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ⅠⅠ  調調査査のの概概要要  
 

１ 調査の目的 
 

本調査は、「第３次唐津市総合計画」（計画期間：令和 7 年度から令和 16 年度まで）を

策定するにあたり、今後のまちづくりに対する市民のみなさまのご意見やご意向をお伺い

し、計画策定における基礎資料とするため実施しました。 

 

２ 調査実施概要 
 

（１）調査地域 唐津市全域 

（２）調査対象 唐津市内在住で 18 歳以上の人 

（３）調査方法 郵送による配布、郵送・WEB 併用回収 

（４）調査日程 令和 5 年 10 月 2 日～令和 5 年 10 月 22 日 

（５）回収結果 配布数：3,000／有効回収数 1,213 

        回収率：40.4％ 

 

３ 報告書の見方 
 

● 回答結果は、小数点第２位を四捨五入した有効サンプル数に対して、それぞれの割

合を示しています。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）

であっても、合計値が 100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書内

の分析文、グラフ、表においても反映しています。 
 

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

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

値が 100.0％をこえる場合があります。 
 

● 図表中において、「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、または

回答の判別が著しく困難なものです。 
 

● 本報告書中、「前回」とは平成 25 年に実施した唐津市市民アンケート調査を、「今

回」とは令和５年に実施した唐津市市民アンケート調査を指します。 
 

● グラフおよび表のＮ数は有効標本数（集計対象者総数）を表しています。 
 

● 本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。 
 

● 記述回答については、できる限り原文を掲載していますが、アンケート全体で表現

を統一するため、一部修正している場合があります。なお、今後のまちづくりと直接

関係のないと考えられるご意見については、公表していません。 
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ⅡⅡ  調調査査結結果果  
 

１ あなた自身について 
 

問１ あなた自身について 

 

（１）居住地域（単数回答） 

居住地域についてみると、「唐津地区」が 61.5％、「浜玉地区」が 10.6％、「厳木地区」

が 3.1％、「相知地区」が 6.８％、「北波多地区」が 3.1％、「肥前地区」が 4.5％、「鎮西

地区」が 4.4％、「呼子地区」が 2.5％、「七山地区」が 2.1％となっています。 

経年比較では、大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）性別（単数回答） 
性別の割合についてみると、「女性」が 55.8％、「男性」が 40.8％、「その他」が 0.1％、

「無回答」が 3.3％となっています。 
経年比較では前回と比べて「女性」が 7.3％多く、「男性」が 5.9％少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.8 

61.5 

9.7 

10.6 

3.7 

3.1 

6.7 

6.8 

2.5 

3.1 

5.6 

4.5 

4.0 

4.4 

2.9 

2.5 

1.2 

2.1 

1.0 

1.5 

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

前回

（N=827）

今回

（N=1,213）

唐津地区 浜玉地区 厳木地区 相知地区 北波多地区

肥前地区 鎮西地区 呼子地区 七山地区 無回答

＜単数回答＞

48.5 

55.8 

46.7 

40.8 

0.1 

4.8 

3.3 

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

前回

（N＝827）

今回

（N=1,213）

女性 男性 その他 無回答

＜単数回答＞
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（３）年齢（単数回答） 

年齢についてみると、「70 歳代」が 21.8％と最も多く、次いで、「60 歳代」が 21.1％、

「50 歳代」が 13.8％、「40 歳代」が 13.5％、「80 歳以上」が 12.4％、「30 歳代」が

7.7％、「20 歳代」が 5.9％、「10 歳代」が 1.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）職業（単数回答） 

職業についてみると、「無職」が 26.1％と最も多く、次いで、「会社員」が 25.2％、「パ

ート・アルバイト」が 14.8％、「専業主婦・主夫」が 9.8％、「農林水産業」、「自営業」

が 6.1％、「公務員」が 4.7％、「学生」が 2.0％となっています。 

経年比較では、大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・医療従事者（５） 

・警備員（２） 

・船員（２） 

・団体職員（２） 

・ドライバー    ・サービス業    ・不動産    ・建設業 

・会社役員     ・保育士      ・学生     ・派遣 

・NPO 

1.2 

5.9 7.7 13.5 13.8 21.1 21.8 12.4 2.5 

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

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代

６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上 無回答

＜単数回答＞（N=1,213）

26.5 

26.1 

22.1 

25.2 

10.9 

14.8 

12.3 

9.8 

7.5 

6.1 

9.2 

6.1 

5.2 

4.7 

1.0 

2.0 

3.9 

2.3 

1.5 

2.9 

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

前回

（N=827）

今回

（N=1,213）

無職 会社員 パート・アルバイト
専業主婦・主夫 農林水産業 自営業
公務員 学生 その他
無回答

＜単数回答＞
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（５）通勤先・通学先（単数回答） 

通勤先・通学先についてみると、「唐津地区」が 31.6％と最も多く、次いで、「通勤・

通学の必要がない」が 25.6％、「その他の県内」が 7.1％、「県外」が 4.9％、「浜玉地区」

が 4.5％、「鎮西地区」が 2.1％、「厳木地区」、「相知地区」が 1.5％、「呼子地区」が 1.3％、

「北波多地区」が 1.2％、「肥前地区」が 1.1％、「七山地区」が 0.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）通勤・通学の主な手段（単数回答） 

通勤・通学の主な手段についてみると、「車」が 77.5％と最も多く、次いで、「徒歩」

が 7.6％、「自転車」が 4.3％、「鉄道」が 2.7％、「バス（公共）」が 2.3％、「バイク」が

1.3％、「通勤・通学先が準備した乗り物」が 1.1％、「タクシー」が 0.6％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・自営業（４） 

・嘱託職員 

・親の送迎 

77.5 7.6 4.3 

2.7 2.3 1.3 1.1 0.6 0.7 

1.9 

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

車 徒歩
自転車 鉄道
バス（公共） バイク
通勤・通学先が準備した乗り物 タクシー
その他 無回答

＜単数回答＞（N=697）

32.2 

31.6 

3.0 

4.5 

0.7 

1.5 

2.5 

1.5 

1.0 

1.2 

2.1 

1.1 

1.2 

2.1 

1.1 

1.3 

0.8 

0.7 

5.9 

7.1 

5.1 

4.9 

42.3 

25.6 

2.1 

17.0 

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

前回

（N＝827）

今回

（N=1,213）

唐津地区 浜玉地区 厳木地区
相知地区 北波多地区 肥前地区
鎮西地区 呼子地区 七山地区
その他の県内 県外 通勤・通学の必要がない
無回答

＜単数回答＞
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（７）通勤・通学にかかる時間（単数回答） 

通勤・通学にかかる時間についてみると、「10 分以上 20 分未満」が 29.3％と最も多

く、次いで、「10 分未満」が 27.1％、「30 分以上 1 時間未満」が 16.9％、「20 分以上

30 分未満」が 16.2％、「1 時間以上」が 7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）居住住宅（単数回答） 

居住住宅についてみると、「持ち家（戸建）」が 80.2％と最も多く、次いで、「賃貸アパ

ート・マンション」が 6.8％、「借家」が 4.0％、「公営住宅」が 3.6％、「持ち家（マンシ

ョン）」が 1.5％、「社宅・公宅」が 0.7％となっています。 

経年比較では、大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・実家、持ち家（５） 

・同居（２） 

・宿舎     ・仮住まい 

・兼業農家   ・間借り 

 

27.1 29.3 16.2 16.9 7.7 2.7 

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

１０分未満 １０分以上２０分未満 ２０分以上３０分未満

３０分以上１時間未満 １時間以上 無回答

＜単数回答＞ (N=697)

80.5 

80.2 

6.4 

6.8 

4.8 

4.0 

3.9 

3.6 

1.8 

1.5 

0.8 

0.7 

0.7 

1.1 

1.0 

2.1 

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

前回

（N＝827）

今回

（N＝1,213）

持ち家（戸建） 賃貸アパート・マンション 借家

公営住宅 持ち家（マンション） 社宅・公宅

その他 無回答

＜単数回答＞
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（９）居住年数（単数回答） 

居住年数についてみると、「20 年以上」が 48.0％と最も多く、次いで、「生まれたとき

からずっと」が 13.8％、「5 年未満」が 10.8％、「15 年以上 20 年未満」が 10.3％、「5

年以上 10 年未満」が 10.0％、「10 年以上 15 年未満」が 5.0％となっています。 

経年比較では、前回と比べて「生まれたときからずっと」が 6.4％少なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）世帯構成員数（単数回答） 

世帯構成員数についてみると、「2 人」が 32.5％と最も多く、次いで、「3 人」が 19.5％、

「5 人以上」が 17.3％、「4 人」が 14.8％、「1 人」が 14.0％となっています。 

経年比較では、前回と比べて「1 人」が 5.5％多くなっている一方、「4 人」が 5.6％少

なくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 

14.0 

27.7 

32.5 

20.6 

19.5 

20.4 

14.8 

21.2 

17.3 

1.7 

1.9 

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

前回

（N＝827）

今回

（N＝1,213）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答

＜単数回答＞

20.2 

13.8 

10.5 

10.8 

11.7 

10.0 

1.9 

5.0 

10.3 

10.3 

43.5 

48.0 

1.8 

2.1 

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

前回

（N＝827）

今回

（N＝1,213）

生まれたときからずっと ５年未満 ５年以上１０年未満

１０年以上１５年未満 １５年以上２０年未満 ２０年以上

無回答

＜単数回答＞
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（11）家族の形態（単数回答） 

家族の形態についてみると、「夫婦と子」が 30.5％と最も多く、次いで、「夫婦のみ」

が 25.4％、「単身」が 13.9％、「母（父）子家庭」が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・母、父、夫婦（26） 

・母、父、夫婦、子（19） 

・祖父母、夫婦、子（11） 

・きょうだい（９） 

・夫婦、子、孫（６） 

・夫婦、孫、子夫婦（６） 

・３世帯（５） 

・３世代（５） 

・子夫婦、本人（３） 

・母、父（３） 

・祖父母、母、父、夫婦、子（３） 

・母、父、夫婦、子、きょうだい（２） 

・子、孫、本人（２） 

・子、孫（２） 

・子、本人（２） 

・子夫婦（２） 

・祖父母、母、父（２） 

・祖父母（２） 

・母、父、きょうだい（２） 

・夫婦、子夫婦（２） 

・孫、子夫婦（２） 

・孫（１） 

・祖父母、夫婦、子、孫、子夫婦    

・祖父母、母、父、夫婦、子夫婦     

・祖父母、母、父、きょうだい、本人     

30.5 25.4 13.9 10.8 14.6 4.8 

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

夫婦と子 夫婦のみ 単身 母（父）子家庭 その他 無回答

＜単数回答＞（N=1,213）



 8

・祖父母、母、父、きょうだい、犬 

・母、父、夫婦、子、孫 

・母、父、夫婦、子、その他 

・母、父、夫婦、孫、子夫婦 

・母、父、子、きょうだい、本人 

・祖父母、母、父、本人 

・祖父母、母、父、子 

・祖父母、孫、孫の子 

・母、父、子、本人 

・夫婦、子、本人 

・夫婦、子、その他 

・夫婦、子夫婦、その他 

・子、子夫婦、本人 

・友人 

・二世帯 

・恋人 

・施設 

・単身赴任 

・兄夫婦
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２ 唐津市での生活について 
 

（１）住みやすさについて 
 

問２ あなたにとって、唐津市は住みやすいまちですか。（単数回答） 

 

唐津市の住みやすさについてみると、「まあまあ住みよい」が 63.6％と最も多く、次い

で、「とても住みよい」が 15.4％で続いており、「とても住みよい＋まあまあ住みよい」

で 79.0％となっています。 

 

地区別にみると、「とても住みよい＋まあまあ住みよい」が全体（79.0％）より多い地

区、少ない地区は、以下のようになっています。 

 

○「とても住みよい＋まあまあ住みよい」が全体より多い地区 

・唐津地区：83.1％ 

・浜玉地区：85.3％ 

・相知地区：79.3％ 

・北波多地区：83.8％ 

 

○「とても住みよい＋まあまあ住みよい」が全体より少ない地区 

・厳木地区：68.4％ 

・肥前地区：66.7％ 

・鎮西地区：66.0％ 

・呼子地区：66.6％ 

・七山地区：61.5％ 

 

経年比較では、「とても住みよい＋まあまあ住みよい」が前回と比べて、呼子地区で

29.3％少なくなっている一方、北波多地区で 12.4％多くなっています。また、北波多地

区、厳木地区では「とても住みよい」が増加している一方、それ以外の地区では「とても

住みよい」が減少しています。 
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■地区別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 

17.7 

16.3 

15.8 

12.2 

16.2 

1.9 

11.3 

13.3 

3.8 

63.6 

65.4 

69.0 

52.6 

67.1 

67.6 

64.8 

54.7 

53.3 

57.7 

12.1 

10.2 

11.6 

26.3 

11.0 

8.1 

18.5 

24.5 

13.3 

26.9 

1.9 

1.1 

1.6 

2.6 

2.4 

5.6 

5.7 

13.3 

3.6 

3.5 

1.6 

2.6 

4.9 
8.1 

9.3 

1.9 

7.7 

3.3 

2.1 

2.4 

1.9 

6.7 

3.8 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい

とても住みにくい わからない 無回答

＜単数回答＞

19.6 

21.4 

25.0 

6.7 

14.5 

9.5 

15.6 

18.2 

16.7 

20.0 

63.4 

64.8 

65.0 

53.3 

72.7 

61.9 

48.9 

57.6 

79.2 

50.0 

11.3 

9.7 

7.5 

30.0 

7.3 

14.3 

26.7 

15.2 

4.2 

30.0 

1.7 

1.2 

1.2 
6.7 

1.8 
4.8 

6.7 

2.9 
2.9 

1.2 

3.3 

1.8 
9.5 

2.2 

6.1 

1.0 

1.8 

3.0 

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

全体（N＝827）

唐津地区（N＝519）

浜玉地区（N＝80）

厳木地区（N＝31）

相知地区（N＝55）

北波多地区（N＝21）

肥前地区（N＝46）

鎮西地区（N＝33）

呼子地区（N＝24）

七山地区（N＝10）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい

とても住みにくい わからない 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では、20 歳代～30 歳代、50 歳代では、「とても住みよい＋まあまあ住みよ

い」が全体より少なくなっており、それ以外では全体より多くなっています。 

経年比較では、全体的な傾向としては大きな差はみられませんが、前回と比べて 50

歳代で「とても住みよい＋まあまあ住みよい」が 14.6％少なくなっています。 

 

■性別（今回）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 

16.7 

14.3 

63.6 

64.7 

65.5 

12.1 

11.2 

13.1 

100.0 

1.9 

2.1 

1.4 

3.6 

3.5 

3.4 

3.3 

1.8 

2.2 

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

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい

とても住みにくい わからない 無回答

＜単数回答＞

19.5 

17.2 

21.8 

63.5 

66.1 

62.7 

11.4 

12.0 

10.1 

1.7 

5.6 

5.4 

3.0 

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

全体（N＝827）

女（N＝401）

男（N＝386）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい
とても住みにくい その他 わからない
無回答

＜単数回答＞
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■年齢別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■年齢別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4 

33.3 

18.1 

13.8 

12.2 

11.4 

13.7 

17.4 

23.2 

63.6 

53.3 

56.9 

63.8 

71.3 

63.5 

66.8 

64.0 

60.3 

12.1 

6.7 

13.9 

19.1 

7.3 

18.6 

10.2 

11.7 

11.3 

1.9 

4.2 

2.1 

3.0 

1.2 

3.1 

0.4 

1.3 

3.6 
6.7 

5.6 

1.1 

4.9 

4.8 

3.9 

3.8 

1.3 

3.3 

1.4 

1.2 

0.6 

2.3 

2.7 

2.6 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい とても住みにくい
わからない 無回答

＜単数回答＞

19.5 

3.2 

19.2 

17.7 

25.0 

21.6 

18.9 

63.5 

66.1 

57.7 

60.4 

64.5 

63.7 

68.9 

11.4 

21.0 

16.3 

17.7 

7.2 

10.8 

7.1 

1.7 

6.5 

3.8 

2.1 

0.7 

1.5 

3.0 

3.2 

2.9 

2.1 

2.6 

2.0 

4.6 

1.0 

0.5 

0.5 

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

全体（N＝827）

20歳代（N＝62）

30歳代（N＝104）

40歳代（N＝96）

50歳代（N＝152）

60歳代（N＝204）

70歳以上（N＝196）

とても住みよい まあまあ住みよい やや住みにくい
とても住みにくい わからない 無回答

＜単数回答＞
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（２）今後住み続けたいかについて 
 

問３ あなたは、今後も唐津市に住み続けたいですか。（単数回答） 

 

今後も唐津市に住み続けたいかについてみると、「ずっと住み続けたい」が 51.9％と最

も多く、次いで、「当分は住み続けたい」が 27.4％で続いており、「ずっと住み続けたい

＋当分は住み続けたい」で 79.3％となっています。 

 

地区別にみると、「ずっと住み続けたい＋当分は住み続けたい」が全体（79.3％）より

多い地区、少ない地区は、以下のようになっています。 

 

○「ずっと住み続けたい＋当分は住み続けたい」が全体より多い地区 

・唐津地区：81.9％ 

・浜玉地区：81.4％ 

・相知地区：85.4％ 

 

○「ずっと住み続けたい＋当分は住み続けたい」が全体より少ない地区 

・厳木地区：79.0％ 

・北波多地区：75.7％ 

・肥前地区：72.3％ 

・鎮西地区：75.5％ 

・呼子地区：63.3％ 

・七山地区：76.9％ 

 

経年比較では、「ずっと住み続けたい＋当分は住み続けたい」が前回と比べて呼子地区

で 20.0％、北波多地区で 10.0％少なくなっています。一方で、七山地区では 6.9％多く

なっています。 
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■地区別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9 

52.9 

53.5 

55.3 

50.0 

64.9 

55.6 

49.1 

43.3 

42.3 

27.4 

29.0 

27.9 

23.7 

35.4 

10.8 

16.7 

26.4 

20.0 

34.6 

3.3 

3.2 

0.8 

2.6 

2.4 

7.4 

5.7 

13.3 

3.8 

3.8 

3.9 

2.3 
5.3 

3.7 

2.7 
5.6 

1.9 
6.7 

7.7 

11.5 

10.3 

15.5 

13.2 

8.5 

21.6 

14.8 

15.1 

13.3 

7.7 

2.1 

0.7 

1.9 

3.3 

3.8 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい

市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞

59.0 

61.5 

67.5 

40.0 

52.7 

52.4 

53.3 

54.5 

58.3 

50.0 

23.7 

22.6 

21.2 

36.7 

29.1 

33.3 

24.4 

24.2 

25.0 

20.0 

3.2 

2.5 

3.8 

3.3 

1.8 

11.1 

3.0 

4.2 
10.0 

5.1 

5.6 

2.5 
13.3 

3.6 

4.8 

6.7 

10.0 

8.0 

7.6 

5.0 

6.7 

10.9 

9.5 

4.4 

18.2 

12.5 

10.0 

1.0 

0.2 

1.8 

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

全体（N＝827）

唐津地区（N＝519）

浜玉地区（N＝80）

厳木地区（N＝31）

相知地区（N＝55）

北波多地区（N＝21）

肥前地区（N＝46）

鎮西地区（N＝33）

呼子地区（N＝24）

七山地区（N＝10）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい

市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞



 15

 

