
る
 

２
．
知
ら
な
い
 

 問
1
3 

あ
な
た
は
、
災
害
に
備
え
て
飲
料
水
や
食
料
を
備
蓄
し
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
飲
料
水
の
み
備
蓄
し
て
い
る
 

２
．
食
料
の
み
備
蓄
し
て
い
る
 

３
．
飲
料
水
も
食
料
も
備
蓄
し
て
い
る
 

４
．
何
も
備
蓄
し
て
い
な
い
 

 （
問

1
3
で
選
択
肢
１
～
３
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
）

 
問

1
3－

１
 
あ
な
た
は
、
何
日
分
く
ら
い
の
飲
料
水
や
食
料
を
備
蓄
し
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
１
日
分
 

２
．
２
日
分
 

３
．
３
日
分
 

４
．
４
日
分
以
上
 

  問
1
4 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
が
豊
か
で
活
気
あ
る
ま
ち
だ
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 ３
 

生
涯
を
通
し
て
健
や
か
で
、
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
保
健
福
祉
の
充
実
（
第
３
章
）
 

 
問

1
3－

１
へ
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問
1
7 

あ
な

た
は

、
安

心
し
て

適
切
な

医
療

が
受

け
ら

れ
る

と
感
じ

て
い

ま
す

か
。（

1
つ

だ
け
）
 

１
．

と
て

も
感

じ
る
 

２
．

や
や

感
じ

る
 

３
．

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

４
．

あ
ま

り
感

じ
な

い
 

５
．

全
く

感
じ

な
い
 

 問
1
7－

１
 

次
の

項
目

に
つ
い

て
、
該

当
す

る
場

合
は

「
１
.
は
い

」
、
該

当
し

な
い

場
合

は
「
２
．
い

い
え

」
を

○
で
 

囲
ん

で
く

だ
さ

い
。
（
1
つ
ず
つ

）
 

 
（

１
）

あ
な

た
や

家
族

が
病

院
を
受

診
し

た
時

に
感

じ
た

こ
と
 

①
 
医
師

や
看
護

師
等
に

よ
る
説

明
が
理

解
で
き

た
 

１
.は

い
 

２
．
い
い

え
 

②
 
医
師

や
職
員

に
気
軽

に
質
問

で
き
た

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

③
 
診
断

や
治
療

方
針
に

つ
い
て

納
得
で

き
た

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

④
 
医
師

や
職
員

を
信
頼

し
て
治

療
を
受

け
た

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

⑤
 
医
療

事
故
の

防
止
に

配
慮
が

さ
れ
て

い
た

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

⑥
 
プ
ラ

イ
バ
シ

ー
保
護

に
配
慮

が
さ
れ

て
い
た

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

⑦
 
医
師

や
職
員

の
対
応

が
よ
か

っ
た

 
１

.は
い
 

２
．
い
い

え
 

 （
２

）
病

院
の

選
択

に
つ

い
て
 

①
 
か
か

り
つ
け

医
を
持

っ
て
い

る
 

１
.は

い
 

２
．
い
い

え
 

②
 
症
状

に
応
じ

て
病
院

を
選
択

す
る
こ

と
が
で

き
る

 
１

.は
い

 
２

．
い
い

え
 

③
 

休
日

や
夜

間
に

具
合

が
悪

く
な

っ
た

時
、

受
診

で
き

る
病
院

を
知
っ
て

い
る
 

１
.は

い
 

２
．
い
い

え
 

 問
1
8 

後
期

高
齢

者
医

療
制
度

に
つ
い

て
お

尋
ね

し
ま

す
。
 

あ
な

た
が

ご
存

知
の

項
目

を
、

す
べ
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。（

い
く
つ

で
も

可
）
 

１
．
被
保
険
者
は
、
7
5
歳
以
上
の
方
で
あ
る
（
6
5
歳
以
上
で
障
が
い
が
あ
る
方
も
含
む
）  

２
．
保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金
か
ら
直
接
支
払
う
（
た
だ
し
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
口
座
振
替

も
で
き
る
） 

３
．
保
険
料
は
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
 

４
．
医
療
費
の
負
担
は
、
原
則
と
し
て
１
割
で
あ
る
（
た
だ
し
、
現
役
並
み
に
所
得
が
あ
る
者
は
３
割
で
あ
る
） 