（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

経年比較では、前回と比べて男性で「ずっと住み続けたい」が 13.1％少なくなって

おり、「当分は住み続けたい」が 8.8％多くなっています。 

・年齢別では、年齢の若い方が、「ずっと住み続けたい＋当分は住み続けたい」が少な

くなる傾向にあり、80 歳以上では 93.4％であるものが、10 歳代では 53.3％と少

なくなっています。 

経年比較では、大きな差はみられません。 

■性別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9 

54.7 

49.9 

27.4 

26.1 

30.3 

3.3 

3.5 

3.2 

3.8 

3.8 

3.6 

100.0 

11.5 

10.9 

12.5 

2.1 

0.9 

0.4 

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

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい

市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞

59.0 

56.1 

63.0 

23.7 

26.4 

21.5 

3.1 

4.2 

1.8 

5.1 

5.2 

5.4 

8.1 

8.0 

8.0 

1.0 

0.3 

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

全体（N＝827）

女性（N＝401）

男性（N＝386）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい

市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞
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■年齢別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.0 

21.0 

37.5 

43.8 

64.5 

69.1 

76.5 

23.7 

38.7 

31.7 

35.4 

20.4 

21.1 

15.8 

3.1 

6.5 

4.8 

3.1 

4.6 

2.0 

1.0 

5.1 

19.4 

9.6 

8.3 

2.6 

2.5 

1.5 

8.1 

14.5 

16.3 

9.4 

7.9 

5.4 

4.1 

1.0 

1.0 

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

全体（N＝827）

20歳代（N＝62）

30歳代（N＝104）

40歳代（N＝96）

50歳代（N＝152）

60歳代（N＝204）

70歳以上（N＝196）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい
市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞

51.9 

20.0 

29.2 

25.5 

40.9 

46.7 

53.5 

65.2 

79.5 

27.4 

33.3 

29.2 

38.3 

34.8 

32.9 

30.1 

22.0 

13.9 

3.3 

4.2 

10.6 

2.4 

3.6 
4.7 

1.9 

3.8 
20.0 

16.7 

11.7 

6.1 

3.0 

0.8 

0.8 

0.7 

11.5 

26.7 

20.8 

12.8 

15.9 

13.8 

10.2 

9.1 

4.6 

2.1 

1.1 

0.8 

1.1 

1.3 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい 市内で転居したい
市外へ転出したい わからない 無回答

＜単数回答＞



 17

 

（３）唐津市への愛着や誇りについて 
 

問４ あなたは、唐津市に住むことに、常日頃愛着や誇りを感じていますか。

（単数回答） 

 

唐津市への愛着や誇りについてみると、「少しは愛着や誇りを感じる」が 45.8％と最も

多く、次いで、「愛着や誇りを感じる」が 29.3％で続いており、「愛着や誇りを感じる＋

少しは愛着や誇りを感じる」で 75.1％となっています。 

 

地区別にみると、「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が全体（75.1％）

より多い地区、少ない地区は、以下のようになっています。 

 

○「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が全体より多い地区 

・唐津地区：78.6％ 

・浜玉地区：76.7％ 

・鎮西地区：77.4％ 

 

○「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が全体より少ない地区 

・厳木地区：71.1％ 

・相知地区：74.4％ 

・北波多地区：72.9％ 

・肥前地区：59.2％ 

・呼子地区：56.7％ 

・七山地区：73.0％ 

 

経年比較では、「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が前回と比べて呼

子地区で 30.8％、浜玉地区で 10.8％少なくなっています。また、北波多地区、厳木地区

では「愛着や誇りを感じる」が増加している一方、他の地区では減少しています。 
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■地区別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3 

32.4 

30.2 

31.6 

20.7 

35.1 

11.1 

32.1 

16.7 

19.2 

45.8 

46.2 

46.5 

39.5 

53.7 

37.8 

48.1 

45.3 

40.0 

53.8 

11.6 

10.9 

11.6 

5.3 

13.4 

10.8 

13.0 

18.9 

26.7 

11.5 

3.7 
2.8 

3.9 
7.9 

6.1 

11.1 

1.9 
10.0 

3.8 

7.4 

6.8 

7.0 

15.8 

6.1 

13.5 

16.7 

1.9 

3.3 

11.5 

2.1 

0.8 

0.8 

2.7 

3.3 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞

38.8 

41.6 

45.0 

16.7 

30.9 

19.0 

28.9 

30.3 

50.0 

40.0 

40.4 

38.1 

42.5 

56.7 

49.1 

47.6 

37.8 

45.5 

37.5 

30.0 

11.0 

10.3 

3.8 

16.7 

16.4 

14.3 

22.2 

6.1 

8.3 

20.0 

4.9 

4.7 

5.0 

6.7 

1.8 

14.3 

4.4 

9.1 

4.2 

4.1 

4.1 

3.8 

3.3 

1.8 

4.8 

6.7 

6.1 

10.0 

0.9 

1.2 

3.0 

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

全体（N＝827）

唐津地区（N＝519）

浜玉地区（N＝80）

厳木地区（N＝31）

相知地区（N＝55）

北波多地区（N＝21）

肥前地区（N＝46）

鎮西地区（N＝33）

呼子地区（N＝24）

七山地区（N＝10）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では、20 歳代、40 歳代では、「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感

じる」が全体より少なくなっており、それ以外では全体より多くなっています。40

歳代では、「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が 70.8％と最も少な

くなっています。 

経年比較では、「愛着や誇りを感じる＋少しは愛着や誇りを感じる」が前回と比べて、

30 歳代で 11.2％多くなっています。 

 

■性別（今回）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性別（前回） 

 

 

 

 

 

 

29.3 

31.0 

28.7 

45.8 

47.3 

46.3 

11.6 

10.6 

13.5 

100.0 

3.7 

3.0 

4.2 

7.4 

7.2 

6.9 

2.1 

0.9 

0.4 

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

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞

38.7 

40.4 

38.1 

40.5 

40.9 

39.6 

11.0 

11.0 

10.9 

4.8 

3.7 

6.0 

4.1 

3.2 

4.9 

0.9 

0.7 

0.5 

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

全体（N＝827）

女性（N＝401）

男性（N＝386）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞



 20

 

■年齢別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.3 

53.3 

23.6 

20.2 

22.0 

26.9 

29.7 

33.0 

42.4 

45.8 

33.3 

50.0 

56.4 

48.8 

49.1 

47.7 

42.8 

39.1 

11.6 

15.3 

10.6 

16.5 

10.8 

12.1 

12.1 

7.3 

3.7 

5.6 

6.4 

6.7 

3.0 

3.1 

2.7 

2.0 

7.4 

13.3 

5.6 

5.3 

6.1 

10.2 

6.6 

8.3 

7.3 

2.1 

1.1 

0.8 

1.1 

2.0 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞

38.7 

25.8 

32.7 

25.0 

45.4 

42.2 

43.4 

40.5 

51.6 

32.7 

51.0 

34.9 

38.7 

42.3 

11.0 

11.3 

21.2 

13.5 

10.5 

8.8 

7.1 

4.8 

6.5 

8.7 

9.4 

5.3 

3.4 

1.5 

4.1 

4.8 

3.8 

1.0 

3.9 

5.4 

4.1 

0.9 

1.0 

1.5 

1.5 

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

全体（N＝827）

20歳代（N＝62）

30歳代（N＝104）

40歳代（N＝96）

50歳代（N＝152）

60歳代（N＝204）

70歳以上（N＝196）

愛着や誇りを感じる 少しは愛着や誇りを感じる
あまり愛着や誇りを感じない 愛着や誇りを感じない
わからない 無回答

＜単数回答＞
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（４）唐津市での生活に対する満足度について 
 

問５ あなたは、総合的にみて、現在の唐津市の生活に満足していますか。 

（単数回答） 

 

唐津市での生活に対する満足度についてみると、「やや満足している」が 49.7％と最も

多く、次いで、「やや不満である」が 20.4％、「満足している」が 15.9％と続いており、

「満足している＋やや満足している」で 65.6％とやや低くなっています。 

 

地区別にみると、「満足している＋やや満足している」が全体（65.6％）より多い地区、

少ない地区は、以下のようになっています。 

 

○「満足している＋やや満足している」が全体より多い地区 

・唐津地区：70.2％ 

・浜玉地区：68.2％ 

・北波多地区：75.7％ 

 

○「満足している＋やや満足している」が全体より少ない地区 

・厳木地区：55.3％ 

・相知地区：64.6％ 

・肥前地区：50.0％ 

・鎮西地区：54.7％ 

・呼子地区：36.7％ 

・七山地区：53.9％ 

 

経年比較では、「満足している＋やや満足している」が前回と比べて七山地区で 16.1％、

呼子地区で 30.0％少なくなっています。一方、北波多地区で 18.6％、相知地区で 10.0％、

厳木地区で 12.0％、浜玉地区で 8.2％多くなっています。 
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■地域別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域別（前回） 

15.9 

18.2 

21.7 

5.3 

12.2 

8.1 

5.6 

9.4 

6.7 

15.4 

49.7 

52.0 

46.5 

50.0 

52.4 

67.6 

44.4 

45.3 

30.0 

38.5 

20.4 

19.2 

21.7 

28.9 

22.0 

5.4 

24.1 

30.2 

30.0 

30.8 

6.8 

5.8 

6.2 

10.5 

2.4 
5.4 

14.8 

11.3 

16.7 

15.4 

5.0 

4.0 

3.9 

5.3 

9.8 

13.5 

9.3 

3.8 

13.3 

2.1 

0.8 

1.2 

1.9 

3.3 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

満足している やや満足している やや不満である

不満である わからない 無回答

＜単数回答＞

15.6 

16.3 

16.2 

10.0 

18.2 

9.5 

15.6 

9.1 

12.5 

10.0 

46.6 

49.4 

43.8 

33.3 

36.4 

47.6 

37.8 

42.4 

54.2 

60.0 

22.7 

20.4 

28.8 

20.0 

36.4 

23.8 

26.7 

24.2 

20.8 

10.0 

8.9 

8.4 

5.0 

30.0 

7.3 

9.5 

13.3 

9.1 

4.2 

10.0 

5.0 

4.1 

6.2 

6.7 

1.8 

9.5 

4.4 

12.1 

4.2 

10.0 

1.2 

1.4 

2.2 

3.0 

4.2 

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

全体（N＝827）

唐津地区（N＝519）

浜玉地区（N＝80）

厳木地区（N＝31）

相知地区（N＝55）

北波多地区（N＝21）

肥前地区（N＝46）

鎮西地区（N＝33）

呼子地区（N＝24）

七山地区（N＝10）

満足している やや満足している やや不満である

不満である わからない 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、経年比較ともに大きな差はみられません。 

・年齢別では、「満足している＋やや満足している」が全体より多くなっているのは 10

歳代及び 60 歳代～80 歳以上であり、20 歳代～50 歳代では、いずれも全体より少

なくなっています。30 歳代では、「満足している＋やや満足している」が 57.5％で

最も少なくなっています。 

経年比較では、「満足している＋やや満足している」では大きな差はみられないものの、

前回と比べて 20 歳代で「満足している」が 7.4％多くなっている一方、30 歳代で

は 6.7％少なくなっています。また、30 歳代で「やや満足している」が 10.4％多く

なっています。 

 

■性別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9 

16.4 

15.8 

49.7 

52.1 

49.7 

20.4 

19.4 

22.6 

6.8 

6.1 

7.5 

100.0 

5.0 

5.3 

3.6 

2.1 

0.7 

0.8 

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

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

満足している やや満足している やや不満である

不満である わからない 無回答

＜単数回答＞

15.6 

15.0 

15.8 

46.6 

46.6 

47.4 

22.5 

24.7 

19.9 

9.2 

7.5 

11.1 

5.0 

5.5 

4.1 

1.2 

0.7 

1.6 

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

全体（N＝827）

女性（N＝401）

男性（N＝386）

満足している やや満足している やや不満である

不満である わからない 無回答

＜単数回答＞
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■年齢別（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9 

33.3 

13.9 

9.6 

12.2 

12.0 

12.5 

18.6 

29.8 

49.7 

53.3 

50.0 

47.9 

50.0 

50.9 

54.3 

52.7 

40.4 

20.4 

6.7 

15.3 

28.7 

26.8 

24.0 

20.7 

16.3 

17.9 

6.8 

6.7 

12.5 

10.6 

5.5 

6.6 

7.8 

5.3 

5.3 

5.0 

6.9 

3.2 

5.5 

6.0 

3.9 

6.1 

5.3 

2.1 

1.4 

0.6 

0.8 

1.1 

1.3 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

満足している やや満足している やや不満である
不満である わからない 無回答

＜単数回答＞

15.6 

6.5 

16.3 

15.6 

14.5 

15.2 

18.4 

46.6 

54.8 

37.5 

43.8 

45.4 

46.6 

51.5 

22.5 

22.6 

24.0 

29.2 

23.0 

23.5 

17.3 

9.2 

12.9 

16.3 

6.2 

12.5 

7.4 

5.6 

5.0 

3.2 

3.8 

5.2 

3.9 

5.4 

5.6 

1.2 

1.9 

0.7 

2.0 

1.5 

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

全体（N＝827）

20歳代（N＝62）

30歳代（N＝104）

40歳代（N＝96）

50歳代（N＝152）

60歳代（N＝204）

70歳以上（N＝196）

満足している やや満足している やや不満である

不満である わからない 無回答

＜単数回答＞
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問５-２ 問５において、唐津市での生活に「満足している」「不満である」

と思われる理由について、ご自由にお書き下さい。（記述回答） 

 

【満足している理由】※( )の数字は回答者数 

・海、山があり、自然が豊か（５８） 

・食べ物も豊富、美味しい（２８） 

・災害が少ない（２６） 

・福岡や他県へのアクセスがよい（２１） 

・静かで町が綺麗（１９） 

・学校、スーパーなどがあり不便ではない（１６） 

・住み慣れたところだから（１５） 

・子育てがしやすい環境（１４） 

・温かい人が多く、親切（１３） 

・景観がすばらしい（５） 

・歴史と自然、文化が程良く調和している（２） 

・車を保有していれば市内の施設で生活に困ることはない（２） 

・飲食店などが増えてきている 

・生活に必要なものがコンパクトにおさまっている 

・柑橘の栽培に適している 

・子どもの医療費の減免があるから 

 



 26

 

【不満である理由】※( )の数字は回答者数 

・買い物をできる施設や遊びにいける所が少ない（２２） 

・働き先が無い、若い人が定住できない（２０） 

・賃金が安い（１９） 

・公共交通機関が発達していない（１８） 

・（総合）病院が少ない、また遠い（１８） 

・家賃、物価が高い（１７） 

・車を持っていない老人にとって交通の便がとても悪い（１５） 

・道路整備が不十分（１４） 

・車がないと不便（１０） 

・遊具設置の公園がない（１０） 

・子育てするにあたりサポートが手薄（８） 

・大手企業が少ない（７） 

・人口減少が止まらない（７） 

・テレビを見るのにケーブルテレビ料金が必要（５） 

・渋滞が多い（４） 

・活気がない（４） 

・橋をかけてほしい（向島）（３） 

・歩道の整備もなく子どもの通学ルートが安全ではない（３） 

・インターネット環境が悪い（３） 

・税金が高い（２） 

・高度な医療が受けにくい 

・原子力発電所が２０ｋｍ圏内に位置しており安全安心とは思えない 

・住宅の助成金 

・子どもの医療費助成を、高校生までに引き延ばしてほしい 

・高校生の通学にかかる電車、バス代の補助があると助かる 

・居住地域における自然災害の危険性 

・災害等の復旧が遅い 

・へき地の道路の点検を定期的に行ってほしい 
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３ 現在の唐津市のイメージについて 
 

問６ あなたは、現在の唐津市をどのようなまちだと思いますか。（単数回答） 

 

現在の唐津市のイメージについては、「そう思う＋ややそう思う」でみると、「自然の豊

かなまち」が 88.7％と最も多く、次いで、「歴史・文化の息づいたまち」が 75.6％、「安

全・安心なまち」が 70.5％、「美しく清潔なまち」が 68.6％と続いています。 

一方で、「遊ぶ場所が多く楽しいまち」が 13.6％と最も少なく、次いで、「魅力ある産

業のあるまち」が 21.0％、「活気のあるまち」が 25.1％と続いています。 

 

地区別にみると、「そう思う＋ややそう思う」が 60％以上のイメージ、一方で「そう思

う＋ややそう思う」が 20％以下のイメージについては、以下のようになっています。 

 

○「そう思う＋ややそう思う」が 60％以上のイメージ 

・自然の豊かなまち：全地区 

・歴史・文化の息づいたまち：8 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、鎮西、呼子、七山地区 

・安全・安心なまち：8 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、鎮西、呼子、七山地区 

・美しく清潔なまち：6 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、七山地区 

・郷土愛のあるまち：5 地区 

唐津、浜玉、厳木、北波多、七山地区 

・生活するのに便利なまち：１地区 

浜玉地区 

・福祉が行き届いたまち：1 地区 

七山地区 

 

○「そう思う＋ややそう思う」が 20％以下のイメージ 

・遊ぶ場所が多く楽しいまち：全地区 

・魅力ある産業のあるまち：3 地区 

厳木、肥前、呼子地区 

・活気のあるまち：3 地区 

厳木、肥前、呼子地区 

・生活するのに便利なまち：1 地区 

肥前地区 
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経年比較では、前回と比べて「魅力ある産業のあるまち」では「そう思わない」が 8.3％、

「安全・安心なまち」では「ややそう思う」が 6.6％、「教育環境のよいまち」では「あま

りそう思わない」が 5.5％、「自然の豊かなまち」では「ややそう思う」が 5.0％、「美し

く清潔なまち」では「ややそう思う」が 7.4％、「個性的なまち」では「ややそう思う」が

5.6％多くなっています。一方で、「遊ぶ場所が多くて楽しいまち」では「そう思わない」

が 5.7％、「活気のあるまち」では「そう思わない」が 7.9％少なくなっています。 

 
 
■あなたは、現在の唐津市をどのようなまちだと思いますか。（全体） 

（今回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2 

24.6 

14.9 

15.3 

15.9 

14.2 

7.3 

6.2 

10.1 

4.5 

3.1 

3.1 

2.3 

42.5 

51.0 

55.6 

53.3 

48.9 

38.0 

39.2 

39.1 

34.7 

36.9 

22.0 

17.9 

11.3 

6.4 

16.9 

20.9 

22.8 

25.7 

31.8 

40.9 

39.7 

39.9 

44.9 

51.1 

50.5 

48.7 

1.6 

3.6 
5.1 

4.5 

5.9 

12.3 

8.0 

11.5 

9.9 

9.8 

19.8 

25.1 

33.2 

3.2 

3.9 

3.5 

4.0 

3.5 

3.7 

4.5 

3.6 

5.4 

3.9 

4.0 

3.5 

4.5 

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

自然の豊かなまち

歴史・文化の息づいたまち

安全・安心なまち

美しく清潔なまち

郷土愛のあるまち

生活するのに便利なまち

教育環境のよいまち

地域の連帯感のあるまち

個性的なまち

福祉が行き届いたまち

活気のあるまち

魅力ある産業のあるまち

遊ぶ場所が多くて楽しいまち

そう思う ややそう思う あまりそうは思わない そう思わない 無回答

＜単数回答＞ (N＝1,213)
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（前回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9 

28.9 

19.7 

18.4 

17.3 

16.7 

10.2 

7.7 

4.6 
10.0 

2.2 

2.5 

1.8 

37.5 

44.9 

49.0 

47.3 

45.9 

37.8 

40.4 

38.2 

35.7 

29.1 

17.3 

13.1 

10.4 

6.4 
18.0 

20.9 

23.7 

26.6 

30.0 

35.4 

36.3 

41.5 

41.0 

49.1 

47.4 

44.7 

1.8 
4.5 

6.7 

6.9 

6.2 

12.2 

9.6 

14.0 

14.0 

14.3 

27.7 

33.4 

38.9 

2.4 

3.7 

3.7 

3.7 

4.0 

3.3 

4.5 

3.7 

4.2 

5.6 

3.7 

3.6 

4.1 

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

自然の豊かなまち

歴史・文化の息づいたまち

安全・安心なまち

郷土愛のあるまち

美しく清潔なまち

生活するのに便利なまち

教育環境のよいまち

地域の連帯感のあるまち

福祉が行き届いたまち

個性的なまち

活気のあるまち

魅力ある産業のあるまち

遊ぶ場所が多くて楽しいまち

そう思う ややそう思う あまりそうは思わない そう思わない 無回答

＜単数回答＞ (N＝827)
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■（そう思う＋ややそう思う）の割合：全体・経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（そう思う＋ややそう思う）の割合：地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.7

75.6

70.5

68.6

64.8

52.2

46.5

45.3

44.8

41.4

25.1

21.0 

13.6

89.4

73.8

68.7

63.2

65.7

54.5

50.6

45.9

39.1

40.3

19.5

15.6

12.2

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

自然の豊かなまち

歴史・文化の息づいたまち

安全・安心なまち

美しく清潔なまち

郷土愛のあるまち

生活するのに便利なまち

教育環境のよいまち

地域の連帯感のあるまち

個性的なまち

福祉が行き届いたまち

活気のあるまち

魅力ある産業のあるまち

遊ぶ場所が多く楽しいまち

今回（N＝1,213） 前回（N＝827）

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

自然の豊かなまち 88.7 90.3 95.3 92.1 89.0 94.6 81.5 83.0 76.7 92.3

歴史・文化の息づいたまち 75.6 79.9 83.7 79.0 67.0 70.3 46.3 73.6 66.7 65.4

安全・安心なまち 70.5 73.4 75.2 60.5 72.0 75.7 57.4 60.4 70.0 61.6

美しく清潔なまち 68.6 71.9 76.0 71.1 72.0 75.7 42.6 56.6 46.7 61.5

郷土愛のあるまち 64.8 68.4 67.4 65.8 54.9 78.4 50.0 58.5 53.3 61.5

生活するのに便利なまち 52.2 59.8 61.3 28.9 37.8 56.8 16.7 37.8 26.7 30.7

教育環境のよいまち 46.5 48.4 53.5 47.4 48.8 45.9 22.2 39.6 40.0 53.9

地域の連帯感のあるまち 45.3 46.5 51.9 44.7 47.5 48.6 25.9 37.7 36.6 57.6

個性的なまち 44.8 47.2 48.1 50.0 40.3 45.9 24.1 41.5 46.7 42.3

福祉が行き届いたまち 41.4 43.1 45.0 39.5 39.0 54.1 26.0 32.1 26.7 61.5

活気のあるまち 25.1 25.9 31.0 10.5 21.9 29.7 13.0 35.9 16.6 26.9

魅力ある産業のあるまち 21.0 22.4 20.9 10.5 22.0 21.6 14.9 26.5 6.7 23.0

遊ぶ場所が多く楽しいまち 13.6 14.9 13.2 5.2 8.5 10.8 16.7 17.0 10.0 11.5

：割合が60％以上のもの

：割合が20％以下のもの
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「安全・安心なまち」、「教育環境のよいまち」及び「魅力ある

産業のあるまち」などで女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では、10 歳代では「活気のあるまち」、「魅力ある産業のあるまち」、「遊ぶ場

所が多く楽しいまち」を除いて、全ての項目で 60％以上となっており、特に「教育

環境のよいまち」、「福祉が行き届いたまち」及び「地域の連帯感のあるまち」などで

「そう思う＋ややそう思う」が、他の年齢に比べ多くなっています。 

 

■（そう思う＋ややそう思う）の割合：性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（そう思う＋ややそう思う）の割合：年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体 女性 男性 その他

N 1,213 677 495 1
自然の豊かなまち 88.7 90.0 90.9 100.0
歴史・文化の息づいたまち 75.6 77.9 76.3 0.0
安全・安心なまち 70.5 74.6 68.8 0.0
美しく清潔なまち 68.6 70.4 70.1 0.0
郷土愛のあるまち 64.8 67.4 65.2 0.0
生活するのに便利なまち 52.2 54.0 53.2 0.0
教育環境のよいまち 46.5 50.0 44.1 0.0
地域の連帯感のあるまち 45.3 48.0 44.5 0.0
個性的なまち 44.8 43.4 48.9 0.0
福祉が行き届いたまち 41.4 44.2 39.6 0.0
活気のあるまち 25.1 25.8 25.6 0.0
魅力ある産業のあるまち 21.0 23.8 18.2 0.0
遊ぶ場所が多く楽しいまち 13.6 14.4 13.5 0.0

：割合が60％以上のもの
：割合が20％以下のもの

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1,213 15 72 94 164 167 256 264 151

自然の豊かなまち 88.7 93.4 98.6 92.5 93.3 94.6 91.0 86.0 80.7

歴史・文化の息づいたまち 75.6 93.3 86.1 88.3 83.0 81.4 73.0 72.0 66.2

安全・安心なまち 70.5 100.0 75.0 69.2 71.4 68.9 72.3 72.0 68.2

美しく清潔なまち 68.6 80.0 70.9 67.0 67.1 67.1 68.4 71.9 72.8

郷土愛のあるまち 64.8 86.7 76.4 72.4 73.8 73.1 61.3 56.8 61.0

生活するのに便利なまち 52.2 60.0 59.8 54.3 48.8 53.9 47.2 57.2 55.0

教育環境のよいまち 46.5 86.6 54.2 57.4 43.9 37.1 43.3 51.5 46.3

地域の連帯感のあるまち 45.3 86.7 50.0 50.0 53.1 40.7 46.5 39.4 44.4

個性的なまち 44.8 60.0 45.8 41.5 46.4 44.3 44.6 45.4 45.7

福祉が行き届いたまち 41.4 86.7 50.0 43.7 35.9 37.1 35.5 44.3 49.0

活気のあるまち 25.1 53.3 41.7 34.0 32.3 19.8 19.6 22.7 21.9

魅力ある産業のあるまち 21.0 53.4 48.6 32.0 24.4 18.0 15.6 16.7 13.9

遊ぶ場所が多く楽しいまち 13.6 20.0 13.9 12.7 6.7 9.0 12.5 18.6 19.9

：割合が60％以上のもの

：割合が20％以下のもの
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４ 唐津市の取り組みに対する満足度・重要度について 
 

問７ これまで進めてきたまちづくりの「満足度」と、これから進めていく上

での「重要度」について、どのように考えますか。（単数回答） 

 

満足度、重要度ともに比較的高いものは、「4：良質な飲料水の安定供給」、「11：持続

可能で安定した救急医療体制の整備」、「1：消防防災体制の整備」、「2：地域防災力の向上

と充実」などのライフラインに係わるもの、「5：中心部から各地域への交通網の整備」や

「6：安らぎと安心をあたえる住環境の整備」などとなっています。 

満足度が比較的低く、重要度が比較的高いものは、「16：地域の将来を担う人材の育成」、

「15：障がいのある人の自立と社会参加の促進」、「8：地域の魅力アップによる商工業の

活性化」、「7：後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興」、「28：健全で効率的な財政基盤

の強化」となっており、今後の施策での対応が必要であるといえます。 

 

地区別にみると、「満足度」が全体（1.83）より高い地区、低い地区は、以下のように

なっています。 

 

○「満足度」が全体より高い地区 

・唐津地区：1.86 

・浜玉地区：1.89 

・相知地区：1.86 

・北波多地区：1.88 

・鎮西地区：1.91 

○「満足度」が全体より低い地区 

・厳木地区：1.72 

・肥前地区：1.43 

・呼子地区：1.53 

・七山地区：1.55 

 

また、満足度が比較的低く、重要度が比較的高くなっているもので、全体の傾向と異な

っている地区については、以下のようになっています。 

 

・中心部から各地域への交通網の整備：相知、肥前、七山地区 

・再生可能エネルギー関連産業の集積：七山地区 

・市民のこころとからだの健康づくり：呼子地区 

・安心して出産や子育てができる環境の整備：厳木、鎮西、呼子地区 

・高齢者が元気に暮らせる環境づくり：北波多地区 

・唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり：北波多地区 

・男女共同参画の推進と、女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり：北波多地区 



 33

■満足・重要度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策番号 施策の内容 分類 満足度 重要度

1 消防防災体制の整備 維持 2.37 3.21

2 地域防災力の向上と充実 維持 2.18 3.16

3 自然と調和する快適な生活環境の保全 維持 2.31 2.86

4 良質な飲料水の安定供給 維持 2.85 3.33

5 中心部から各地域への交通網の整備 維持 1.97 3.17

6 安らぎと安心をあたえる住環境の整備 維持 2.29 2.99

7 後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 強化 1.51 2.96

8 地域の魅力アップによる商工業の活性化 強化 1.61 3.01

9 コスメティック産業をはじめとした企業誘致 再検討 1.45 2.30

10 再生可能エネルギー関連産業の集積 再検討 1.47 2.62

11 持続可能で安定した救急医療体制の整備 維持 2.31 3.50

12 市民のこころとからだの健康づくり 維持 2.04 2.88

13 安心して出産や子育てができる環境の整備 維持 1.94 3.17

14 高齢者が元気に暮らせる環境づくり 維持 1.91 3.14

15 障がいのある人の自立と社会参加の促進 強化 1.68 3.01

16 地域の将来を担う人材の育成 強化 1.56 3.17

17 自然・歴史・文化を活かした生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成 再検討 1.62 2.45

18 全ての人の幸せにつながる人権教育・人権啓発の推進 再検討 1.57 2.53

19 唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 維持 1.94 2.88

20 文化活動の継承と文化交流の推進 見直し 1.84 2.51

21 スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 再検討 1.72 2.39

22 自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 見直し 1.92 2.69

23 人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 再検討 1.58 2.36

24 男女共同参画の推進と、女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり 再検討 1.59 2.60

25 市民との協働によるまちづくりの推進 再検討 1.52 2.41

26 市民参画につながる広報広聴の充実 再検討 1.5 2.17

27 組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 再検討 1.47 2.40

28 健全で効率的な財政基盤の強化 強化 1.48 2.86

平均
（分類軸）

1.83 2.81

：見直し

：維持

：再検討

：強化
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ポートフォリオ分析のイメージ

施策の重要度は低いが、

満足度は高いもの

改善の必要性が低い施策

見 直 し

施策の重要度が高く、

満足度も高いもの

現状の水準を維持する施策

維 持

施策の重要度が低く、

満足度も低いもの

現状維持またはあり方について

検討を要する施策

再 検 討

施策の重要度は高いが、

満足度は低いもの

優先して改善を要する施策

強 化

満足度 平均値

低い 満足度 高い

高
い

重
要
度

低
い
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度の関係（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度の平均点（地区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 重要度
全体 1.83 2.81

唐津地区 1.86 2.82
浜玉地区 1.89 2.91
厳木地区 1.72 2.94
相知地区 1.86 2.76

北波多地区 1.88 2.71
肥前地区 1.43 2.64
鎮西地区 1.91 2.74
呼子地区 1.53 2.83
七山地区 1.55 2.53

：全体の平均点より大きい地区
：全体の平均点より小さい地区

平均点

1 消防防災体制の整備

2 地域防災力の向上と充実

3 自然と調和する快適な

生活環境の保全

4 良質な飲料水の安定供給
5 中心部から各地域

への交通網の整備

6 安らぎと安心をあたえる

住環境の整備
7 後継者が育つ魅力あ

る農林水産業の振興

8 地域の魅力アップに

よる商工業の活性化

9 コスメティック産業をはじめとした企業誘致

10 再生可能エネル

ギー関連産業の集積

11 持続可能で安定した

救急医療体制の整備

12 市民のこころとから

だの健康づくり

13 安心して出産や子育

てができる環境の整備

14 高齢者が元気に暮らせる環境づくり

15 障がいのある人の自立と

社会参加の促進

16 地域の将来を担う

人材の育成

17 生涯学習環境の整備

と地域コミュニティの形成
18 人権教育・人権啓発の推進

19 唐津らしさが輝く

交流による観光まち

づくり

20 文化活動の継承と文化交流の推進

21 スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進

22 自然、歴史、文化を

活かした景観等の整備

23 人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備

24 男女共同参画の推進と、女性も男

性も活き活きと輝ける環境づくり

25 市民との協働によ

るまちづくりの推進

26 市民参画につながる広報広聴の充実

27 組織の変化に柔軟

な庁舎運営の推進

28 健全で効率的な

財政基盤の強化

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3

強化 維持

満足度 平均1.83

重要度 平均2.81

満足度 点数

再検討 見直し

重
要
度

点
数

◆数字＝施策番号
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度（点数表）（地区別：その１） 

地区

施策の内容 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

消防防災体制の整備 2.37 3.21 2.37 3.21 2.46 3.24 2.59 3.36 2.36 3.21

地域防災力の向上と充実 2.18 3.16 2.19 3.17 2.34 3.30 2.08 2.94 2.29 3.18

自然と調和する快適な生活環境の保全 2.31 2.86 2.36 2.85 2.31 3.02 2.00 2.74 2.43 2.96

良質な飲料水の安定供給 2.85 3.33 2.91 3.37 2.85 3.41 3.24 3.53 2.82 3.30

中心部から各地域への交通網の整備 1.97 3.17 2.03 3.11 2.10 3.19 1.84 3.53 1.83 3.32

安らぎと安心をあたえる住環境の整備 2.29 2.99 2.37 3.03 2.41 3.17 2.24 3.28 2.25 2.84

後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 1.51 2.96 1.51 2.92 1.56 3.03 1.54 3.43 1.51 2.89

地域の魅力アップによる商工業の活性化 1.61 3.01 1.63 3.01 1.59 3.17 1.43 3.30 1.57 2.91

コスメティック産業をはじめとした企業誘致 1.45 2.30 1.47 2.31 1.42 2.26 1.51 2.71 1.61 2.44

再生可能エネルギー関連産業の集積 1.47 2.62 1.50 2.66 1.42 2.71 1.42 2.73 1.81 2.76

持続可能で安定した救急医療体制の整備 2.31 3.50 2.37 3.49 2.34 3.57 2.08 3.62 2.16 3.39

市民のこころとからだの健康づくり 2.04 2.88 2.09 2.87 2.13 3.16 1.70 2.89 1.97 2.65

安心して出産や子育てができる環境の整備 1.94 3.17 1.99 3.14 2.05 3.34 1.67 3.15 1.88 3.06

高齢者が元気に暮らせる環境づくり 1.91 3.14 1.93 3.13 1.99 3.28 1.76 3.46 1.91 3.13

障がいのある人の自立と社会参加の促進 1.68 3.01 1.73 3.04 1.69 3.16 1.44 3.15 1.75 2.87

地域の将来を担う人材の育成 1.56 3.17 1.53 3.14 1.58 3.30 1.56 3.35 1.79 3.13

自然・歴史・文化を活かした
生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成

1.62 2.45 1.61 2.45 1.74 2.59 1.36 2.64 1.71 2.51

全ての人の幸せにつながる
人権教育・人権啓発の推進

1.57 2.53 1.57 2.53 1.73 2.75 1.49 2.62 1.53 2.49

唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 1.94 2.88 1.95 2.90 1.93 2.88 1.97 2.82 2.06 2.93

文化活動の継承と文化交流の推進 1.84 2.51 1.84 2.60 1.97 2.36 1.67 2.38 1.92 2.48

スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 1.72 2.39 1.76 2.44 1.83 2.39 1.58 2.30 1.75 2.33

自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 1.92 2.69 1.99 2.72 1.89 2.77 1.51 2.76 1.87 2.61

人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 1.58 2.36 1.62 2.35 1.64 2.43 1.08 2.15 1.52 2.20

男女共同参画の推進と、
女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

1.59 2.60 1.62 2.61 1.69 2.75 1.43 2.89 1.63 2.41

市民との協働によるまちづくりの推進 1.52 2.41 1.55 2.43 1.53 2.49 1.40 2.63 1.55 2.21

市民参画につながる広報広聴の充実 1.50 2.17 1.52 2.21 1.62 2.18 1.59 2.45 1.54 2.03

組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 1.47 2.40 1.49 2.40 1.54 2.50 1.46 2.69 1.55 2.27

健全で効率的な財政基盤の強化 1.48 2.86 1.52 2.88 1.48 2.97 1.43 2.94 1.47 2.79

平均点 1.83 2.81 1.86 2.82 1.89 2.91 1.72 2.94 1.86 2.76

：平均点より大きいもの（満足度）

：平均点より大きいもの（重要度）

全体 唐津地区 浜玉地区 厳木地区 相知地区

 

 

満足度 重要度 配点 

満足である 重要である(優先すべき) 4 

やや満足である やや重要である 3 

やや不満である あまり重要ではない 2 

不満である 重要ではない(縮小すべき) 1 
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度（点数表）（地区別：その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 重要度 配点 

満足である 重要である(優先すべき) 4 

やや満足である やや重要である 3 

やや不満である あまり重要ではない 2 

不満である 重要ではない(縮小すべき) 1 

 

 

地区

施策の内容 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

消防防災体制の整備 2.44 2.97 1.80 3.19 2.55 2.93 2.11 3.36 2.42 3.41

地域防災力の向上と充実 2.39 2.97 1.69 3.13 2.14 2.98 1.79 3.36 2.20 2.95

自然と調和する快適な生活環境の保全 2.28 2.76 1.96 2.69 2.08 2.59 2.22 3.07 2.16 2.68

良質な飲料水の安定供給 2.73 3.29 2.48 3.02 2.63 3.22 2.55 3.21 2.35 2.65

中心部から各地域への交通網の整備 2.03 3.03 1.42 3.39 1.94 3.23 1.93 3.43 1.54 3.27

安らぎと安心をあたえる住環境の整備 2.18 2.71 1.47 2.56 2.25 2.91 1.93 2.75 1.79 2.68

後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 1.55 2.79 1.25 3.06 1.71 3.13 1.50 3.31 1.42 2.73

地域の魅力アップによる商工業の活性化 1.81 2.82 1.49 3.02 1.77 2.88 1.24 2.86 1.48 2.73

コスメティック産業をはじめとした企業誘致 1.44 2.00 1.09 2.09 1.51 2.20 1.28 2.50 0.96 1.91

再生可能エネルギー関連産業の集積 2.00 2.45 1.12 2.53 1.16 1.94 0.83 2.25 1.36 2.73

持続可能で安定した救急医療体制の整備 2.25 3.34 2.00 3.51 2.33 3.44 1.93 3.44 2.20 3.55

市民のこころとからだの健康づくり 1.72 2.60 1.74 2.86 2.28 2.89 1.52 3.00 1.88 2.62

安心して出産や子育てができる環境の整備 1.90 3.20 1.61 3.29 1.86 3.09 1.45 2.93 1.88 3.39

高齢者が元気に暮らせる環境づくり 1.76 2.77 1.65 3.10 1.98 3.16 1.67 3.36 1.92 2.78

障がいのある人の自立と社会参加の促進 1.69 2.91 1.33 2.67 1.60 3.00 1.31 2.86 1.67 2.78

地域の将来を担う人材の育成 1.78 3.18 1.29 3.15 1.78 2.96 1.37 3.24 1.54 3.14

自然・歴史・文化を活かした
生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成

1.72 2.30 1.10 2.28 1.81 2.38 1.66 2.43 1.32 2.00

全ての人の幸せにつながる
人権教育・人権啓発の推進

1.58 2.47 1.30 2.43 1.57 2.23 1.34 2.44 1.23 2.14

唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 1.79 3.03 1.49 2.47 2.44 2.87 1.72 2.89 1.72 2.45