５
．
自
己
負
担

80
0
円
で
健
康
診
査
、
4
00

円
で
歯
科
口
腔
健
康
診
査
が
、
年
に
１
回
受
診
で
き
る
 

６
．
医

療
費

の
負

担
限
度

額
を
超

え
た
分

は
、
高

額
療

養
費

と
し
て
給

付
さ
れ
る
が
、
口
座

登
録

を
す

る
こ

と
に
よ
り
自
動
的
に
受
け
取
れ
る
 

 問
1
9 

公
的

年
金

制
度

の
仕
組

み
や
役

割
に

つ
い

て
お

尋
ね

し
ま
す

。
 

あ
な
た
が
ご
存
知
の
項
目
を
、
す
べ
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
（
い
く
つ
で
も
可
）
 

１
．
2
0
歳
に
な
れ
ば
、
学
生
・日

本
在
住
の
外
国
人
を
含
め
た
国
民
の
誰
も
が
、
加
入
す
る
義
務
が
あ
る
 

２
．
現

役
で
働
い
て
い
る
世

代
が
、
年

金
を
受

給
し
て
い
る
高
齢

者
世
代

を
支

え
る
と
い
う
「
世

代
間
扶

養
」

の
制
度
で
あ
る
 

３
．
保
険
料
を
納
め
た
期
間
な
ど
が

2
5
年
以
上
あ
る
人
が
、
支
払
っ
た
期
間
に
応
じ
て
年
金
が
受
け
取
れ

る
 

４
．
物
価
や
賃
金
の
上
昇
に
応
じ
て
年
金
額
が
保
障
さ
れ
る
 

５
．
高

齢
者

に
な
っ
た
ら
年

金
が
受

け
取

れ
る
ほ
か
、
障

が
い
者

に
な
っ
た
り
世

帯
の
生

計
を
支

え
て
い
る

者
が
死
亡
し
た
場
合
も
年
金
が
受
け
取
れ
る
 

６
．
死
ぬ
ま
で
、
生
涯
に
わ
た
り
年
金
が
受
け
取
れ
る
 

問
1
5 

あ
な

た
は

、
障
が

い
や

病
気
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、
健

や
か
で

い
き

い
き

と
生

活
が

で
き
て

い
る

と
感

じ
ま
す
か
。

（
1
つ
だ
け
）
 

１
．

と
て

も
感

じ
る
 

２
．

や
や

感
じ

る
 

３
．

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

４
．

あ
ま

り
感

じ
な

い
 

５
．

全
く

感
じ

な
い
 

 問
1
6 

あ
な

た
は

日
ご

ろ
、
健

康
の
た

め
の

取
り

組
み

を
行

っ
て
い

ま
す

か
。（

1
つ
だ
け

）
 

１
．

常
に

行
っ

て
い

る
 

２
．

時
々

行
っ

て
い

る
 

３
．

ど
ち

ら
と

も
い

え
な

い
 

４
．

あ
ま

り
行

っ
て

い
な

い
 

５
．

全
く

行
っ

て
い

な
い
 

 問
1
6－

１
 

次
の

項
目

の
中
で

、
あ
な

た
が

実
行

し
て

い
る

こ
と
を

す
べ

て
選

ん
で

く
だ

さ
い
。
（
い

く
つ

で
も

可
）
 

１
．

1
回

30
分
以

上
の

運
動
(
ウ

ォ
－

キ
ン

グ
等
)
を
週

2
回

以
上
し

て
い

る
 

２
．

毎
日

朝
食

を
食

べ
る
 

３
．

1
日

2
回

以
上

野
菜

を
食

べ
る
 

４
．

米
を

中
心

と
し

た
栄

養
バ

ラ
ン
ス

の
優

れ
た

｢日
本
型
食

生
活
｣
を
心

が
け

て
い

る
 

５
．

体
重

調
整

に
心

が
け

て
い

る
 

６
．

睡
眠

を
十

分
に

と
っ

て
い

る
 

７
．

ス
ト

レ
ス

を
た

め
な

い
よ

う
気
分

転
換

を
図

っ
て

い
る
 

８
．

た
ば

こ
を

吸
わ

な
い
 

９
．

お
酒

を
飲

み
過

ぎ
な

い
よ

う
に
し

て
い

る
 

1
0
．

歯
磨

き
の

時
、

歯
間

部
清

掃
用

器
具
(
デ

ン
タ

ル
フ

ロ
ス

・
糸

付
よ

う
じ

・
歯

間
ブ

ラ
シ

）
を

使
用

し
て

い
る
 

1
1
．

健
康

診
断

を
受

診
し

て
い

る
（
が

ん
検

診
を

除
く
）
 

1
2
．

が
ん

検
診

を
受

診
し

て
い

る
 
 