文化活動の継承と文化交流の推進 1.87 2.63 1.43 1.98 2.08 2.56 1.55 2.39 1.38 1.95

スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 1.63 2.39 1.33 1.77 1.88 2.60 1.28 2.36 1.16 1.62

自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 2.00 2.50 1.41 2.28 2.20 2.67 1.63 2.97 1.52 2.32

人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 1.55 2.34 1.27 2.34 2.02 2.61 1.21 2.46 0.96 1.95

男女共同参画の推進と、
女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

1.78 2.76 1.18 2.54 1.63 2.51 1.31 2.46 0.92 1.71

市民との協働によるまちづくりの推進 1.74 2.24 1.08 2.13 1.66 2.44 1.17 2.32 1.19 2.14

市民参画につながる広報広聴の充実 1.72 2.13 0.96 1.87 1.47 2.04 1.07 2.11 1.08 1.77

組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 1.53 2.48 0.96 2.15 1.63 2.47 1.14 2.54 1.12 2.10

健全で効率的な財政基盤の強化 1.72 2.84 1.08 2.53 1.57 2.72 1.20 3.00 1.15 2.59

平均点 1.88 2.71 1.43 2.64 1.91 2.74 1.53 2.83 1.55 2.53

：平均点より大きいもの（満足度）

：平均点より大きいもの（重要度）

北波多地区 肥前地区 鎮西地区 呼子地区 七山地区
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（性別・年齢別） 

・性別では、満足度及び重要度の平均点が、男性の方が女性より大きくなっているもの

の、各施策の内容では大きな差はみられません。 

・年齢別では、満足度の平均点で、10 歳代及び 70 歳代～80 歳以上が他の年齢より大

きくなっており、重要度の平均点では、10 歳代及び 60 歳代～80 歳以上が他の年齢

より大きくなっています。各施策の内容では、満足度が比較的低く、重要度が比較的

高くなっているものをみると、「後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興」、「地域の

魅力アップによる商工業の活性化」では 10 歳代及び 80 歳以上、「地域の将来を担う

人材の育成」では 30 歳代及び 70 歳代～80 歳以上、「健全で効率的な財政基盤の強

化」では 30 歳代で、他の年齢より大きくなっています。 

 

■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度の平均点（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度の平均点（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 重要度
全体 1.83 2.81

10歳代 2.71 3.03
20歳代 1.82 2.74
30歳代 1.67 2.74
40歳代 1.76 2.60
50歳代 1.60 2.73
60歳代 1.80 2.85
70歳代 1.98 2.89

80歳以上 1.93 3.07

：全体の平均点より大きい年齢層
：全体の平均点より小さい年齢層

平均点

満足度 重要度
全体 1.83 2.81
女性 1.78 2.77
男性 1.90 2.87

その他 0.54 2.96

：全体の平均点より大きい地区
：全体の平均点より小さい地区

平均点
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度（点数表）（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満足度 重要度 配点 

満足である 重要である(優先すべき) 4 

やや満足である やや重要である 3 

やや不満である あまり重要ではない 2 

不満である 重要ではない(縮小すべき) 1 

：平均点より大きいもの（満足度）

：平均点より大きいもの（重要度）

地区

施策の内容 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

消防防災体制の整備 2.37 3.21 2.39 3.29 2.36 3.15 0.00 0.00

地域防災力の向上と充実 2.18 3.16 2.22 3.17 2.17 3.15 0.00 3.00

自然と調和する快適な生活環境の保全 2.31 2.86 2.32 2.88 2.31 2.84 1.00 3.00

良質な飲料水の安定供給 2.85 3.33 2.89 3.35 2.84 3.32 0.00 3.00

中心部から各地域への交通網の整備 1.97 3.17 2.04 3.22 1.93 3.12 1.00 4.00

安らぎと安心をあたえる住環境の整備 2.29 2.99 2.33 3.04 2.26 2.96 0.00 3.00

後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 1.51 2.96 1.57 3.01 1.47 2.93 1.00 3.00

地域の魅力アップによる商工業の活性化 1.61 3.01 1.64 3.10 1.59 2.94 1.00 4.00

コスメティック産業をはじめとした企業誘致 1.45 2.30 1.48 2.38 1.42 2.23 1.00 4.00

再生可能エネルギー関連産業の集積 1.47 2.62 1.48 2.63 1.47 2.64 0.00 1.00

持続可能で安定した救急医療体制の整備 2.31 3.50 2.35 3.49 2.28 3.51 0.00 3.00

市民のこころとからだの健康づくり 2.04 2.88 2.11 2.87 2.00 2.89 1.00 4.00

安心して出産や子育てができる環境の整備 1.94 3.17 1.97 3.20 1.93 3.14 0.00 3.00

高齢者が元気に暮らせる環境づくり 1.91 3.14 1.92 3.06 1.90 3.21 0.00 1.00

障がいのある人の自立と社会参加の促進 1.68 3.01 1.80 3.01 1.60 3.02 0.00 3.00

地域の将来を担う人材の育成 1.56 3.17 1.61 3.27 1.52 3.08 1.00 4.00

自然・歴史・文化を活かした
生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成

1.62 2.45 1.71 2.55 1.55 2.38 1.00 3.00

全ての人の幸せにつながる
人権教育・人権啓発の推進

1.57 2.53 1.68 2.51 1.48 2.55 1.00 3.00

唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 1.94 2.88 2.01 2.93 1.91 2.84 1.00 3.00

文化活動の継承と文化交流の推進 1.84 2.51 1.92 2.57 1.79 2.48 0.00 3.00

スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 1.72 2.39 1.85 2.54 1.63 2.28 0.00 2.00

自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 1.92 2.69 1.98 2.80 1.89 2.61 0.00 3.00

人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 1.58 2.36 1.72 2.54 1.48 2.21 0.00 2.00

男女共同参画の推進と、
女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

1.59 2.60 1.69 2.64 1.51 2.57 1.00 3.00

市民との協働によるまちづくりの推進 1.52 2.41 1.65 2.53 1.43 2.31 1.00 4.00

市民参画につながる広報広聴の充実 1.50 2.17 1.64 2.29 1.40 2.08 1.00 3.00

組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 1.47 2.40 1.62 2.55 1.36 2.30 1.00 4.00

健全で効率的な財政基盤の強化 1.48 2.86 1.58 3.02 1.41 2.77 1.00 4.00

平均点 1.83 2.81 1.90 2.87 1.78 2.77 0.54 2.96

全体 男性 女性 その他
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度（点数表）（年齢別：その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満足度 重要度 配点 

満足である 重要である(優先すべき) 4 

やや満足である やや重要である 3 

やや不満である あまり重要ではない 2 

不満である 重要ではない(縮小すべき) 1 

 

地区

施策の内容 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

消防防災体制の整備 2.37 3.21 3.07 2.80 2.17 3.18 1.99 2.99 2.20 3.13

地域防災力の向上と充実 2.18 3.16 2.36 2.50 2.13 3.11 1.83 2.92 2.16 3.14

自然と調和する快適な生活環境の保全 2.31 2.86 3.47 3.27 2.46 2.93 2.03 2.67 2.40 2.80

良質な飲料水の安定供給 2.85 3.33 3.73 3.20 2.81 3.15 2.60 3.19 2.66 3.21

中心部から各地域への交通網の整備 1.97 3.17 2.93 3.07 2.01 3.41 1.95 3.18 1.98 3.04

安らぎと安心をあたえる住環境の整備 2.29 2.99 3.20 2.87 2.34 3.20 2.15 3.00 2.22 2.76

後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 1.51 2.96 1.87 3.21 1.43 2.80 1.23 2.85 1.46 2.75

地域の魅力アップによる商工業の活性化 1.61 3.01 2.40 3.13 1.64 2.99 1.51 2.94 1.54 2.88

コスメティック産業をはじめとした企業誘致 1.45 2.30 2.07 2.87 1.33 2.20 1.32 2.20 1.43 1.89

再生可能エネルギー関連産業の集積 1.47 2.62 2.17 3.00 1.42 2.33 1.23 2.59 1.47 2.39

持続可能で安定した救急医療体制の整備 2.31 3.50 3.13 3.33 2.27 3.36 2.11 3.56 2.13 3.45

市民のこころとからだの健康づくり 2.04 2.88 3.13 3.00 1.96 2.74 1.82 2.86 1.91 2.70

安心して出産や子育てができる環境の整備 1.94 3.17 3.00 3.47 2.04 3.24 1.88 2.93 1.98 3.05

高齢者が元気に暮らせる環境づくり 1.91 3.14 2.80 3.07 1.94 3.07 1.78 2.88 1.75 2.93

障がいのある人の自立と社会参加の促進 1.68 3.01 2.80 3.33 1.61 2.87 1.50 2.90 1.65 2.88

地域の将来を担う人材の育成 1.56 3.17 2.27 3.13 1.48 3.01 1.30 3.31 1.49 2.94

自然・歴史・文化を活かした
生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成

1.62 2.45 2.73 2.93 1.46 2.54 1.37 2.32 1.51 1.97

全ての人の幸せにつながる
人権教育・人権啓発の推進

1.57 2.53 2.73 3.00 1.68 2.63 1.37 2.46 1.44 2.39

唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 1.94 2.88 3.00 3.27 2.15 2.81 1.88 2.71 1.95 2.63

文化活動の継承と文化交流の推進 1.84 2.51 3.00 3.07 1.92 2.62 1.70 2.26 1.93 2.31

スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 1.72 2.39 2.40 2.73 1.61 2.34 1.77 2.32 1.70 2.21

自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 1.92 2.69 2.93 3.07 2.04 2.57 1.84 2.58 1.86 2.39

人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 1.58 2.36 2.87 2.93 1.56 2.21 1.51 2.20 1.49 2.06

男女共同参画の推進と、
女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

1.59 2.60 2.67 3.00 1.63 2.54 1.46 2.85 1.58 2.33

市民との協働によるまちづくりの推進 1.52 2.41 2.40 2.93 1.51 2.13 1.49 2.54 1.42 2.03

市民参画につながる広報広聴の充実 1.50 2.17 2.27 2.73 1.37 2.06 1.37 2.04 1.39 1.77

組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 1.47 2.40 2.20 2.93 1.44 2.04 1.34 2.41 1.26 2.10

健全で効率的な財政基盤の強化 1.48 2.86 2.40 2.93 1.49 2.68 1.46 3.12 1.28 2.73

平均点 1.83 2.81 2.71 3.03 1.82 2.74 1.67 2.74 1.76 2.60

：平均点より大きいもの（満足度）

：平均点より大きいもの（重要度）

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代
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■唐津市の取り組みに対する満足度・重要度（点数表）（年齢別：その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

満足度 重要度 配点 

満足である 重要である(優先すべき) 4 

やや満足である やや重要である 3 

やや不満である あまり重要ではない 2 

不満である 重要ではない(縮小すべき) 1 

 

地区

施策の内容 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度 満足度 重要度

消防防災体制の整備 2.34 3.39 2.32 3.18 2.52 3.21 2.70 3.33

地域防災力の向上と充実 2.06 3.28 2.10 3.12 2.30 3.21 2.52 3.32

自然と調和する快適な生活環境の保全 2.18 2.89 2.21 2.81 2.30 2.83 2.50 3.05

良質な飲料水の安定供給 2.78 3.39 2.80 3.32 2.98 3.45 3.14 3.48

中心部から各地域への交通網の整備 1.80 3.08 1.82 3.15 2.07 3.20 2.14 3.35

安らぎと安心をあたえる住環境の整備 2.23 3.03 2.15 2.92 2.41 3.01 2.44 3.28

後継者が育つ魅力ある農林水産業の振興 1.33 2.86 1.46 3.00 1.69 3.04 1.70 3.33

地域の魅力アップによる商工業の活性化 1.47 2.87 1.57 3.09 1.68 3.02 1.72 3.25

コスメティック産業をはじめとした企業誘致 1.34 2.24 1.45 2.48 1.48 2.30 1.53 2.65

再生可能エネルギー関連産業の集積 1.47 2.64 1.51 2.80 1.53 2.63 1.53 3.03

持続可能で安定した救急医療体制の整備 2.03 3.53 2.21 3.50 2.61 3.49 2.47 3.63

市民のこころとからだの健康づくり 1.71 2.78 1.94 2.84 2.32 3.01 2.25 3.17

安心して出産や子育てができる環境の整備 1.61 3.06 1.92 3.25 2.09 3.18 1.87 3.35

高齢者が元気に暮らせる環境づくり 1.64 3.08 1.81 3.21 2.15 3.28 2.03 3.39

障がいのある人の自立と社会参加の促進 1.39 2.90 1.60 3.04 1.93 3.17 1.74 3.13

地域の将来を担う人材の育成 1.26 3.13 1.56 3.15 1.70 3.29 1.77 3.28

自然・歴史・文化を活かした
生涯学習環境の整備と地域コミュニティの形成

1.35 2.16 1.62 2.62 1.79 2.56 1.73 2.91

全ての人の幸せにつながる
人権教育・人権啓発の推進

1.23 2.18 1.56 2.59 1.76 2.59 1.64 2.90

唐津らしさが輝く交流による観光まちづくり 1.73 2.87 1.91 2.92 2.02 2.95 1.88 3.07

文化活動の継承と文化交流の推進 1.53 2.32 1.85 2.57 1.91 2.61 1.75 2.77

スポーツ環境の充実とスポーツ交流の促進 1.40 2.18 1.71 2.46 1.87 2.44 1.73 2.66

自然、歴史、文化を活かした景観等の整備 1.72 2.61 1.93 2.80 2.00 2.75 1.95 3.01

人、物、文化の交流拠点としての港湾の整備 1.30 2.20 1.59 2.39 1.71 2.52 1.64 2.70

男女共同参画の推進と、
女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

1.18 2.38 1.64 2.65 1.76 2.65 1.54 2.85

市民との協働によるまちづくりの推進 1.18 2.26 1.56 2.38 1.69 2.57 1.55 2.85

市民参画につながる広報広聴の充実 1.24 2.01 1.50 2.21 1.68 2.28 1.64 2.72

組織の変化に柔軟な庁舎運営の推進 1.16 2.32 1.56 2.42 1.72 2.65 1.49 2.64

健全で効率的な財政基盤の強化 1.16 2.73 1.54 2.91 1.67 2.91 1.52 2.99

平均点 1.60 2.73 1.80 2.85 1.98 2.89 1.93 3.07

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

：平均点より大きいもの（満足度）

：平均点より大きいもの（重要度）
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５ 今後の唐津市について 
 

問８ あなたが、今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方

がよいと考える施策・事業は何ですか。（複数回答：５つまで） 

 

今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方がよいと考える施策・事業

については、「高齢者福祉の充実」が 44.0%と最も多く、次いで、「保健・医療の充実」

が 36.4%、「児童福祉の充実」が 33.7%、「企業誘致の促進」が 24.2%と続いています。 

 

地区別にみると、割合が高いものから 5 番目までの今後取り組むべき施策・事業につい

ては、以下のようになっています。 

 

○割合が高いものから 5 番目までの今後取り組むべき施策・事業 

・高齢者福祉の充実：全地区 

・保健・医療の充実：全地区 

・児童福祉の充実：8 地区 

唐津、浜玉、相知、北波多、肥前、鎮西、呼子、七山地区 

・企業誘致の促進：5 地区 

唐津、厳木、相知、北波多、鎮西地区 

・地域の将来を担う人材の育成：3 地区 

厳木、相知、北波多地区 

・中心部から周辺部まで 30 分圏域の交通網整備：4 地区 

厳木、肥前、鎮西、呼子地区 

・障がい者福祉の充実：2 地区 

浜玉、肥前地区 

・消防防災施設・装備の充実強化：2 地区 

浜玉、七山地区 

・福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備：2 地区 

唐津、呼子地区 

・住宅環境の整備：1 地区 

七山地区 

・魅力ある水産業の振興：1 地区 

呼子地区 

・市民との協働による行政の推進：1 地区 

呼子地区 
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【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・商業施設、大学の誘致（５） 

・子育て支援（３） 

・職場の環境づくり（２） 

・少子化対策 

・特色ある誇り高い自治体の創立 

・全般的に施策を見直し、効果的に行財政基盤を建て直す 

・老人、子ども福祉の一元化 

・後継者支援の拡充 

・街灯等の設備を整える 

・風力発電の見直し 

・大雨の後の機械による西の浜清掃の回数増 
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■今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方がよいと考える 

施策・事業（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.0

36.4

33.7

24.2

23.8

21.8

21.8

21.3

18.2

15.7

15.0

13.3

13.1

12.5

11.8

11.7

10.6

8.2

8.2

7.0

6.3

6.2

6.1

5.7

4.9

4.7

4.5

4.0

4.0

3.6

3.5

3.5

2.9

2.9

2.6

2.4

2.1

1.8

2.1

4.5

46.9

38.6

32.3

27.3

21.6

17.4

10.8

14.8

10.6

17.2

20.1

9.7

14.9

8.0

13.5

11.6

10.9

8.0

13.2

9.3

8.2

6.5

11.6

5.3

6.3

5.6

3.7

4.8

5.7

2.1

5.2

2.3

4.4

4.4

1.9

2.1

1.5

4.0

1.8

7.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者福祉の充実

保健・医療の充実

児童福祉の充実

企業誘致の促進

地域の将来を担う人材の育成

障がい者福祉の充実

消防防災施設・装備の充実強化

福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備

中心部から周辺部まで３０分圏域の交通網整備

観光の振興

地域に密着した商業の活性化

公園等の整備

自然と共生する環境保全の推進

住宅環境の整備

魅力ある農林業の振興

地域特性を活かした土地利用の推進

健全で効率的な行財政基盤の強化

生活排水処理施設の整備

高度な行政機構の確立と職員の資質向上

バリアフリー化の推進

魅力ある水産業の振興

開かれた教育体制の構築

地場産業技術を活かした工業の振興

スポーツ交流と健康づくり

創造的な産業活動の振興

リデュース、リユース及びリサイクルの推進

住民が集う拠点づくり

地域コミュニティづくり

文化芸術の振興

高度情報通信網の整備

市民との協働による行政の推進

情報公開の推進

港湾機能の充実

市民活動支援体制の充実（NPO、ボランティア等）

個性を活かした離島振興

人権教育・人権啓発の推進

水資源有効利用ネットワークづくり

国際交流の推進

その他

無回答

今回（N＝1,213）

前回（N＝827）

＜複数回答＞
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■今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方がよいと考える 

施策・事業（地区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

高齢者福祉の充実 44.0 44.5 40.3 57.9 42.7 35.1 44.4 43.4 43.3 53.8

保健・医療の充実 36.4 36.5 37.2 31.6 34.1 24.3 55.6 41.5 33.3 34.6

児童福祉の充実 33.7 34.0 43.4 26.3 24.4 29.7 40.7 28.3 26.7 34.6

企業誘致の促進 24.2 24.3 22.5 34.2 31.7 24.3 11.1 28.3 20.0 15.4

地域の将来を担う人材の育成 23.8 22.9 24.0 42.1 30.5 27.0 16.7 17.0 20.0 30.8

障がい者福祉の充実 21.8 22.4 27.9 15.8 17.1 13.5 24.1 15.1 23.3 26.9

消防防災施設・装備の充実強化 21.8 23.1 27.1 10.5 23.2 18.9 14.8 9.4 10.0 38.5

福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備 21.3 24.4 15.5 5.3 18.3 16.2 16.7 18.9 26.7 19.2

中心部から周辺部まで３０分圏域の交通網整備 18.2 16.6 18.6 28.9 22.0 16.2 20.4 28.3 33.3 7.7

観光の振興 15.7 17.2 17.8 2.6 17.1 13.5 5.6 17.0 10.0 7.7

地域に密着した商業の活性化 15.0 16.2 15.5 18.4 13.4 13.5 9.3 13.2 6.7 15.4

公園等の整備 13.3 13.7 17.1 18.4 11.0 18.9 7.4 5.7 16.7 3.8

自然と共生する環境保全の推進 13.1 11.5 18.6 13.2 12.2 18.9 18.5 11.3 13.3 19.2

住宅環境の整備 12.5 10.6 16.3 18.4 14.6 13.5 13.0 15.1 10.0 34.6

魅力ある農林業の振興 11.8 8.2 13.2 21.1 22.0 16.2 18.5 18.9 20.0 26.9

地域特性を活かした土地利用の推進 11.7 9.9 13.2 23.7 18.3 5.4 11.1 11.3 16.7 23.1

健全で効率的な行財政基盤の強化 10.6 11.8 8.5 15.8 11.0 10.8 3.7 1.9 10.0 7.7

生活排水処理施設の整備 8.2 7.4 7.0 5.3 7.3 13.5 18.5 13.2 16.7 3.8

高度な行政機構の確立と職員の資質向上 8.2 7.4 8.5 15.8 6.1 5.4 14.8 3.8 10.0 19.2

バリアフリー化の推進 7.0 7.4 6.2 5.3 7.3      - 14.8 3.8 10.0 3.8

魅力ある水産業の振興 6.3 6.7 7.0 2.6      -      - 1.9 13.2 26.7 3.8

開かれた教育体制の構築 6.2 6.3 7.0      - 4.9 13.5 7.4 5.7 6.7 3.8

地場産業技術を活かした工業の振興 6.1 7.1 3.9 5.3 2.4 5.4 3.7 5.7      - 11.5

スポーツ交流と健康づくり 5.7 7.0 3.1 7.9 1.2 2.7 3.7 5.7 10.0      -

創造的な産業活動の振興 4.9 5.5 4.7 2.6 3.7 2.7 5.6 3.8      - 7.7

リデュース、リユース及びリサイクルの推進 4.7 5.1 3.1 13.2 6.1      -      - 3.8 6.7 3.8

住民が集う拠点づくり 4.5 4.8 1.6 5.3 4.9 8.1 1.9 9.4 3.3 3.8

地域コミュニティづくり 4.0 4.0 1.6 7.9 1.2 2.7 3.7 7.5 13.3 3.8

文化芸術の振興 4.0 4.6 4.7 2.6 2.4      -      - 9.4      -      -

高度情報通信網の整備 3.6 3.8 1.6 2.6 7.3 8.1 1.9 1.9 3.3 3.8

市民との協働による行政の推進 3.5 3.1 3.1 2.6      - 5.4 1.9 5.7 26.7      -

情報公開の推進 3.5 4.4 2.3      - 2.4 8.1 1.9      -      -      -

港湾機能の充実 2.9 3.5 2.3 2.6 1.2 2.7      - 3.8 3.3      -

市民活動支援体制の充実（NPO、ボランティア等） 2.9 3.2 1.6 7.9 2.4      - 5.6 1.9      -      -

個性を活かした離島振興 2.6 2.5 1.6 2.6 2.4 5.4 3.7 5.7 3.3      -

人権教育・人権啓発の推進 2.4 2.5 2.3 5.3 1.2      - 5.6 1.9      -      -

水資源有効利用ネットワークづくり 2.1 2.1 0.8      - 1.2 5.4 9.3 1.9      -      -

国際交流の推進 1.8 1.9 0.8      - 2.4      - 1.9 3.8 3.3      -

その他 2.1 2.5 3.1      -      -      -      - 5.7      -      -

無回答 4.5 3.4 2.3      - 7.3 13.5 7.4 3.8      -      -

：割合が高いものから５番目までのもの
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「企業誘致の促進」、「福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備」

では男性の方が女性より多くなっている一方、「高齢者福祉の充実」、「障がい者福祉

の充実」、「保健・医療の充実」では女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では、10 歳代で「自然と共生する環境保全の推進」及び「住民が集う拠点づ

くり」が他の年齢より多くなっている一方、10 歳代で「保健・医療の充実」、20 歳

代で「地域の将来を担う人材の育成」、50 歳代及び 80 歳以上で「公園等の整備」、

70 歳代～80 歳以上で「福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備」が他の年齢より少な

くなっています。 

 

■今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方がよいと考える 

施策・事業（性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 1,213 677 495 1

高齢者福祉の充実 44.0 47.1 39.8      -

保健・医療の充実 36.4 40.3 32.1      -

児童福祉の充実 33.7 35.9 31.3      -

企業誘致の促進 24.2 18.3 32.5      -

地域の将来を担う人材の育成 23.8 22.2 26.5 100.0

障がい者福祉の充実 21.8 24.2 19.0      -

消防防災施設・装備の充実強化 21.8 22.9 21.0      -

福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備 21.3 18.6 25.9 100.0

中心部から周辺部まで３０分圏域の交通網整備 18.2 18.8 18.0      -

観光の振興 15.7 16.4 15.6      -

地域に密着した商業の活性化 15.0 15.8 14.7 100.0

公園等の整備 13.3 13.6 12.7 100.0

自然と共生する環境保全の推進 13.1 13.4 12.9      -

住宅環境の整備 12.5 13.0 11.9      -

魅力ある農林業の振興 11.8 10.2 14.1      -

地域特性を活かした土地利用の推進 11.7 9.7 14.3      -

健全で効率的な行財政基盤の強化 10.6 11.7 9.3      -

生活排水処理施設の整備 8.2 7.7 8.9      -

高度な行政機構の確立と職員の資質向上 8.2 7.2 9.5      -

バリアフリー化の推進 7.0 8.1 5.5      -

魅力ある水産業の振興 6.3 5.2 7.7      -

開かれた教育体制の構築 6.2 5.9 6.7      -

地場産業技術を活かした工業の振興 6.1 4.6 8.3      -

スポーツ交流と健康づくり 5.7 5.2 6.9      -

創造的な産業活動の振興 4.9 3.0 7.5      -

リデュース、リユース及びリサイクルの推進 4.7 6.4 2.6      -

住民が集う拠点づくり 4.5 5.3 3.4      -

地域コミュニティづくり 4.0 4.0 4.2      -

文化芸術の振興 4.0 4.1 4.0      -

高度情報通信網の整備 3.6 2.1 5.9      -

市民との協働による行政の推進 3.5 3.2 3.8      -

情報公開の推進 3.5 3.2 4.0      -

港湾機能の充実 2.9 1.5 4.8      -

市民活動支援体制の充実（NPO、ボランティア等） 2.9 3.7 2.0      -

個性を活かした離島振興 2.6 2.4 3.0      -

人権教育・人権啓発の推進 2.4 2.2 2.8      -

水資源有効利用ネットワークづくり 2.1 1.9 2.6      -

国際交流の推進 1.8 1.5 2.4      -

その他 2.1 2.2 2.0 100.0

無回答 4.5 3.8 3.2      -

：割合が高いものから５番目までのもの
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■今後、特に力を入れるべき、あるいは、優先的に実施した方がよいと考える 

施策・事業（年齢別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1,213 15 72 94 164 167 256 264 151

高齢者福祉の充実 44.0 20.0 22.2 20.2 27.4 37.1 53.1 55.7 60.3

保健・医療の充実 36.4 13.3 38.9 33.0 38.4 34.7 39.8 35.6 36.4

児童福祉の充実 33.7 20.0 52.8 59.6 45.7 29.9 28.9 25.0 26.5

企業誘致の促進 24.2 26.7 18.1 18.1 23.2 31.1 25.8 21.6 26.5

地域の将来を担う人材の育成 23.8 20.0 15.3 19.1 18.9 23.4 27.0 27.7 26.5

障がい者福祉の充実 21.8 13.3 33.3 25.5 29.3 20.4 16.0 20.8 22.5

消防防災施設・装備の充実強化 21.8 13.3 27.8 31.9 26.2 26.3 18.0 17.8 20.5

福岡・佐賀都市圏等広域交通網の整備 21.3 40.0 37.5 29.8 25.0 21.6 24.6 14.8 10.6

中心部から周辺部まで３０分圏域の交通網整備 18.2 20.0 16.7 14.9 18.3 16.8 20.7 20.1 17.9

観光の振興 15.7 20.0 22.2 14.9 22.6 16.8 16.0 11.4 12.6

地域に密着した商業の活性化 15.0 6.7 13.9 13.8 17.1 18.0 12.9 17.0 13.9

公園等の整備 13.3      - 23.6 23.4 14.6 7.8 13.7 13.6 7.9

自然と共生する環境保全の推進 13.1 26.7 9.7 23.4 12.8 10.8 10.9 15.2 10.6

住宅環境の整備 12.5 6.7 16.7 16.0 17.1 16.8 13.7 7.2 7.3

魅力ある農林業の振興 11.8 6.7 8.3 3.2 9.8 10.8 15.6 15.9 11.3

地域特性を活かした土地利用の推進 11.7 13.3 6.9 8.5 9.1 13.2 12.5 16.3 6.6

健全で効率的な行財政基盤の強化 10.6      - 8.3 8.5 15.9 13.2 9.4 11.0 7.3

生活排水処理施設の整備 8.2 13.3 2.8 6.4 5.5 11.4 9.0 8.0 11.3

高度な行政機構の確立と職員の資質向上 8.2      - 2.8 6.4 6.1 7.8 5.9 15.2 6.6

バリアフリー化の推進 7.0 13.3 1.4 8.5 6.7 3.0 7.8 6.8 11.9

魅力ある水産業の振興 6.3 6.7 6.9 8.5 6.7 5.4 7.4 6.4 4.6

開かれた教育体制の構築 6.2 6.7 9.7 14.9 14.6 2.4 3.9 4.2 2.6

地場産業技術を活かした工業の振興 6.1      - 1.4 3.2 4.9 8.4 6.6 6.1 8.6

スポーツ交流と健康づくり 5.7 6.7 6.9 6.4 7.9 6.6 4.3 4.2 6.6

創造的な産業活動の振興 4.9 6.7 2.8 1.1 3.7 6.0 3.9 7.2 6.6

リデュース、リユース及びリサイクルの推進 4.7 6.7 6.9 5.3 4.9 6.0 4.7 4.2 3.3

住民が集う拠点づくり 4.5 20.0 1.4 6.4 3.7 4.2 4.3 5.3 4.0

地域コミュニティづくり 4.0      - 8.3 2.1 4.3 1.8 3.5 4.9 4.6

文化芸術の振興 4.0 6.7 4.2 3.2 1.8 7.2 3.9 3.0 5.3

高度情報通信網の整備 3.6 6.7 4.2 2.1 6.7 7.8 3.5 0.4 2.6

市民との協働による行政の推進 3.5      - 2.8 1.1 2.4 1.8 2.7 6.1 6.0

情報公開の推進 3.5 6.7 5.6 2.1 3.7 3.0 2.0 4.2 5.3

港湾機能の充実 2.9      - 2.8 3.2 2.4 6.6 3.1 1.9 1.3

市民活動支援体制の充実（NPO、ボランティア等） 2.9 6.7      - 2.1 0.6 2.4 4.7 4.2 2.6

個性を活かした離島振興 2.6 13.3 2.8 3.2 1.8 1.8 2.7 2.7 3.3

人権教育・人権啓発の推進 2.4 6.7 4.2 4.3 1.2 2.4 2.3 3.0      -

水資源有効利用ネットワークづくり 2.1 13.3      - 2.1 3.0 1.8 1.2 1.5 4.6

国際交流の推進 1.8      - 4.2      - 2.4 3.6 1.6 0.8 1.3

その他 2.1      - 8.3 2.1 3.0 4.2 2.0 0.4      -

無回答 4.5 6.7      -      - 1.2 1.8 4.3 5.3 7.9

：割合が高いものから５番目までのもの
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６ 普段の買い物について 
 

問９ 普段の買い物（日用品など）について 

 

（１）買い物の方法（単数回答） 

買い物の方法についてみると、「唐津市内の店」が 88.5％と最も多く、次いで、「自分

は買い物をしない」が 3.1％、「県内の店（唐津市内を除く）」が 1.8％、「インターネット

ショッピング」が 1.3％、「県外の店」が 1.2％となっています。 

 

地区別にみると、厳木地区で「県内の店（唐津市内を除く）」、肥前地区、北波多地区で

「自分は買い物をしない」が他の地区と比べて多くなっています。 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・インターネット配達（３） 

・町外（２） 

 

 
■買い物の方法（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.5 

3.1 

1.8 

1.3 

1.2 

0.7 

3.3 

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

唐津市内の店 自分は買い物をしない
県内の店（唐津市内を除く） インターネットショッピング
県外の店 その他
無回答

＜単数回答＞（N=1,213）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.5 

91.7 

93.0 

63.2 

76.8 

83.8 

83.3 

86.8 

86.7 

96.2 

1.8 

0.4 

0.8 
26.3 

3.7 

5.7 

6.7 

1.2 

1.3 

1.6 
5.3 

1.2 

1.3 

1.6 

3.7 

3.3 

0.7 

0.5 

0.8 

2.6 

1.2 

3.8 

3.1 

2.0 

2.3 

6.1 

13.5 

13.0 

3.3 

3.8 

3.3 

2.4 

1.6 

2.6 

7.3 

2.7 

3.7 

3.8 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

唐津市内の店 県内の店（唐津市内を除く）
県外の店 インターネットショッピング
その他 自分は買い物をしない
無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では、全世代で「唐津市内の店」が最も多く、80 歳以上で、「自分は買い物し

ない」が他の年齢より多くなっています。 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

88.5 

90.3 

87.9 

100.0 

3.1 

2.7 

3.6 

1.8 

1.6 

2.0 

1.3 

0.9 

1.8 

1.2 

0.9 

1.8 

0.7 

0.7 

0.8 

3.3 

3.0 

2.0 

80% 85% 90% 95% 100%

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

唐津市内の店 自分は買い物をしない
県内の店（唐津市内を除く） インターネットショッピング
県外の店 その他
無回答

＜単数回答＞

88.5 

80.0 

86.1 

94.7 

95.1 

88.0 

91.0 

92.8 

72.8 

3.1 

5.6 

1.1 

1.2 

0.8 

1.5 

15.9 

1.8 

1.1 

0.6 

3.6 

3.9 

0.4 

2.0 

1.3 

4.2 

2.1 

1.8 

3.6 

0.4 

0.4 

1.2 

6.7 

2.8 

1.2 

2.4 

1.6 

0.4 

0.7 

0.7 

6.7 

1.4 

1.1 

0.6 

0.4 

0.4 

2.0 

3.3 

6.7 

0.6 

1.2 

2.0 

4.2 

6.6 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

唐津市内の店 自分は買い物をしない
県内の店（唐津市内を除く） インターネットショッピング
県外の店 その他
無回答

＜単数回答＞



 51

（２）買い物の回数（単数回答） 

買い物の回数についてみると、「週に 1～2 回」が 45.5％と最も多く、次いで、「週に 3

～4 回」が 38.8％、「週に 5 回以上」が 13.4％となっています。 

 

地区別にみると、全体的な傾向としては、大きな差は認められませんが、他の地区に比

べて、七山地区で「週に 1～2 回」が多くなっている一方、浜玉地区、相知地区で「週に

5 回以上」が少なくなっています。また、七山地区では「週に５回以上」と回答した人が

いませんでした。 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・月１～２回（４） 

・月２～３回（４） 

・宅配利用（２） 

・半年に１回 

 

■買い物の回数（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.5 38.8 13.4 

1.4 

0.9 

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

週に１～２回 週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞ （N=1,136）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.5 

42.6 

51.6 

54.1 

46.5 

48.4 

51.1 

49.0 

51.7 

60.0 

38.8 

41.0 

36.3 

29.7 

43.7 

29.0 

31.1 

35.3 

31.0 

32.0 

13.4 

14.7 

8.9 

13.5 

8.5 

16.1 

11.1 

13.7 

17.2 

1.4 

1.0 

1.6 
2.7 

1.4 

6.5 

2.2 
2.0 

4.0 

0.9 

0.7 

1.6 

4.4 

4.0 

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

全体（N＝1,136）

唐津地区（N＝713）

浜玉地区（N＝124）

厳木地区（N＝37）

相知地区（N＝71）

北波多地区（N＝31）

肥前地区（N＝45）

鎮西地区（N＝51）

呼子地区（N＝29）

七山地区（N＝25）

週に１～２回 週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「週に 1～2 回」では男性の方が女性より多くなっている一方、

「週に３～４回」では女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では、10 歳代で「週に３～４回」、80 歳以上で「週に 5 回以上」が他の年齢

より少なくなっています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.5 

41.3 

51.6 

100.0 

38.8 

42.1 

34.5 

13.4 

13.8 

12.6 

1.4 

2.2 

0.2 

0.9 

0.6 

1.1 

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

全体

（N＝1,136）

女性（N＝639）

男性（N＝467）

その他（N＝1）

週に１～２回 週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞

45.5 

50.0 

54.4 

47.3 

40.5 

41.1 

45.8 

45.4 

52.1 

38.8 

14.3 

30.9 

38.7 

44.8 

39.3 

36.9 

41.0 

36.8 

13.4 

21.4 

10.3 

14.0 

12.9 

18.4 

16.1 

11.6 

5.1 

1.4 

7.1 

1.5 

0.6 

1.2 

0.8 

1.2 

5.1 

0.9 

7.1 

2.9 

1.2 

0.4 

0.8 

0.9 

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

全体（N＝1,136）

10歳代（N＝14）

20歳代（N＝68）

30歳代（N＝93）

40歳代（N＝163）

50歳代（N＝163）

60歳代（N＝249）

70歳代（N＝249）

80歳以上（N＝117）

週に１～２回 週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞



 54

（３）買い物をする場所に行く主な手段（単数回答） 

買い物をする場所に行く主な手段についてみると、「車」が 84.2％と最も多く、次いで、

「徒歩」が 7.6％、「自転車」が 4.6％、「バス・乗合タクシー」が 1.0％、「移動なし」が

0.7％、「バイク」が 0.5％、「タクシー」が 0.2％、「鉄道」が 0.1％となっています。 

 

地区別にみると、全体的な傾向としては、大きな差は認められませんが、唐津地区で「徒

歩」が他の地区より多くなっています。 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・（家族等に）頼む（４） 

・シニアカーで行く（２） 

・ヘルパーさん 

 