 
 
 
 問

16
－

2
へ

  

※
が

ん
検

診
を

受
診

し
て

い
な

い
 
 

 
 
 
 問

16
－

3
へ

  
 （
問

1
6
－
１
で
「
1
2
．
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
）
 

問
1
6－

２
 

過
去

１
年

間
（
乳

が
ん
・

子
宮

頸
が

ん
は

過
去

２
年
間

）
に

受
診

し
た

が
ん

検
診
（

市
で

行
う

検
診
、
 

人
間
ド
ッ
ク
、
職
場
に
お
け
る
検
診
等
）
は
ど
れ
で
す
か
。
（
い
く
つ
で
も
可
）
 

１
．

肺
が

ん
検

診
（

胸
の

レ
ン

ト
ゲ
ン

撮
影

な
ど

）
 
 

２
．

胃
が

ん
検

診
（

バ
リ

ウ
ム

に
よ
る

レ
ン

ト
ゲ

ン
撮

影
や

胃
カ
メ

ラ
に

よ
る

撮
影

な
ど

）
 

３
．

大
腸

が
ん

検
診

（
便

潜
血

反
応
検

査
(
検
便
)
な
ど
) 

４
．

乳
が

ん
検

診
（

マ
ン

モ
グ

ラ
フ
ィ

撮
影

や
乳

房
超

音
波

（
エ
コ

ー
）

検
査

な
ど
) 

５
．

子
宮

頸
が

ん
検

診
（

子
宮

の
細
胞

診
検

査
な

ど
) 

 （
問

1
6
－
１
で
「
1
2
．
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
い
る
」
と
回
答
し
な
か
っ
た
方

に
お
尋
ね
し
ま
す
。
）

 
問

1
6－

３
 

受
診

し
て

い
な
い

理
由
は

な
ん

で
す

か
。（

い
く

つ
で
も

可
）
 

１
．

検
診

を
知

ら
な

か
っ

た
か

ら
 

２
．

時
間

が
取

れ
な

か
っ

た
か

ら
 

３
．

費
用

が
か

か
る

か
ら
 

４
．

め
ん

ど
う

だ
か

ら
 

５
．

検
診

等
に

不
安

が
あ

る
（

検
査
が

痛
い

、
怖

い
）

か
ら
 

６
．

健
康

状
態

に
自

信
が

あ
り

必
要
性

を
感

じ
な

い
か

ら
 

７
．

心
配

な
と

き
は

い
つ

で
も

医
療
機

関
を

受
診

で
き

る
か

ら
 

８
．

対
象

年
齢

※
で

は
な

い
か

ら
 

９
．

そ
の

他
 

 
 

 
※
熊

本
市
の

行
う
が

ん
検
診

は
、

乳
が

ん
検

診
に
つ

い
て
は

、
40

歳
以
上

で
年

度
内

に
偶
数

年
齢
に

な
る
女

性
、

子
宮

頸
が

ん
に
つ

い
て
は

、
 

20
歳

以
上

で
年
度

内
に
偶

数
年
齢

に
な
る

女
性

。
そ

の
他
の

検
診
に

つ
い
て

は
、

年
度

内
に

40
歳

以
上

に
な
る

方
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問
2
0 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
に
住
む
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
成
長
し
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
2
1 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
に
住
む
子
ど
も
の
権
利
が
守
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
2
2
 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
に
お
い
て
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
が
で
き
て
い

る
と

感
じ

ま
す

か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
2
3 

過
去
１
年
間
に
地
域
で
の
子
育
て
支
援
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
 

２
．
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

 問
2
4 

あ
な
た
は
、
現
在
、
子
ど
も
（
18

歳
以
下
）
を
育
て

て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
は
い
 

 
問

2
4－

１
へ
 
 

２
．
い
い
え
 

 （
問

2
4
で
「
１
．
は
い
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
）
 

問
2
4－

１
 
あ
な
た
は
、
子
育

て
が
楽
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

  問
2
5 

あ
な
た
は
、
こ
の
１
年
く
ら
い
の
間
に
、
生
涯
学
習
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
し
た
こ
と
が
あ
る
 
 
 
 
２
．
し
た
こ
と
が
な
い
 
 
 