■買い物をする場所に行く主な手段（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.2 7.6 4.6 

1.0 0.7 0.5 0.2 0.1 0.6 

0.6 

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

車 徒歩 自転車
バス・乗合タクシー 移動なし（宅配など） バイク
タクシー 鉄道 その他
無回答

＜単数回答＞（N＝1,136）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.2 

80.9 

91.1 

86.5 

90.1 

83.9 

91.1 

88.2 

89.7 

100.0 

7.6 

10.2 

4.8 

2.7 

1.4 

3.2 

2.0 

4.6 

5.9 

3.2 

2.7 

2.8 
6.5 

2.2 

1.0 

0.4 

5.4 

1.4 

6.7 

3.9 

0.7 

0.8 

2.7 

1.4 

0.5 

0.4 

2.0 

6.9 

0.2 

0.1 

2.0 

0.1 

0.1 

0.6 

0.3 

2.8 

6.5 

2.0 

0.6 

0.7 

0.8 

3.4 

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

全体（N＝1,136）

唐津地区（N＝713）

浜玉地区（N＝124）

厳木地区（N＝37）

相知地区（N＝71）

北波多地区（N＝31）

肥前地区（N＝45）

鎮西地区（N＝51）

呼子地区（N＝29）

七山地区（N＝25）

車 徒歩 自転車
バス・乗合タクシー 移動なし（宅配など） バイク
タクシー 鉄道 その他
無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「車」では男性の方が女性より多くなっている一方、「徒歩」で

は女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では、他の年齢に比べて 10 歳代で「自転車」、80 歳以上で「徒歩」、「バス・

乗合タクシー」が多くなっている一方、10 歳代で「徒歩」と答えた人はいませんで

した。 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.2 

82.2 

87.4 

100.0 

7.6 

9.7 

4.3 

4.6 

4.1 

4.9 

1.0 

1.3 

0.6 

0.7 

0.8 

0.6 

0.5 

0.2 

1.1 

0.2 

0.3 

0.1 

0.2 

0.6 

0.8 

0.4 

0.6 

0.6 

0.6 

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

全体

（N＝1,136）

女性（N＝639）

男性（N＝467）

その他（N＝1）

車 徒歩 自転車
バス・乗合タクシー 移動なし（宅配など） バイク
タクシー 鉄道 その他
無回答

＜単数回答＞

84.2 

64.3 

79.4 

88.2 

90.8 

93.3 

88.8 

82.7 

58.1 

7.6 

10.3 

5.4 

3.1 

4.3 

5.2 

9.6 

17.9 

4.6 

28.6 

5.9 

4.3 

4.3 

1.8 

3.2 
6.0 

6.0 

1.0 

0.4 

1.2 

6.0 

0.7 

2.9 
2.2 

0.4 

2.6 

0.5 

1.6 

1.7 

0.2 

1.7 

0.1 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

4.3 

0.6 

7.1 

1.5 

1.2 

0.6 

1.7 

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

全体（N＝1,136）

10歳代（N＝14）

20歳代（N＝68）

30歳代（N＝93）

40歳代（N＝163）

50歳代（N＝163）

60歳代（N＝249）

70歳代（N＝249）

80歳以上（N＝117）

車 徒歩 自転車
バス・乗合タクシー 移動なし（宅配など） バイク
タクシー 鉄道 その他
無回答

＜単数回答＞
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（４）買い物をする場所までにかかる時間（単数回答） 

買い物をする場所までにかかる時間についてみると、「10 分以上 20 分未満」が 39.5％

と最も多く、次いで「10 分未満」が 32.9％、「20 分以上 30 分未満程度」が 17.8％、

「30 分以上 1 時間未満」が 8.5％、「1 時間以上」が 1.1％となっています。 

 

地区別にみると他の地区に比べて、厳木地区、鎮西地区、七山地区で「10 分未満」、肥

前地区、鎮西地区、呼子地区で「１０分以上２０分未満」が少なくなっています。一方、

北波多地区、肥前地区、鎮西地区、呼子地区、七山地区で「２０分以上３０分未満程度」、

厳木地区、鎮西地区、呼子地区で「30 分以上 1 時間未満」が多くなっています。 

 

■買い物をする場所までにかかる時間（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別 

 

 

 

 

32.9 39.5 17.8 8.5 

1.1 

0.2 

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

１０分未満 １０分以上２０分未満

２０分以上３０分未満程度 ３０分以上１時間未満

１時間以上 無回答

＜単数回答＞ （N=1,121）

32.9 

38.6 

35.0 

11.1 

24.3 

22.6 

24.4 

11.8 

17.9 

8.0 

39.5 

43.9 

45.5 

36.1 

35.7 

41.9 

11.1 

13.7 

14.3 

32.0 

17.8 

12.7 

15.4 

19.4 

24.3 

32.3 

40.0 

33.3 

32.1 

44.0 

8.5 

4.1 

4.1 

27.8 

14.3 

20.0 

35.3 

35.7 

16.0 

1.1 
0.7 

2.8 

3.2 

4.4 

5.9 

0.2 

2.8 

1.4 

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

全体（N＝1,121）

唐津地区（N＝702）

浜玉地区（N＝123）

厳木地区（N＝36）

相知地区（N＝70）

北波多地区（N＝31）

肥前地区（N＝45）

鎮西地区（N＝51）

呼子地区（N＝28）

七山地区（N＝25）

１０分未満 １０分以上２０分未満
２０分以上３０分未満程度 ３０分以上１時間未満
１時間以上 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では、全体的な傾向としては大きな差はみられませんが、10 歳代で「20 分以

上 30 分未満程度」が他の年齢に比べて少なくなっています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.9 

38.5 

29.2 

37.4 

36.6 

35.8 

32.7 

30.5 

30.4 

39.5 

38.5 

49.2 

39.6 

39.8 

38.9 

37.1 

37.3 

42.0 

17.8 

7.7 

15.4 

14.3 

16.1 

13.0 

20.6 

22.5 

16.1 

8.5 

15.4 

4.6 

8.8 

6.2 

11.7 

8.5 

7.6 

9.8 

1.1 

1.5 

1.2 

0.6 

1.2 

1.2 

1.8 

0.2 

0.8 

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

全体（N＝1,121）

10歳代（N＝13）

20歳代（N＝65）

30歳代（N＝91）

40歳代（N＝161）

50歳代（N＝162）

60歳代（N＝248）

70歳代（N＝249）

80歳以上（N＝112）

１０分未満 １０分以上２０分未満
２０分以上３０分未満程度 ３０分以上１時間未満
１時間以上 無回答

＜単数回答＞

32.9 

34.9 

30.6 

39.5 

38.6 

42.1 

100.0 

17.8 

16.8 

18.0 

8.5 

7.9 

8.7 

1.1 

1.6 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

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

全体

（N＝1,121）

女性（N＝630）

男性（N＝461）

その他（N＝1）

１０分未満 １０分以上２０分未満
２０分以上３０分未満程度 ３０分以上１時間未満
１時間以上 無回答

＜単数回答＞
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７ 近居の家族について 
 

問 10 近居（１時間以内で行き来できる距離に住む）の家族について 

 

（１）近居の家族（単数回答） 

近居の家族についてみると、「いない（同居を含む）」が 23.2％と最も多く、次いで、「娘」

が 13.2％、「両親」が 12.9％、「母親」が 10.4％、「息子」が 9.9％、「息子・娘」が 7.7％、

「父親」が 4.0％となっています。 

 

地区別にみると、厳木地区、北波多地区、七山地区で「いない（同居を含む）」が他の

地区に比べて少なくなっています。 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・弟（２５） 

・兄（２０） 

・姉（１６） 

・妹（１２） 

・他親族（１０） 

・きょうだい家族（６） 

・妻、夫（３） 

・子 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 13.2 12.9 10.4 9.9 7.7 4.0 12.1 6.5 

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

いない（同居を含む） 娘 両親
母親 息子 息子・娘
父親 その他 無回答

＜単数回答＞（N=1.213）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 

22.8 

23.3 

10.5 

28.0 

16.2 

27.8 

34.0 

33.3 

15.4 

13.2 

12.3 

10.9 

18.4 

19.5 

10.8 

16.7 

17.0 

10.0 

19.2 

12.9 

14.6 

14.7 

7.9 

9.8 

10.8 

9.3 

9.4 

11.5 

10.4 

10.7 

13.2 

10.5 

7.3 

10.8 

7.4 

5.7 

13.3 

11.5 

9.9 

9.9 

12.4 

15.8 

6.1 

10.8 

9.3 

3.8 

3.3 

15.4 

7.7 

6.8 

4.7 

13.2 

9.8 

16.2 

11.1 

11.3 

13.3 

3.8 

4.0 

4.3 

7.0 

5.3 

3.7 

2.7 

1.9 

12.1 

13.1 

8.5 

10.5 

8.5 

16.2 

5.6 

9.4 

23.3 

23.1 

6.5 

5.4 

5.4 

7.9 

7.3 

5.4 

13.0 

7.5 

3.3 

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

全体（N＝1,213）

唐津地区（N＝746）

浜玉地区（N＝129）

厳木地区（N＝38）

相知地区（N＝82）

北波多地区（N＝37）

肥前地区（N＝54）

鎮西地区（N＝53）

呼子地区（N＝30）

七山地区（N＝26）

いない（同居を含む） 娘 両親
母親 息子 息子・娘
父親 その他 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では、30 歳代～40 歳代で「両親」、20 歳代及び 40 歳代で「父親」、60 歳

代～80 歳以上で「息子」が、他の年齢に比べて多くなっています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2 

21.4 

26.5 

13.2 

15.1 

11.1 

12.9 

13.6 

12.3 

10.4 

11.2 

9.1 

9.9 

8.4 

11.1 

7.7 

8.4 

7.3 

4.0 

4.0 

4.2 

12.1 

11.5 

13.3 

6.5 

6.4 

5.1 

100.0 

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

全体

（N＝1,213）

女性（N＝677）

男性（N＝495）

その他（N＝1）

いない（同居を含む） 娘 両親
母親 息子 息子・娘
父親 その他 無回答

＜単数回答＞

23.2 

33.3 

26.4 

19.1 

16.5 

23.4 

27.7 

26.1 

19.9 

13.2 

1.2 
7.2 

18.8 

22.3 

23.2 

12.9 

20.0 

27.8 

38.3 

34.8 

18.6 

2.7 

0.8 

10.4 

20.0 

11.1 

10.6 

18.9 

17.4 

14.1 

2.3 

0.7 

9.9 

1.4 

4.2 

10.5 

17.0 

23.8 

7.7 

0.6 

3.0 
9.8 

13.6 

15.9 

4.0 

9.7 

6.4 

11.6 

6.0 

2.0 

0.4 

12.1 

13.3 

20.8 

21.3 

12.8 

16.2 

9.0 

9.1 

9.3 

6.5 

13.3 

2.8 

4.3 

3.7 

4.2 

5.5 

8.3 

7.3 

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

全体（N＝1,213）

10歳代（N＝15）

20歳代（N＝72）

30歳代（N＝94）

40歳代（N＝164）

50歳代（N＝167）

60歳代（N＝256）

70歳代（N＝264）

80歳以上（N＝151）

いない（同居を含む） 娘 両親
母親 息子 息子・娘
父親 その他 無回答

＜単数回答＞
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（２）近居の家族と交流する回数（単数回答） 

近居の家族と交流する回数についてみると、「月に 1～2 回」が 27.9％と最も多く、次

いで、「週に 1～2 回」が 17.0％、「年に 2～3 回」が 13.6％、「月に 3～4 回」が 10.9％、

「週に 5 回以上」が 10.7％、「週に 3～4 回」が 8.4％となっています。 

 

地区別にみると、鎮西地区で「年に 2～3 回」、肥前地区で「週に 1～2 回」が他の地区

に比べて少なくなっています。一方、北波多地区及び七山地区で「年に２～３回」、浜玉地

区、鎮西地区、呼子地区、七山地区で「月に１～２回」、厳木地区及び肥前地区で「週に５

回以上」が他の地区に比べて多くなっています。 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・年に数回（３） 

・２～３ヶ月に１回（３） 

・８年 

・その時によって様々 

・たまに、面会に行きます 

・ここ２年会っていない 

・行くことはあまりない 

 

■近居の家族と交流する回数（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 27.9 10.9 17.0 8.4 10.7 2.6 8.9 

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

年に２～３回 月に１～２回 月に３～４回 週に１～２回

週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞ （N=853）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 

14.0 

12.0 

6.5 

13.2 

24.1 

15.6 

3.2 
10.5 

22.7 

27.9 

25.7 

37.0 

22.6 

28.3 

24.1 

28.1 

35.5 

36.8 

40.9 

10.9 

10.3 

13.0 

16.1 

7.5 

13.8 

15.6 

16.1 

10.5 

17.0 

17.5 

18.5 

19.4 

18.9 

13.8 

6.3 

16.1 

10.5 

13.6 

8.4 

9.0 

7.6 

9.7 

9.4 

10.3 

6.3 

6.5 

5.3 

4.5 

10.7 

11.0 

5.4 

22.6 

11.3 

6.9 

18.8 

9.7 

5.3 

9.1 

2.6 

3.4 

1.1 
3.2 

3.1 

3.2 

8.9 

9.1 

5.4 

11.3 

6.9 

6.3 

9.7 

21.1 

9.1 

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

全体（N＝853）

唐津地区（N＝536）

浜玉地区（N＝92）

厳木地区（N＝31）

相知地区（N＝53）

北波多地区（N＝29）

肥前地区（N＝32）

鎮西地区（N＝31）

呼子地区（N＝19）

七山地区（N＝22）

年に２～３回 月に１～２回 月に３～４回 週に１～２回

週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「月に１～２回」、「月に３～４回」で男性の方が女性より多く

なっている一方、「週に５回以上」では女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では他の年齢に比べて、20 歳代で「月に１～２回」、30 歳代で「月に 3～4

回」が少なくなっている一方、10 歳代で「年に 2～3 回」が多くなっています。 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 

11.7 

16.5 

27.9 

25.8 

31.0 

10.9 

8.8 

14.2 

17.0 

18.4 

15.3 

8.4 

10.4 

5.9 

10.7 

14.1 

5.3 

2.6 

2.7 

2.4 

8.9 

8.2 

9.4 

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

全体（N＝853）

女性（N＝489）

男性（N＝339）

その他（N＝0）

年に２～３回 月に１～２回 月に３～４回 週に１～２回

週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞

13.6 

37.5 

13.7 

11.1 

11.5 

13.2 

14.6 

12.1 

17.3 

27.9 

15.7 

27.8 

28.2 

28.9 

33.3 

32.4 

20.0 

10.9 

12.5 

9.8 

2.8 

17.6 

9.9 

8.2 

11.6 

12.7 

17.0 

13.7 

16.7 

14.5 

16.5 

19.3 

17.9 

18.2 

8.4 

12.5 

9.8 

11.1 

6.9 

5.8 

7.6 

8.7 

11.8 

10.7 

12.5 

17.6 

11.1 

10.7 

9.1 

8.8 

12.1 

10.0 

2.6 

2.0 

1.4 

0.8 
3.3 

3.5 

2.9 

3.6 

8.9 

25.0 

17.6 

18.1 

9.9 

13.2 

4.7 

2.3 

6.4 

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

全体（N＝853）

10歳代（N＝8）

20歳代（N＝51）

30歳代（N＝72）

40歳代（N＝131）

50歳代（N＝121）

60歳代（N＝171）

70歳代（N＝173）

80歳以上（N＝110）

年に２～３回 月に１～２回 月に３～４回 週に１～２回
週に３～４回 週に５回以上 その他 無回答

＜単数回答＞
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（３）近居の家族の家を訪問する目的（複数回答） 

近居の家族の家を訪問する目的についてみると、「親睦」が 57.6％と最も多く、次いで、

「子育てサポート」が 16.1％、「家業の手伝い」が 7.3％、「親の介護」が 6.9％となっ

ています。 

地区別にみると、上位 1 項目は全地区において「親睦」となっています。 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・訪問しない、相手がくる（１６） 

・買い物、用事（１５） 

・通院、介護（８） 

・帰省（年末年始・法事等）（８） 

・実家に帰るだけ 

・ケアハウス訪問 

・同居生活と変化は無い 

・仕事 

 

■近居の家族の家を訪問する目的（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別 

57.6

16.1

7.3

6.9

9.1

14.7

0% 20% 40% 60% 80%

親睦

子育てサポート

家業の手伝い

親の介護

その他

無回答

＜複数回答＞（N=853）

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 853 536 92 31 53 29 32 31 19 22

親睦 57.6 58.0 67.4 61.3 50.9 48.3 56.3 45.2 57.9 50.0

子育てサポート 16.1 17.2 15.2 16.1 15.1 10.3 12.5 22.6 5.3 4.5

家業の手伝い 7.3 7.5 3.3 6.5 3.8 6.9 3.1 22.6 10.5 13.6

親の介護 6.9 6.5 3.3 19.4 15.1 3.4 9.4 3.2 10.5      -

その他 9.1 10.1 5.4 9.7 3.8 13.8 15.6 9.7 5.3 4.5

無回答 14.7 13.1 14.1 9.7 22.6 27.6 9.4 9.7 21.1 27.3

：上位１項目
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（性別・年齢別） 

・性別では、上位 1 項目は男女ともに「親睦」となっています。 

・年齢別では、全世代において「親睦」が最も多く、また 10 歳代で「家業の手伝い」

が他の年齢より多くなっています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 853 489 339      -

親睦 57.6 57.9 58.7      -

子育てサポート 16.1 17.2 14.5      -

家業の手伝い 7.3 6.3 8.3      -

親の介護 6.9 7.4 6.8      -

その他 9.1 11.7 5.6      -

無回答 14.7 12.5 16.5      -

：上位１項目

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 853 8 51 72 131 121 171 173 110

親睦 57.6 37.5 62.7 52.8 55.0 64.5 57.9 57.8 55.5

子育てサポート 16.1      - 19.6 20.8 15.3 7.4 22.8 20.2 6.4

家業の手伝い 7.3 25.0 7.8 5.6 6.1 8.3 8.2 7.5 5.5

親の介護 6.9 12.5 5.9 4.2 7.6 9.9 12.3 2.3 3.6

その他 9.1      - 7.8 5.6 9.2 8.3 8.2 9.2 16.4

無回答 14.7 50.0 9.8 20.8 17.6 14.9 6.4 12.7 20.0

：上位１項目
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８ 居住地域の満足度について 
 

問 11 今住んでいる地域の満足度について 

 

（１）住みやすいと感じるところ（複数回答） 

住みやすいと感じるところについてみると、「買い物が便利」が 40.4％と最も多く、次

いで、「住みやすいと感じない」が 20.9％、「交通のアクセスが良い」が 19.0％、「学校

が近い」が 18.1％、「地域の活動が充実している」が 5.9％、「子育て環境が充実してい

る」が 5.3％となっています。 

 

地区別にみると、上位 3 項目は、以下のようになっています。 

 

・住みやすいと感じない：7 地区 

厳木、相知、北波多、肥前、鎮西、呼子、七山地区 

・学校が近い：６地区 

唐津、浜玉、厳木、北波多、肥前、七山地区 

・買い物が便利：６地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、鎮西地区 

・交通のアクセスが良い：2 地区 

唐津、浜玉地区 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・自然豊か（２２） 

・地域がしずかで住みやすい（２２） 

・災害が少ない（８） 

・病院（６） 

・長年住んでいる（６） 

・生活の面でだいたい住みやすい（４） 

・交通のアクセスがいい（４） 

・地域の温かみ（４） 
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■住みやすいと感じるところ（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.4 

20.9 

19.0 

18.1 

5.9 

5.3 

9.7 

10.5 

0% 20% 40% 60%

買い物が便利

住みやすいと感じない

交通のアクセスが良い

学校が近い

地域の活動が充実している

子育て環境が充実している

その他

無回答

＜複数回答＞ （N=1,213）

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

買い物が便利 40.4 52.0 41.1 10.5 20.7 35.1 5.6 11.3 3.3 3.8

住みやすいと感じない 20.9 13.9 18.6 52.6 36.6 21.6 38.9 45.3 50.0 26.9

交通のアクセスが良い 19.0 22.5 31.8 7.9 6.1 13.5 1.9 3.8 3.3 3.8

学校が近い 18.1 21.7 19.4 10.5 8.5 18.9 9.3 5.7 3.3 15.4

地域の活動が充実している 5.9 6.0 4.7 7.9 8.5 10.8 1.9 5.7 3.3 7.7

子育て環境が充実している 5.3 5.8 5.4 5.3 4.9 2.7 1.9 3.8 6.7 7.7

その他 9.7 8.3 9.3 5.3 12.2 8.1 14.8 18.9 23.3 15.4

無回答 10.5 6.7 7.8 13.2 13.4 13.5 31.5 13.2 13.3 26.9

：上位３項目
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（性別・年齢別） 

・性別では、男性のみで「住みやすいと感じない」、女性のみで「学校が近い」が上位

項目となっています。 

・年齢別では、10 歳代では「住みやすいと感じない」が他の年齢より少なくなってい

ます。また、10 歳代のみで「子育て環境が充実している」、「地域の活動が充実して

いる」が上位項目に入っています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 1,213 677 495 1

買い物が便利 40.4 41.2 41.0      -

住みやすいと感じない 20.9 18.3 24.4 100.0

交通のアクセスが良い 19.0 19.1 19.8      -

学校が近い 18.1 18.9 17.2      -

地域の活動が充実している 5.9 5.9 6.5      -

子育て環境が充実している 5.3 5.6 5.1      -

その他 9.7 10.3 9.1      -

無回答 10.5 11.4 6.7      -

：上位３項目

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1,213 15 72 94 164 167 256 264 151

買い物が便利 40.4 13.3 44.4 40.4 34.8 40.1 44.1 43.2 39.7

住みやすいと感じない 20.9 6.7 20.8 22.3 20.7 28.1 19.9 20.1 17.2

交通のアクセスが良い 19.0 20.0 29.2 20.2 20.1 16.8 20.3 18.9 13.2

学校が近い 18.1 20.0 13.9 29.8 30.5 15.6 14.5 17.0 11.9

地域の活動が充実している 5.9 13.3 5.6 1.1 3.7 6.0 3.9 7.2 13.2

子育て環境が充実している 5.3 13.3 2.8 2.1 7.3 5.4 5.1 6.8 4.0

その他 9.7 13.3 6.9 7.4 11.6 8.4 12.1 8.0 12.6

無回答 10.5 6.7 4.2 3.2 4.3 8.4 11.7 12.5 15.2

：上位３項目
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（２）住みにくいと感じるところ（複数回答） 

住みにくいと感じるところについてみると、「住みにくいと感じない」が 32.0％と最も

多く、次いで、「交通のアクセスが悪い」が 31.5％、「買い物が不便」が 23.2％、「地域

の活動が多い」が 9.2％、「学校が遠い」が 8.4％、「子育て環境が整っていない」が 8.2％

となっています。 

 

地区別にみると、上位 3 項目は、以下のようになっています。 

 

・買い物が不便：全地区 

・交通のアクセスが悪い：全地区 

・住みにくいと感じない：5 地区 

唐津、浜玉、厳木、北波多、七山地区 

・地域の活動が多い：3 地区 

相知、鎮西、七山地区 

・学校が遠い：2 地区 

肥前、呼子地区 

・子育て環境が整っていない：1 地区 

浜玉地区 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・交通のアクセスが悪い（１０） 

・物価が高く給与が安い（６） 

・（総合）病院が近くにない（６） 

・地区活動が変わらなく多い（６） 

・道が狭い（４） 

・街灯が少ない（３） 

・夜中のバイクの騒音（３） 

・保育園や放課後児童クラブがあるのに子どもが入れない（２） 

・交通の整備が追い付いていない 

・映画館や書店がない 

・鉄道の音がうるさい 

・大型車の走行量が多すぎる 

・大雨の時、前の道路が川になる 

・空き家が増え、防犯が不安 

・野良猫が多い 
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■住みにくいと感じるところ（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.0 

31.5 

23.2 

9.2 

8.4 

8.2 

7.4 

11.0 

0% 20% 40% 60%

住みにくいと感じない

交通のアクセスが悪い

買い物が不便

地域の活動が多い

学校が遠い

子育て環境が整っていない

その他

無回答

＜複数回答＞ （N=1,213）

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

住みにくいと感じない 32.0 38.3 43.4 21.1 13.4 18.9 7.4 7.5 13.3 15.4

交通のアクセスが悪い 31.5 26.3 20.9 52.6 43.9 32.4 63.0 50.9 60.0 42.3

買い物が不便 23.2 16.1 10.9 65.8 35.4 24.3 46.3 49.1 60.0 57.7

地域の活動が多い 9.2 6.3 9.3 15.8 15.9 10.8 22.2 18.9 13.3 15.4

学校が遠い 8.4 5.8 9.3 10.5 14.6 5.4 25.9 13.2 16.7 11.5

子育て環境が整っていない 8.2 7.0 10.9 2.6 7.3 5.4 22.2 9.4 10.0 3.8

その他 7.4 9.1 3.1 13.2 7.3 2.7 1.9 3.8      - 7.7

無回答 11.0 10.6 10.1      - 15.9 18.9 7.4 9.4 3.3 7.7

：上位３項目
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（性別・年齢別） 

・性別では、大きな差はみられません。 

・年齢別では 30 歳代のみ「子育て環境が整っていない」が上位項目に入っています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 1,213 677 495 1

住みにくいと感じない 32.0 31.5 33.5      -

交通のアクセスが悪い 31.5 31.2 32.3 100.0

買い物が不便 23.2 23.8 22.4 100.0

地域の活動が多い 9.2 8.1 10.7 100.0

学校が遠い 8.4 6.6 11.1      -

子育て環境が整っていない 8.2 7.4 9.1      -

その他 7.4 8.3 6.5      -

無回答 11.0 11.1 9.1      -

：上位３項目

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1,213 15 72 94 164 167 256 264 151

住みにくいと感じない 32.0 33.3 34.7 26.6 31.7 32.3 31.6 33.3 34.4

交通のアクセスが悪い 31.5 26.7 34.7 26.6 32.9 38.9 32.0 27.7 33.1

買い物が不便 23.2 33.3 16.7 21.3 22.6 23.4 24.6 23.9 25.2

地域の活動が多い 9.2      - 6.9 11.7 17.1 12.0 9.0 7.2 3.3

学校が遠い 8.4      - 9.7 10.6 11.6 11.4 7.8 5.3 8.6

子育て環境が整っていない 8.2 6.7 13.9 25.5 11.6 6.0 5.5 4.9 3.3

その他 7.4      - 12.5 10.6 6.7 9.0 7.8 6.4 4.6

無回答 11.0 6.7 4.2 5.3 4.3 4.8 12.9 14.8 16.6

：上位３項目
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９ 優先的に実施すべき施策について 
 

（１）人口減少への対応策について 
 

問 12 あなたは人口減少に対応し、家族や住民が共に支えあう環境づくりのた

めには、何を優先的に実施すべきだと考えますか。（複数回答：２つまで） 

 

唐津市における人口減少に対して何を優先的に実施すべきかについては、「結婚、出産、

子育て支援などを強化する」が 45.3％と最も多く、次いで、「コミュニティバス発足やダ

イヤ改正など公共交通機関を強化する」が 29.5％、「個人商店を残す施策など、買い物弱

者対策を強化する」が 27.9％、「医療従事者の確保などの医療施設の強化や辺地医療への

支援」が 27.7％、「防犯・防災対策を講じた安心安全なまちづくり」が 14.6％、「新しい

住民との交流やコミュニティの醸成などを推進する」及び「魅力のある子供クラブ・老人

クラブを活性化させる」が 6.9％、「インターネット環境を強化し情報網を整備する」が

6.1％と続いています。 

 

地区別にみると、「人口減少への対応に何を優先的に実施すべきか」上位 3 項目は、以

下のようになっています。 

 

・結婚、出産、子育て支援などを強化する：8 地区 

唐津、浜玉、相知、北波多、肥前、鎮西、呼子、七山地区 

・コミュニティバス発足やダイヤ改正など公共交通機関を強化する：8 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、肥前、鎮西、呼子地区 

・個人商店を残す施策など、買い物弱者対策を強化する：7 地区 

厳木、相知、北波多、肥前、鎮西、呼子、七山 

・医療従事者の確保などの医療施設の強化や辺地医療への支援：7 地区 

唐津、浜玉、厳木、肥前、鎮西、呼子、七山 

 

 

【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・働く場所が少ない（２４） 

・企業誘致（１７） 

・結婚、出産、子育て支援などを強化（９） 

・収入の増額（８） 

・大学誘致（５） 

・１ヶ所で買い物が住む場所を作る、遊べる場所を増やす（５） 

・医療施設の強化や辺地医療への支援 

・移住する人や企業などに支援金支給 
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・共働き家庭における家事育児のサポート体制 

・子どもたちの市政参加の機会を確保 

・県外へ働きに出ても不便でない環境 

・移住政策を進め新しいコミュニティをつくる 

・買い物代行 

・無料駐車場を増やす 

 

■全体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.3

29.5

27.9

27.7

14.6

6.9

6.9

6.1

7.1

5.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚、出産、子育て支援

などを強化する

コミュニティバス発足や

ダイヤ改正など公共交通機関を強化する

個人商店を残す施策など、

買い物弱者対策を強化する

医療従事者の確保などの

医療施設の強化や辺地医療への支援

防犯・防災対策を講じた

安心安全なまちづくり

新しい住民との交流や

コミュニティの醸成などを推進する

魅力のある子供クラブ・

老人クラブを活性化させる

インターネット環境を

強化し情報網を整備する

その他

無回答

＜複数回答＞（N=1,213）
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■地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

結婚、出産、子育て支援
などを強化する

45.3 44.6 62.8 18.4 41.5 27.0 42.6 47.2 50.0 53.8

コミュニティバス発足やダイヤ改正など公
共交通機関を強化する

29.5 29.5 27.1 31.6 37.8 24.3 46.3 24.5 30.0 7.7

個人商店を残す施策など、
買い物弱者対策を強化する

27.9 26.4 20.2 71.1 31.7 29.7 29.6 24.5 26.7 46.2

医療従事者の確保などの
医療施設の強化や辺地医療への支援

27.7 28.2 29.5 23.7 23.2 16.2 29.6 34.0 26.7 38.5

防犯・防災対策を講じた
安心安全なまちづくり

14.6 16.5 10.1 15.8 17.1 8.1 5.6 11.3 10.0 19.2

新しい住民との交流や
コミュニティの醸成などを推進する

6.9 7.4 7.8 7.9 2.4 13.5 7.4 1.9 6.7      -

魅力のある子供クラブ・
老人クラブを活性化させる

6.9 7.8 4.7 7.9 3.7 10.8 7.4 7.5 6.7      -

インターネット環境を
強化し情報網を整備する

6.1 5.6 3.9 2.6 3.7 13.5 7.4 9.4 16.7 11.5

その他 7.1 7.5 7.8 2.6 2.4 10.8 1.9 17.0 6.7 3.8

無回答 5.7 4.8 5.4 2.6 9.8 8.1 5.6 3.8 3.3      -

：上位３項目
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（性別・年齢別） 

・性別では、男性のみで「個人商店を残す施策など、買い物弱者対策を強化する」、女

性のみで「医療従事者の確保などの医療施設の強化や辺地医療への支援」が上位項目

に入っています。 

・年齢別では、10 歳代で「新しい住民との交流やコミュニティの醸成などを推進す  

る」、70 歳代で「防犯・防災対策を講じた安心安全なまちづくり」が他の年齢に比べ

て多くなっています。 

 

■性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 1,213 677 495 1

結婚、出産、子育て支援
などを強化する

45.3 42.8 49.5      -

コミュニティバス発足やダイヤ改正など公
共交通機関を強化する

29.5 31.8 26.5 100.0

個人商店を残す施策など、
買い物弱者対策を強化する

27.9 28.7 27.3      -

医療従事者の確保などの
医療施設の強化や辺地医療への支援

27.7 31.0 24.0      -

防犯・防災対策を講じた
安心安全なまちづくり

14.6 14.9 14.7      -

新しい住民との交流や
コミュニティの醸成などを推進する

6.9 6.5 7.3      -

魅力のある子供クラブ・
老人クラブを活性化させる

6.9 6.5 7.9      -

インターネット環境を
強化し情報網を整備する

6.1 4.6 8.5      -

その他 7.1 6.4 8.3 100.0

無回答 5.7 5.0 4.6      -

：上位３項目
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■年齢別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1,213 15 72 94 164 167 256 264 151

結婚、出産、子育て支援
などを強化する

45.3 60.0 73.6 74.5 55.5 40.7 42.6 34.8 31.1

コミュニティバス発足やダイヤ改正など公
共交通機関を強化する

29.5 26.7 26.4 22.3 28.0 37.1 28.5 33.7 24.5

個人商店を残す施策など、
買い物弱者対策を強化する

27.9 26.7 13.9 14.9 25.6 29.9 28.1 31.4 37.1

医療従事者の確保などの
医療施設の強化や辺地医療への支援

27.7 20.0 19.4 24.5 26.2 23.4 30.9 31.1 31.8

防犯・防災対策を講じた
安心安全なまちづくり

14.6      - 9.7 14.9 4.9 12.0 16.8 22.0 16.6

新しい住民との交流や
コミュニティの醸成などを推進する

6.9 20.0 8.3 5.3 7.3 6.0 8.2 8.0 2.6

魅力のある子供クラブ・
老人クラブを活性化させる

6.9 13.3 2.8 14.9 6.1 3.0 5.1 7.6 11.9

インターネット環境を
強化し情報網を整備する

6.1 6.7 13.9 6.4 9.1 7.2 7.4 2.7 1.3

その他 7.1      - 8.3 10.6 9.1 14.4 7.0 3.4 2.6

無回答 5.7 6.7      -      - 3.7 3.6 4.7 6.8 10.6

：上位３項目
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（２）移住支援策について 
 

問 13 あなたは、地元や市外の若い人が唐津に住み、市外からもいろいろな世

代が移住するには、何を優先的に実施すべきだと考えますか。（複数回答：

２つまで） 

 

唐津市へいろいろな世代が移住するために何を優先的に実施すべきかについては、「地

場産業の育成や新しい起業を進めて経済を活性化させる」が 35.6％と最も多く、次いで、

「安心して子どもを産み、育てられる環境を整備する」が 34.2％、「買い物やレジャーが

できる商業施設やレストラン等を誘致する」が 26.3％、「魅力のある第一次産業を育て、

新しく第一次産業に就く人を支援する」が 21.0％、「空き家の情報や移住者用の住宅を整

備する」が 18.3％、「副業の提供により就労の機会を増やす」が 17.1％、「子どもの能力

や努力に応じて希望通りに進学・就職できる教育環境を整備する」が 13.0％、「いろいろ

な場所で若い人の婚活を応援する企画をする」が 6.3％、「アートやグルメなど若い人が興

味を持つイベントを多く開催する」が 5.3％、「いろいろなイベントや祭り、他のまちや大

学と交流する事業を増やす」が 2.5％となっています。 

 

地区別にみると、「いろいろな世代が移住するには何を優先的に実施すべきか」上位 3

項目は、以下のようになっています。 

 

・地場産業の育成や新しい起業を進めて経済を活性化させる：8 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、北波多、鎮西、呼子、七山地区 

・安心して子どもを産み、育てられる環境を整備する：8 地区 

唐津、浜玉、厳木、相知、肥前、鎮西、呼子、七山地区 

・買い物やレジャーができる商業施設やレストラン等を誘致する：4 地区 

唐津、浜玉、厳木、七山地区 

・空き家の情報や移住者用の住宅を整備する：4 地区 

相知、北波多、肥前、呼子地区 

・副業の提供により就労の機会を増やす：3 地区 

北波多、肥前、鎮西地区 

・魅力のある第一次産業を育て、新しく第一次産業に就く人を支援する：2 地区 

浜玉、北波多地区 

・子どもの能力や努力に応じて希望通りに進学就職できる教育環境を整備する：1 地区 

呼子地区 
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【その他回答】※( )の数字は回答者数 

・（大手）企業の誘致（８） 
・交通インフラ整備（８） 
・企業、大学誘致（７） 
・賃金を上げる（３） 
・橋（２） 
・遊休田、畑の無料貸出、成功した市町村に教わる 
・唐津市のブランド力を上げる、住みたい町Ｎｏ.１を目指す 
・医療の無償化 
・唐津独自の奨学金制度 
・家賃補助 
・街を綺麗にする。特に、海周辺の整備に力を入れる。オシャレ、キレイ、カフェ、治安

が良い海周辺の町づくり。 
 
■全体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.6

34.2

26.3

21.0

18.3

17.1

13.0

6.3

5.3

2.5

3.4

4.1

0% 10% 20% 30% 40% 50%

地場産業の育成や新しい起業を

進めて経済を活性化させる

安心して子どもを産み、

育てられる環境を整備する

買い物やレジャーができる

商業施設やレストラン等を誘致する

魅力のある第一次産業を育て、

新しく第一次産業に就く人を支援する

空き家の情報や

移住者用の住宅を整備する

副業の提供により就労の機会を増やす

子どもの能力や努力に応じて希望通りに

進学・就職できる教育環境を整備する

いろいろな場所で若い人の婚活を

応援する企画をする

アートやグルメなど若い人が

興味を持つイベントを多く開催する

いろいろなイベントや祭り、

他のまちや大学と交流する事業を増やす

その他

無回答

＜複数回答＞ （N=1,213）
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■地区別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体
唐津
地区