 
３
．
わ
か
ら
な
い
 

注
）
「
生
涯
学
習
」
と
は
、
人
々
が
、
生
涯
の
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
自
由
に
行
う
学
習
活
動
の
こ
と
で
、
学
校
教
育
や
公
民
館
に
お
け
る
 

社
会
教
育
な
ど
の
学
習
機
会
に
限
ら
ず
、
自
分
か
ら
進
ん
で
行
う
学
習
や
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化
活
動
、
趣
味
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
 

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
（
自
宅
で
の
学
習
活
動
も
含
み
ま
す
。
）
 

 
【

生
涯

学
習

の
例

】
 

 ４
 
豊
か
な
人
間
性
と
未
来
へ
飛
躍
で
き
る
力
を
育
む
教
育
の
振
興
（
第
４
章
）
 

・
趣

味
的

な
も

の
（

音
楽

、
美

術
、

華
道

、
舞

踊
、

書
道

、
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
活

動
な

ど
）
 

・
教

養
的

な
も

の
（

文
学

、
歴

史
、

科
学

、
語

学
な

ど
）
 

・
社

会
問

題
に

関
す

る
も

の
（

社
会

・
時

事
、

国
際

、
環

境
な

ど
）
 

・
健

康
・

ス
ポ

ー
ツ

（
健

康
法

、
医

学
、

栄
養

、
ジ

ョ
ギ

ン
グ

、
水

泳
な

ど
）
 

 
・

家
庭

生
活

に
役

立
つ

技
能

（
料

理
、

洋
裁

、
和

裁
、

編
み

物
な

ど
）
 

 
・

育
児

・
教

育
（

家
庭

教
育

、
幼

児
教

育
、

教
育

問
題

な
ど

）
 

 
・

就
職

や
転

職
の

た
め

に
必

要
な

知
識

・
技

能
（

就
職

や
転

職
に

関
係

の
あ

る
知

識
の

習
得

や
資

格
の

取
得

な
ど

）
 

 
・

職
業

に
お

い
て

必
要

な
知

識
・

技
能

（
仕

事
に

関
係

の
あ

る
知

識
の

習
得

や
資

格
の

取
得

な
ど

）
 

・
情

報
通

信
分

野
の

知
識

・
技

能
（

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

使
い

方
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
作

り
方

な
ど

）
 

 
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

の
た

め
に

必
要

な
知

識
・

技
能
 

・
自

然
体

験
や

生
活

体
験

な
ど

の
体

験
活

動
 

問
2
6 

次
の
社
会
教
育
施
設
の
中
で
、
こ
の

1
年
く
ら
い
の
間
に
、
あ
な
た
が
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を
す
べ
て
 

選
ん
で
く
だ
さ
い
。（

い
く
つ
で
も
可
）
 

１
．
公
民
館
 

２
．
図
書
館
 

３
．
博
物
館
 

４
．
青
少
年
教
育
施
設
（
少
年
自
然
の
家
、
野
外
教
育
施
設
な
ど
）
 

５
．
１
～
４
の
施
設
を
利
用
し
た
こ
と
が
な
い
 

 問
2
7 

あ
な
た
は
、
１
回
３
０
分
以
上
の
ス
ポ
ー
ツ
を
週
何
日
し
て
い
ま

す
か
。
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
軽
い
運
動
で
も

構
い
ま
せ
ん
。
（
1
つ
だ
け
）

 

１
．
週
５
日
以
上
し
て
い
る
 

２
．
週
２
～
４
日
し
て
い
る
 

３
．
週
１
日
程
度
し
て
い
る
 

４
．
毎
週
は
し
て
い
な
い
が
、
月
１
～
２
日
程
度
し
て
い
る
 

５
．
し
て
い
な
い
 

 問
2
8 

あ
な
た
は
、
文
化
に
親
し
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
親
し
ん
で
い
る
 

２
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

３
．
親
し
ん
で
い
な
い
 

注
）
文

化
に
親
し
ん
で
い

る
と
は
、
コ
ン
サ
ー

ト
や
演
劇
・
舞
踊

等
の
鑑
賞
、
お
茶
・

お
花
・
踊
り
な
ど

の
習
い
事
、
公
民
館

講
座
等
へ
の
参
加
、

熊
本
城
や
夏
目
漱
石
旧
居
等
の
名
所
旧
跡
や
美
術
館
・
図
書
館
等
を
訪
れ
る
、
ま
た
は
、
文
化
芸
術
活
動
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
な
ど
を
さ
し