浜玉
地区

厳木
地区

相知
地区

北波多
地区

肥前
地区

鎮西
地区

呼子
地区

七山
地区

N 1,213 746 129 38 82 37 54 53 30 26

地場産業の育成や新しい起業を
進めて経済を活性化させる

35.6 36.3 34.9 42.1 43.9 40.5 22.2 28.3 30.0 38.5

安心して子どもを産み、
育てられる環境を整備する

34.2 33.2 45.0 36.8 30.5 13.5 37.0 35.8 33.3 34.6

買い物やレジャーができる
商業施設やレストラン等を誘致する

26.3 28.7 25.6 31.6 23.2 18.9 14.8 13.2 26.7 30.8

魅力のある第一次産業を育て、
新しく第一次産業に就く人を支援する

21.0 20.8 25.6 21.1 18.3 24.3 22.2 22.6 10.0 19.2

空き家の情報や
移住者用の住宅を整備する

18.3 15.3 15.5 28.9 28.0 24.3 25.9 20.8 30.0 23.1

副業の提供により
就労の機会を増やす

17.1 16.6 15.5 13.2 9.8 24.3 25.9 34.0 20.0 11.5

子どもの能力や努力に応じて
希望通りに進学・就職できる
教育環境を整備する

13.0 12.3 16.3 2.6 17.1 10.8 9.3 17.0 30.0 3.8

いろいろな場所で若い人の婚活を
応援する企画をする

6.3 4.3 6.2 13.2 8.5 5.4 14.8 15.1 3.3 7.7

アートやグルメなど若い人が興味を
持つイベントを多く開催する

5.3 6.7 6.2      - 4.9 2.7 1.9      -      -      -

いろいろなイベントや祭り、他の
まちや大学と交流する事業を増やす

2.5 3.2 1.6 2.6      -      - 1.9 1.9 3.3      -

その他 3.4 4.3 1.6      - 1.2      - 3.7 3.8 3.3 3.8

無回答 4.1 4.4 1.6      - 2.4 8.1 5.6 3.8      - 3.8

：上位３項目
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（性別・年齢別） 

・性別についてみると、「地場産業の育成や新しい起業を進めて経済を活性化させる」、

「魅力のある第一次産業を育て、新しく第一次産業に就く人を支援する」で男性の方

が女性より多くなっている一方、「空き家の情報や移住者用の住宅を整備する」では

女性の方が男性より多くなっています。 

・年齢別では、10 歳代及び 30 歳代のみで「副業の提供により就労の機会を増やす」、

60 歳代のみで「空き家の情報や移住者用の住宅を整備する」、70 歳代～80 歳以上

のみで「魅力のある第一次産業を育て、新しく第一次産業に就く人を支援する」が上

位項目に入っています。 

 

■性別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体 女性 男性 その他

N 1213 677 495 1

地場産業の育成や新しい起業を
進めて経済を活性化させる

35.6 32.6 40.4 100.0

安心して子どもを産み、
育てられる環境を整備する

34.2 35.6 31.9      -

買い物やレジャーができる
商業施設やレストラン等を誘致する

26.3 27.3 25.7 100.0

魅力のある第一次産業を育て、
新しく第一次産業に就く人を支援する

21.0 18.5 24.8      -

空き家の情報や
移住者用の住宅を整備する

18.3 20.8 14.5      -

副業の提供により
就労の機会を増やす

17.1 18.6 15.6      -

子どもの能力や努力に応じて
希望通りに進学・就職できる
教育環境を整備する

13.0 14.3 11.1      -

いろいろな場所で若い人の婚活を
応援する企画をする

6.3 6.1 5.7      -

アートやグルメなど若い人が興味を
持つイベントを多く開催する

5.3 5.2 5.9      -

いろいろなイベントや祭り、他の
まちや大学と交流する事業を増やす

2.5 2.4 2.8      -

その他 3.4 2.2 5.3      -

無回答 4.1 4.1 3.2      -

：上位３項目
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■年齢別 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
80歳
以上

N 1213 15 72 94 164 167 256 264 151

地場産業の育成や新しい起業を
進めて経済を活性化させる

35.6 20.0 20.8 14.9 26.8 38.3 35.5 47.7 45.7

安心して子どもを産み、
育てられる環境を整備する

34.2 46.7 51.4 56.4 36.0 31.7 29.7 32.2 21.9

買い物やレジャーができる
商業施設やレストラン等を誘致する

26.3 66.7 54.2 35.1 35.4 32.3 20.7 12.9 19.9

魅力のある第一次産業を育て、
新しく第一次産業に就く人を支援する

21.0 6.7 11.1 13.8 17.7 19.2 22.7 25.0 28.5

空き家の情報や
移住者用の住宅を整備する

18.3      - 11.1 12.8 14.0 18.6 23.4 20.5 16.6

副業の提供により
就労の機会を増やす

17.1 20.0 11.1 20.2 19.5 19.2 19.5 14.0 15.9

子どもの能力や努力に応じて
希望通りに進学・就職できる
教育環境を整備する

13.0 13.3 11.1 17.0 22.0 10.2 11.7 11.4 11.3

いろいろな場所で若い人の婚活を
応援する企画をする

6.3      -      - 4.3 1.8 3.6 7.8 11.0 6.0

アートやグルメなど若い人が興味を
持つイベントを多く開催する

5.3 13.3 9.7 10.6 3.7 6.0 8.6 1.9 1.3

いろいろなイベントや祭り、他の
まちや大学と交流する事業を増やす

2.5 6.7 5.6 1.1 3.0 3.6 1.6 2.3 2.0

その他 3.4      - 2.8 8.5 5.5 6.6 2.7 0.8 1.3

無回答 4.1      -      -      - 1.8 2.4 3.9 6.4 7.9

  ：上位３項目
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10 自由意見 
 

問 14 唐津市のまちづくりについて、ご意見、ご提言、ご要望がございました

ら、ご自由にお書きください。（記述回答） 

 

※( )の数字は回答者数 

 

【経済・観光】 

・働ける場所の企業誘致（19） 

・大型商業施設の誘致（13） 

・賃金の引き上げ（13） 

・もっと観光に力を入れてもらって、唐津の良さを知ってもらいたい（7） 

・唐津は、全国的に誇れるものがあるのに観光に生かされていないのがもったいない（6） 

・商店街の閑散さ、活気ある町づくりをしてほしい（5） 

・もっと全国へアピールの仕方を変えるなどして地域活性を促すべきだと思う（3） 

・観光地唐津にしては、整備不足、PR 不足（3） 

・魅力あるテーマパーク、唐津にしかない特別な観光スポットがほしい（2） 

・駅周辺（アクセスしやすい場所）の宿泊施設の増築（2） 

・地場産業の育成（2） 

・唐津城、鏡山、曳山、虹の松原以外に観光スポットがない 

・各入場料が地元割引などあれば入場したい（気軽に何度でも行きたい） 

・おいしいお料理、名物のお菓子、お土産なども旅行の醍醐味だが、唐津にはそれがないと

感じている 

・唐津市内の中心部ばかり目を向けないで市街地にも珍しい所がまだまだある 

・離島のイベントを増やす（島民だけでは人員不足なので、市民の協力を得る） 

・個人的に高取邸が好きで５～６回は行っているが、すごく良いのに唐津市在住の方はほと

んど行ってないと聞き、もったいないなと感じる 

・唐津駅から唐津神社までのメインストリートをもっと充実させる 

・波戸岬の観光に力を入れてほしい 

・上場地区、呼子地区の再整備を行い、県外観光客をまた来たいと思わせるような町づくり

が必要だと思う 

・高串温泉は肥前町の宝物、是非足湯など作り活かしてほしい 

・肥前町は景色も良く、観光客も多いのでカフェやレストランなど作り集客を増やしたい 

・いろは島付近をもっと活かしてほしい 

・「観光からつ」と謳っているが、動きは誰かがしてくれるだろう、行政がしてくれるだろ

うと人任せにしていると思う。観光施設やホテル、旅館等を巻きこんで自分達の地域から

動くことだ 

・観光で駅から大手口に歩いていた人が、商店が閉まっていて残念がっていた。せっかく足

を止めて頂いたにもかかわらず残念 

・ミニ観光コースとして、バスが出ていたら車で観光できない人も喜ばれるのでは 

・唐津は景色もよく、美味しい食べ物や果物がたくさんあるので、港とか海があるところに
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道の駅を作ったらいいと思う 

・海岸線をブランド化 

・洋上風力発電の見直しを検討してほしい 

・市外の人間がプレミアム商品券を購入できるのはおかしい 

・自然、お城、くんち、地元の人をまきこんだ、観光を推進してほしい 

・町の中心街の大手口は寂れてしまい活気が無い 

 

【生活・環境】 

・道路や歩道など草が生い茂っている（7） 

・環境整備に力を入れてほしい（6） 

・ショッピング施設やレジャー施設の充実（5） 

・税金が高い（4） 

・年金も低く、この先が不安（4） 

・サルやイノシシ対策（3） 

・家賃が高い（3） 

・買い物が不便、お店や移動販売、無人店舗を増やしてほしい（3） 

・唐津のいたるところ（海等）に、ゴミがけっこう落ちている（2） 

・物品等の再活用、リサイクル等に力を入れるべき（2） 

・水道代、住民税が高い（2） 

・野良猫等が多い（2） 

・自然が豊かで混雑しておらず住みやすい街（2） 

・市役所にしても、全然緑がなく、ほんとに殺風景で全く魅力がない 

・緑化といっているが、実際は全くその逆のことをしている様に思う 

・最近の温暖化に伴う気候変動が一番対策を考えるべきことかも知れない 

・自分勝手な人がいる。ゴミのポイ捨て（ゴミ箱の撤去） 

・唐津市は美しい町だったのにと最近よく思う 

・原発なくして唐津の活性はありえない 

・原発が至近にあり風上にある（唐津は風下） 

・暴走族がまだいる 

・居住環境はいいと思う 

・海にゴミ箱が増えてうれしい 

・西唐津、呼子方面は買い物をする所がほぼないと感じる。高齢者は移動手段がない方々も

多いと思うので大変だと思う 

・アパートなどが少なく、値段が高すぎるので市で運営できるものがあれば良い 

・捨て犬捨て猫に対して市の方で動いてもらいたい 

・川の水が豊富な町なので、水道代が安くなるようにして欲しい 

・良品な飲水の提供 

 

【都市基盤・交通】 

・交通アクセスが悪く本数が少ない、福岡都市圏への交通利便性強化（15） 

・車がないと買い物に行けないため、公共交通機関以外の福祉バスや巡回タクシー等整えて
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ほしい（14） 

・交通渋滞を改善してほしい（8） 

・（無料）駐車場の確保（6） 

・歩道の整備や街灯を増やしてほしい（4） 

・筑肥線の複線化（3） 

・自転車道や歩道を付けてほしい（3） 

・運賃が高い（2） 

・大型船が乗入れ出来るような港湾の整備など行なって欲しい（2） 

・子どもたちや市外や県外からも遊びに来てくれるような公園の整備（2） 

・大雨が降ると道路は水没し動けなくなる。住むことに対して不安が多い（2） 

・唐房～湊～呼子路線の開発、玄海灘の美しさがもったいない 

・中心部の再開発 

・唐津大橋を早く４車線にしてほしい 

・道路にせまる大木を切ってほしい 

・児童公園や高齢者も安心してゆったり散歩できる遊歩道の設置 

・公園等の利用状況の徹底 

・公園等に設置されている電灯等の節電について 

・道路がきれいになっていくのは有難いが水道、ガス管等が古くなっているのが大変気にな

る 

 

【行政経営】 

・高額な市庁舎ができたことは、市財政面から妥当だったとは思えない（4） 

・税金の無駄使いをしないでほしい（3） 

・デジタル化なのかもしれないが、まだまだ電子が出来ない人が多いと思う（2） 

・市民センターの権限の拡大・市職員の地域行事等の積極的参加（2） 

・庁舎や公共施設等に時計の設置をしてほしい 

・市役所の利用が平日しかできないのが市民として利用しにくい 

・補助金や激励金等の精選（予算の集中が必要な事業を優先） 

・もっと“唐津のよさ”を国内・国外へＰＲしないと。情報発信が下手すぎる 

・決議事項の早期決行 

・市行政が、住民の立場に立っていない 

・各市民センターの職員はモチベーションが低く、問題意識に乏しい 

 

【子ども・子育て】 

・子どもの医療、教育を充実させてほしい（7） 

・子育てしやすい環境をつくってほしい（7） 

・子どもを作れるような補助金などの子育て支援（2） 

・子育て世代が安心して育てられる環境づくり（3） 

・以前、住んでいたところでは保育園の延長料金はとられなかった 

・唐津では、児童手当の使い方を間違っている親が多く、貯蓄ができない親に現金を渡して

も何の意味もなく、子どもに必要な物には使わず、子どもの貧富の差が目に余る 
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・どんな家庭環境の人でも子どもを健全に、不安なく育てられる環境が必要 

・育休中に子育て支援でりんくを利用したり、子ども園に楽しく遊びに行ったりした事がと

てもリフレッシュになりありがたい 

・0 歳～3 歳のおむつを無料で配布してほしい 

・児童家庭支援センターを作ってほしい 

・子育てに強い市でないと、この先子どもが増える事はないと思う 

・唐津市の子育て支援センターが実施されている「ほっとカフェ」という企画に参加し、月

に１回の開催と聞いたが、とても良い取組と感じた 

 

【福祉・医療・健康】 

・高齢者に対する福祉の充実（6） 

・病院が少ない（3） 

・シルバー人材センター以外にも 70 歳以上が働ける場所がほしい（2） 

・安心して出産できる施設が少ない。多少リスクある出産でも唐津で出産できる医療体制が

必要だと思う 

・子育てに優しく、高齢者にも優しい町のＰＲが必要 

・山間部での介護・医療の充実 

・市内で離れて暮らす親の見守り手段として、高齢者のネット環境の利用や、サービス利用

の支援 

・高齢者にも住みやすい町づくり 

・介護を受けるようになった時の不安が大きい 

・高校生まで医療費を助成してほしい 

・健康体操を少人数でも、週１回できる様にしてほしい 

・若い人も高齢者も住める町に 

 

【農林水産】 

・唐津の海や山、海産物、文化に於いて良い物をもっているのに生かされていない（3） 

・魚市場ウォーターフロントの活性（西唐津） 

・Ｑサバの供給量ＵＰ 

・一次産業を支援し就労者の増加を推進してほしい 

 

【スポーツ・文化】 

・虹の松原は唐津市民にとって誇りでもあるすばらしい文化、自然遺産だと思う。そのため

にしっかり保全、管理が必要（7） 

・自由に参加できる新たな祭りなどを作ってはどうか（2） 

・虹の松原の事故以来、安心レベルになっていないのが残念 

・グランドゴルフ場（相知町）の使用料金を元の金額に戻してほしい 

・海岸にそびえる唐津城、白波が打ちよせる虹の松原、いつまでもこの姿を残しておきたい 

・地域の伝統行事の保全に係る予算を増やしていただきたい 
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【教育】 

・教員の確保、教育従事者の待偶改善（市費による補助）（2） 

・小・中学校の給食費を無償化 

・小さい子どもへの環境、整備は色々とされているが、進学等の子どもへの環境、整備は全

くないように感じる 

・田舎の方が自然も多く子ども達にいろいろな体験をさせやすくもあるが、習い事や、塾な

ど教育面では、市内まで行かないといけないため仕事の関係で送り迎えが難しく諦めざる

をえない 

・子どもの習い事の場が少ない 

・充実した教育のために、市費を投じてやってほしい 

・子ども食堂も良いが、休日は学校でも食事（給食）が出来たらと思う 

 

【防災・安全】 

・水害災害対策（4） 

・中心地以外の地域では、防犯や防災対策が行き届いていない所が多い 

・人口が減っている上に、自然災害が多発しているので、コンパクトシティにしていくこと

が必要になると思う 

・原発専用の道路の拡充 

・災害時の復旧を迅速に行っていただきたい 

 

【市民協働】 

・男女共同参画社会を作るためには、市議会議員を男女同数に近くする必要があると思う 

・地域の行事、活動に無関心な人が多すぎる。今の世間の状況をなんとかいい方向にもって

いってもらいたい 

 

【その他のまちづくりに関するご意見・ご提案など】 

・廃校や空き家対策（14） 

・小さな子どもからお年寄りまで住みやすい安全な町づくり（10） 

・若者が都会に出ないで、唐津で生活できる町づくり（6） 

・若者の視点で、活気づく新たな町づくりが必要（5） 

・人口減少に歯止めがきかないので、雇用促進、企業誘致を積極的に進めてほしい（5） 

・大学や専門学校の誘致（5） 

・映画館がほしい（4） 

・唐津の人口を増やし、所得額をもっと増やせるような施策をしてほしい（3） 

・大学や企業が無いと出て行くばかりで戻ってこない（2） 

・唐津市中心部以外の発展を期待したい（2） 

・交通の不便さ、仕事のなさ、店の少なさ、ネット環境も悪く、若い人が居住しようとは思
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わない（2） 

・ほどよい田舎で住みやすいと思う（2） 

・唐津駅等に椅子を置いてほしい（高齢者や観光の方が困っていた）（2） 

・市内でのインフラ、施設の充実のみを行っている様で、他の町はほったらかしに見える 

・災害や遠隔地の問題のある地区等は、住みやすい安全な場所への集約した町づくりが今後

必要ではないか 

・唐津は海がキレイなので、海辺にカフェや犬の散歩や、飲食店など夜でも気軽に立ち寄れ

る場所があってほしい。若い人から、お年寄りまでが集まれるような場所 

・呼子には県外ナンバーの車が多く危ない。子ども達が遊べる広場がない。空き地もなく、

ボール遊び等していると車がひっきりなしに来るので、（他県ナンバー）は特に危険 

・唐津市内に無料のドッグランがない 

・唐津市民が安心して生活を続けられる様なまちづくりを願う 

・タブレットの無料配布で友達や離れた親族と交流できるなどあれば素敵だと思う 

・馴染みがあり住みやすい反面、消防団や地区行事が半ば強制的 

・活性化を考えるなら、居心地が良い場所を作ってほしい（無料の休憩所や児童の遊び場） 

・大事な所にお金を回して欲しい 

・地域の公民舘（集会所）が老朽化し、耐震性や空調設備がないため、風水害等の避難場所

や高齢者等のサークルの場所として利用しやすいように、新築又は改築を早急に検討して

いただきたい 

・県の大学誘致反対、誘致以前の問題 

・「唐津ナンバー」（車両の）の導入をお願いしたい 

・唐津市は教育レベルが低く、コロナ禍で呼子地区はネット環境も悪くリモートの勉強等が

できず大学生は帰省できなかった。地域格差がありすぎる 

・今必要なのは定住する人を増やすことだと思う 

・今迄文化の中心と思われていた広瀬の浮立の継続が難しくなっている。今も努力している

が、地元の高校生やボランティアの活躍によって継続していって欲しい 

・古き良き物、新しき良き物をうまくあわせて共存させてほしい 

・厳木地区に住んでいますが、最近閉店してしまった店舗があることから、厳木町の町づく

り、発展にも力を入れてもらいたい 

・住民調査などで集落の意向を取り入れるなどして整備計画を進めていただき、有効に予算

を活用してもらいたい 

・旧町村の活気がない、もっと旧町村の事を見てほしい 

・各組織（区長会、女性協、青年団他）との会合の頻度を高め、意見の吸収と協調により地

域の特性を生かした街作りを促進する 

・誇れる唐津であってほしい 

・県内の市町村に比べ、市外に発信する行事等が少ないと思う。企業や行政の新規開拓を望

みます。市のＰＲも含めます 

・助け合いの気持ちで前に進んでいけたらよいまちづくりができると思う。これからはもっ

と唐津のことに関心を持ちながら過ごしたいと思う 

・魅力度ランキングで 46 位なのが信じられない。県内では、唐津は魅力ある方だと思って

いるので頑張って欲しい 

・駆け込み場所の確保 

・火力発電所跡地に経済を活性させる為、リゾート施設を企業誘致する 
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・自衛隊の誘致 

・いろんなイベントを設けてみてはどうか 

・充分に満足している 

・若い人が住みたくなる町では無い。特徴も無く田舎。人口が減る事を何も不思議だと思わ

ない 

・マナーの悪い人が多いと思う 

・今年（Ｒ５）において厳木町では出生数は“０”だと聞いている。この点にも目を向ける

べきだと思う 

 

 

 