ま
す
。
 

  問
2
9 

あ
な
た
は
、
「
生
物
多
様
性
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
言
葉
も
意
味
も
知
っ
て
い
る
 
  
 
 ２

．
言
葉
は
知
っ
て
い
る
が
、
意
味
は
よ
く
知
ら
な
い
 

３
．
知
ら
な
い
 

注
）
生
物
多
様
性
と
は
、
生
き
も
の
た
ち
の
豊
か
な
個
性
と
つ
な
が
り
の
こ
と
で
、
3
つ
の
レ
ベ
ル
（
生
態
系
・
種
・
遺
伝
子
）
の
多
様
性
が
 

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、
酸
素
や
水
、
食
料
や
衣
料
、
癒
し
や
文
化
的
価
値
な
ど
生
物
多
様
性
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 問
3
0 

あ
な
た
は
日
ご
ろ
、
環
境
保
全
の
た
め
次
問
(
問

30
-
1
)
の
よ
う
な
実
践
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
常
に
行
っ
て
い
る
 

２
．
時
々
行
っ
て
い
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
行
っ
て
い
な
い
 
５
．
全
く
行
っ
て
い
な
い
 

 （
問

3
0
で
選
択
肢
１
～
４
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
）
 

問
3
0－

１
 
次
の
環
境
保
全
の
実
践
項
目
の
中
で
、
あ
な
た
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
選
ん
で
く
だ
さ
い
。
 

（
い
く
つ
で
も
可
）

 

１
．
照
明
や
テ
レ
ビ
を
つ
け
っ
ぱ
な
し
に
し
な
い
 

２
．
エ
ア
コ
ン
を
適
切
な
温
度
に
設
定
し
、
ム
ダ
な
使
用
を
し
な
い
 

３
．
水
道
の
蛇
口
の
開
閉
を
こ
ま
め
に
す
る
 

４
．
買
い
物
の
際
に
は
エ
コ
商
品
を
選
ぶ
 

５
．
レ
ジ
袋
を
断
り
、
マ
イ
バ
ッ
グ
を
使
う
 

６
．
家
電
製
品
な
ど
を
買
う
と
き
に
は
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
タ
イ
プ
の
も
の
を
選
ぶ
 

７
．
マ
イ
カ
ー
の
使
用
を
控
え
、
電
車
や
バ
ス
を
利
用
す
る
 

８
．
自
動
車
を
運
転
す
る
と
き
に
は
、
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を
す
る
 

９
．
ご
み
分
別
を
徹
底
す
る
な
ど
、
ご
み
減
量
に
努
め
て
い
る
 

 問
3
1
 
あ
な
た
は
、
ご
み
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
の
ご
み
問
題
に
関
心
が
あ
り
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）

 

１
．
非
常
に
関
心
が
あ
る
 

２
．
や
や
関
心
が
あ
る
 

３
．
あ
ま
り
関
心
が
な
い
 

４
．
関
心
が
な
い
 

５
 
誇
る
べ
き
良
好
な
自
然
環
境
の
保
全
と
地
球
環
境
問
題
へ
の
積
極
的
な
対
応
（
第
５
章
）
 

 
問

3
0－

１
へ
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問
3
9 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
は
都
市
機
能
（
河
川
、
道
路
、
公
共
交
通
、
公
園
、
上
下
水
道
な
ど
の
都

市
基
盤
）
が
充
実

し
て
い
て
安
全
で
快
適
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）

 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
0 

あ
な
た
は
、
熊
本
駅
周
辺
の
街
並
み
が
魅
力
的
で
あ
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
1 

あ
な
た
は
、
現
在
の
桜
町
・
花
畑
周
辺
地
区
に
魅
力
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

注
）
桜
町
・
花
畑
周
辺
地
区
で
は
、
20
19

年
度
に
は
商
業
施
設
や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
熊
本
城
ホ
ー
ル
な
ど
か
ら
な
る
再
開
発
ビ
ル
、
20
21

年
度
 

に
は
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
（
シ
ン
ボ
ル
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
、
（
仮
称
）
花
畑
広
場
、
辛
島
、
花
畑
公
園
等
）
が
整
備
さ
れ
る
予
定
で
す
が
、
現
在
、

シ
ン
ボ
ル
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
再
開
発
ビ
ル
の
工
事
に
伴
い
仮
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
一
部
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 

問
4
2 

あ
な
た
は
、
道
路
が
安
全
に
歩
行
で
き
る
よ
う
に
整
備
・
管
理
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
3 

あ
な
た
は
、
過
去
一
年
間
に
市
内
の
公
園
を
ど
の
く
ら
い
利
用
し
ま
し
た
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
よ
く

利
用
し
た
（
概
ね

1
0
回
以
上
）
 ２

．
利
用
し
た
（
１
回
以
上
）
 ３

．
利
用
し
な
か
っ
た
 

注
）
市
内
の
公
園
は
、
身
近
な
公
園
だ
け
で
な
く
、
規
模
の
大
き
な
公
園
（
水
前
寺
江
津
湖
公
園
、
坪
井
川
緑
地
な
ど
）
も
含
め
ま
す
。
 

利
用
内
容
は
、
様
々
な
利
用
形
態
（
散
歩
、
遊
び
、
ス
ポ
ー
ツ
、
休
憩
、
イ
ベ
ン
ト
参
加
、
自
治
会
活
動
な
ど
）
を
含
め
ま
す
。
 

 問
4
4 

あ
な
た
は
、
身
近
な
公
園
が
使
い
や
す
く
整
備
・
管
理
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
5 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
が
住
み
続
け
た
い
ま
ち
で

あ
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

  問
4
6 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
政
が
信
頼
で
き
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
7 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
の
行
財
政
改
革
の
取
組
が
進
ん
で
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
4
8 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
政
が
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
運
営
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 ８
 
効
率
的
で
質
の
高
い
市
政
運
営
の
実
現
 
（
総
合
計
画
を
推
進
す
る
た
め
に
）
 

  問
3
2 

あ
な
た
は
、
農
産
物
（
野
菜
、
米
な
ど
）
を
購
入
す
る
際
に
、
地
元
の
も
の
を
優
先
的
に
選
び
ま
す
か
。
 

（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
は
い
 

２
．
い
い
え
 

  問
3
3 

あ
な
た
は
、
お
住
ま
い
の
住
宅
（
広
さ
・
間
取
り
・
設
備
・
耐
震
・
断
熱
・
遮
音
等
の
性
能
）
に
満
足
し
て
い
ま

す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
満
足
し
て
い
る
 

２
．
や
や
満
足
し
て
い
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
満
足
し
て
い
な
い
 

５
．
全
く
満
足
し
て
い
な
い
 

 問
3
4 

あ
な
た
は
、
中
心
市
街
地
に
に
ぎ
わ
い
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
3
5 

あ
な
た
は
、
日
常
生
活
で
、
目
的
地
（
通
勤
先
や
通
学
先
、
仕
事
で
の
用
務
先
、
お
買
物
先
、
外
食
先
、
通
院
先
、

余
暇
に
お
け
る
大
型
商
業
店
舗
や
文
化
・
娯
楽
施
設
な
ど
日
常
生
活
で
の
全
て
の
移
動
先
）
に
行
く
と
き
に
、
 

公
共
交
通
機
関
（
電
車
・
バ
ス
）
を
利
用
し
て
い
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
よ
く
利
用
し
て
い
る
 

 
問

3
5－

１
へ
 
 

２
．
時
々
利
用
し
て
い
る
 

３
．
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い
 

 
４
．
全
く
利
用
し
て
い
な
い
 

注
）
「
よ
く
利
用
し
て
い
る
」
は
週
に

1
回
以
上
利
用
し
て
い
る
と
き
、「

時
々
利
用
し
て
い
る
」
は
月
に
１
回
以
上
利
用
し
て
い
る
と
き
、
 

「
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い
」
は
月
に
１
回
未
満
の
利
用
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
「
全
く
利
用
し
て
い
な
い
」
は
年
に
１
回
も
利
用
し
な
い
 

と
き
、
と
し
て
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 （
問

3
5
で
公
共
交
通
機
関
（
電
車
・
バ
ス
）
を
「
１
 
よ
く
利
用
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
方
に
お
尋
ね
し
ま
す
。）

 

問
3
5－

１
 
そ
の
利
用
目
的
は
通

勤
・
通
学
で
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
.
 
は
い
 

２
．
い
い
え
 

 問
3
6 

あ
な
た
は
、
こ
の
１
年
間
で
、
自
転
車
を
利
用
す
る
機
会
が
増
え
た
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
増
え
た
と
感
じ
る
 

２
．
変
わ
ら
な
い
 

３
．
減
っ
た
と
感
じ
る
 

 問
3
7 

あ
な
た
が
お
住
ま
い
に
な
っ
て
い
る
地
域
で
は
、
良
好
な
居

住
環
境
（
街
並
み
・
日

照
・
風
通
し
・
緑
化
等
）
が

保
た
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 問
3
8 

あ
な
た
は
、
熊
本
市
は
適
切
な
土
地
利
用
に
よ
り
良
好
な
市
街
地
が
形
成
さ
れ
、
便
利
で
住
み
や
す
い
と
感
じ
ま

す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
と
て
も
感
じ
る
 

２
．
や
や
感
じ
る
 

３
．
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
 

４
．
あ
ま
り
感
じ
な
い
 

５
．
全
く
感
じ
な
い
 

 ６
 
豊
か
な
自
然
環
境
を
い
か
し
た
活
力
あ
る
農
水
産
業
の
振
興
（
第

７
章
）
 

７
 
安
全
で
利
便
性
が
高
い
都
市
基
盤
の
充
実
（
第
８
章
）
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■
 
熊
本
市
政
全
般
に
関
し
て
、
ご
意
見
が
あ
れ
ば
、
ご
自
由
に
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。（

自
由
記
載
）
 

        最
後
に
、
あ
な
た
自
身
の
こ
と
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
ま
す
。
 

Ｆ
１
 
あ
な
た
の
性
別
は
ど
ち
ら
で
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
男
性
 

２
．
女
性
 

 Ｆ
２
 
あ
な
た
の
年
代
は
ど
れ
に
該
当
し
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
２
０
～
２
４
歳
 

２
．
２
５
～
２
９
歳
 

３
．
３
０
～
３
４
歳
 

４
．
３
５
～
３
９
歳
 

５
．
４
０
～
４
４
歳
 

６
．
４
５
～
４
９
歳
 

７
．
５
０
～
５
４
歳
 

８
．
５
５
～
５
９
歳
 

９
．
６
０
～
６
４
歳
 

1
0
．
６
５
～
６
９
歳
 

1
1
．
７
０
～
７
４
歳
 

1
2
．
７
５
～
７
９
歳
 

1
3
．
８
０
歳
以
上
 

 Ｆ
３
 
あ
な
た
が
現
在
同
居
し
て
い
る
家
族
の
構
成
は
ど
れ
に
該
当
し
ま
す
か
。（

1
つ
だ
け
）
 

１
．
独
り
住
ま
い
 

 
２
．
夫
婦
二
人
住
ま
い
 

３
．
夫
婦
（
ま
た
は
そ
の
い
ず
れ
か
）
に
子
ど
も
の
み
 

４
．
三
世
代
同
居
 

５
．
そ
の
他
（
具
体
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 Ｆ
４
 
あ
な
た
は
熊
本
市
に
ど
の
く
ら
い
お
住
ま
い
で
す
か
。
（
1
つ
だ
け
）
 

１
．
５
年
未
満
 

２
．
５
～
１
０
年
未
満
 

３
．
１
０
～
２
０
年
未
満
 

４
．
２
０
～
３
０
年
未
満
 

５
．
３
０
年
以
上
 

 Ｆ
５
 
あ
な
た
の
ご
職
業
は
ど
れ
に
該
当
し
ま
す
か
。
（
主
な
も
の
を
１
つ

だ
け
）
 

１
．
農
林
漁
業
 

２
．
自
営
業
 

３
．
会
社
、
工
場
、
商
店
、
団
体
な
ど
に
勤
務
 

４
．
公
務
員
 

５
．
無
職
 

６
．
学
生
 

７
．
そ
の
他
（
具
体
的
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

 Ｆ
６
 
あ
な
た
が
現
在
お
住
ま
い
の
住
宅
の
所
有
関
係
は
ど
れ
に
該
当
し
ま
す
か
。
（
１
つ
だ
け
）
 

１
．
持
家
（
一
戸
建
て
・
長
屋
建
て
）
 

２
．
持
家
（
共
同
住
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
等
）
 

３
．
借
家
（
一
戸
建
て
・
長
屋
建
て
）
 

４
．
借
家
（
共
同
住
宅
・
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ア
パ
ー
ト
等
）
 

５
．
借
家
（
公
営
住
宅
等
）
 

注
）
「

長
屋

建
て

」
と

は
、

二
つ
以

上
の

住
宅

を
一

棟
に

建
て

連
ね

た
も

の
で
、

各
住

宅
が

壁
を

共
有

し
、

そ
れ

ぞ
れ
別

々
に

外
部

へ
の

出
入

口
を

有
し

て
い
る

も
の
を

い
い
ま

す
。
 

「
共

同
住
宅

」
と
は

、
一
棟

の
中
に

二
つ

以
上

の
住

宅
が
あ

り
廊
下

・
階
段

な
ど

を
共

有
し

て
い
る

も
の
を

い
い
ま

す
。
 

「
公

営
住
宅

等
」
と

は
、
Ｕ

Ｒ
賃
貸

住
宅

（
旧

公
団

住
宅
）
、
公

社
住
宅

な
ど
を

い
い

ま
す

。
 

 

Ｆ
７
 
あ
な
た
が
現
在
お
住
ま
い
の
住
宅
が
建
て
ら
れ
た
時
期
は
い
つ
で
す
か
。（

１
つ
だ
け
）
 

１
．
平
成
１
８
年
５
月
３
１
日
以
前
（
明
ら
か
に
判
断
で
き
る
も
の
を
含
む
）
 

２
．
平
成
１
８
年
６
月
１
日
以
降
 

３
．
わ
か
ら
な
い
 

 Ｆ
８
 
あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
地
区
は
ど
こ
で
す
か
。
回
答
欄
の
１
～
８
か
ら
１
つ
選
ん
で
く
だ
さ
い
。（

１
つ
だ
け
）
 

回
 
答
 
欄
 

該
 
当
 
地
 
域
 
（
小
学
校
区
域
）
 

１
 
中
央
区
 

出
水
、
出
水
南
、
一
新
、
大
江
、
帯
山
、
帯
山
西
、
黒
髪
、
慶
徳
、
向
山
、

壺
川
、
五
福
、
城
東
、
白
川
、
砂
取
、
碩
台
、
託
麻
原
、
白
山
、
春
竹
、
 

本
荘
 

２
 
東
 
区
 

秋
津
、
泉
ヶ
丘
、
画
図
、
尾
ノ
上
、
健
軍
、
健
軍
東
、
桜
木
、
桜
木
東
、
 

託
麻
北
、
託
麻
西
、
託
麻
東
、
託
麻
南
、
月
出
、
長
嶺
、
西
原
、
東
町
、
 

山
ノ
内
、
若
葉
 

３
 

西
 
区
 

池
田
、
池
上
、
小
島
、
春
日
、
河
内
、
城
山
、
城
西
、
白
坪
、
高
橋
、
中
島
、

花
園
、
古
町
、
芳
野
 

４
 
南
 
区
 

（
旧

熊
本

市
地

域
）
 

飽
田
西
、
飽
田
東
、
飽
田
南
、
奥
古
閑
、
川
口
、
川
尻
、
銭
塘
、
城
南
、
 

田
迎
、
田
迎
西
、
田
迎
南
、
中
緑
、
日
吉
、
日
吉
東
、
御
幸
、
力
合
、
 

力
合
西
 

５
 
南
 
区
 

（
富

合
地

域
）
 

富
合
 

６
 
南
 
区
 

（
城

南
地

域
）
 

隈
庄
、
杉
上
、
豊
田
 

７
 
北
 
区
 

（
植

木
地

域
）
 

植
木
、
桜
井
、
山
東
、
田
底
、
田
原
、
菱
形
、
山
本
、
吉
松
 

８
 
北
 
区
 

（
旧

熊
本

市
地

域
）
 

麻
生
田
、
川
上
、
楠
、
清
水
、
城
北
、
高
平
台
、
龍
田
、
龍
田
西
、
西
里
、

楡
木
、
北
部
東
、
武
蔵
、
弓
削

 

 

以
上
で

ア
ン
ケ
ー
ト
は
終
了

に
な
り
ま
す
。
 

ご
協
力

、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
 

 

ご
面
倒

で
す
が

、
記

入
漏
れ

が
な

い
か
ご

確
認

の
う
え

、
平
成
３
０

年
２
月
５
日
（
月
）
ま
で
に

、
 

同
封
の

返
信
用

封
筒

に
て
、

ご
返

送
く
だ

さ
い
。
（
※

切
手

は
不
要

で
す

）
 

 

引
き
続

き
、
本

市
の

市
政
運

営
に

ご
協
力

い
た

だ
き
ま

す
よ

う
お
願

い
申

し
上
げ

ま
す

。
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