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１．調査概要 

調査の目的 

市民の生涯学習への取り組みの様子や要望（ニーズ）などを伺い、本市の生涯学習を推進する上での課

題や、行政が行うべき役割を把握する。 

 

調査対象者 

20 歳以上の市民から 3,000 名を無作為に抽出 

 

調査方法 

郵送発送・郵送回収 

 

アンケート調査実施時期 

平成 20 年 2 月 

 

回収状況 

配布数 回収数 回収率 

3,000 人 1,420 件 47.3％ 

 

報告書利用上の注意 

１. クロス集計表においては、原則として、対象者を 100 とした構成比（％）で表示している。 

２. 端数処理の関係上、構成比（％）の計が 100％とならないことがある。 

３. 図表の構成比（％）は小数第 2 位以下を四捨五入したものである。 

４. 複数回答の設問は、すべての構成比（％）を合計すると 100％を超える場合がある。 

５. 調査結果においては、熊本市民の特性を把握するための比較データとして一部、内閣府（政府広報室）

が平成 17 年５月に実施した「生涯学習に関する世論調査」（以下「全国調査」）を使用している。また、

同調査は「15 歳以上の者」を対象にしているが、「15～19 歳」は回答者全体の 4.3％にすぎないた

め、問題点は小さい。 
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（１）生涯学習に対するイメージについて 

 

問１. あなたは、「生涯学習」という言葉を聞いたことがありますか。最も近い番号に１つだけ○をつけてくだ

さい。 

 

【調査結果】 

「聞いたことはあるが内容は知らない」が 60.1％で最も多く、「聞いたこともあるし内容も知っている」が 31.8％と、合計

91.9％の市民が「聞いたことがある」と答えている。これに対し、「聞いたことがない」は 7.2％である。 

「聞いたこともあるし内容も知っている」を性別でみると、男性 31.2％、女性 32.2％とほとんど同率である。年齢別では、

20 歳代 21.2％、30 歳代 20.7％、40 歳代 37.5％、50 歳代 34.0％、60 歳代 37.3％、70 歳以上 38.8％と、40 歳代

を境に増加している。性別・年齢別でみると、男性 70 歳以上 39.6％、女性の 60 歳代 39.4％、40 歳代・70 歳以上 38.2％

で高くなっている。 

全国調査では、「聞いたことがある」79.9％、「聞いたことがない」20.1％という結果になっており、熊本市民の周知度は高

いことがわかる。 

 

 

 

 

60.1 7.231.8

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

聞いたことも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 聞いたことがない 無回答

 

 

参考資料 

20.179.9

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

聞いたことがある 聞いたことがない

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府   
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対
象
者
数

（
人

）

聞
い
た
こ
と
も
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

聞
い
た
こ
と
が
な
い

無
回
答

1420 451 854 102 13

100 31.8 60.1 7.2 0.9

548 31.2 60.4 7.8 0.5

846 32.2 60.0 6.6 1.2

26 30.8 57.7 11.5 0.0

156 21.2 66.0 11.5 1.3

男性 56 19.6 66.1 14.3 0.0

女性 100 22.0 66.0 10.0 2.0

266 20.7 70.7 8.6 0.0

男性 90 21.1 70.0 8.9 0.0

女性 176 20.5 71.0 8.5 0.0

272 37.5 56.6 4.4 1.5

男性 107 36.4 57.9 4.7 0.9

女性 165 38.2 55.8 4.2 1.8

300 34.0 61.3 4.0 0.7

男性 118 32.2 61.9 5.9 0.0

女性 182 35.2 61.0 2.7 1.1

284 37.3 52.5 8.8 1.4

男性 128 35.2 54.7 9.4 0.8

女性 155 39.4 50.3 8.4 1.9

121 38.8 52.1 8.3 0.8

男性 48 39.6 52.1 6.3 2.1

女性 68 38.2 52.9 8.8 0.0

21 28.6 61.9 9.5 0.0

27 14.8 70.4 11.1 3.7

139 27.3 65.5 7.2 0.0

456 31.8 61.8 5.5 0.9

213 24.4 64.8 9.4 1.4

33 45.5 51.5 3.0 0.0

253 39.9 51.8 6.7 1.6

214 31.3 59.8 8.4 0.5

60 33.3 56.7 10.0 0.0

25 36.0 56.0 8.0 0.0

451 32.8 58.3 7.5 1.3

156 32.7 58.3 8.3 0.6

288 29.2 62.8 7.3 0.7

227 34.8 56.8 7.0 1.3

276 29.7 64.1 5.8 0.4

22 31.8 59.1 9.1 0.0

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他

 



 6 

問２. 「生涯学習」という言葉から、どのようなイメージを持ちますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけ

てください。 

 

【調査結果】 

「生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること」63.1％、「趣味・教養を高めること」62.1％の２項目がほぼ同率で並び、

以下「高齢者の生きがいを充実すること」54.9％、「幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと」53.0％、「公民館など自

治体の講座や教室における学習活動」49.9％と続いている。 

性別でみると、「生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること」は男性 55.5％、女性 68.0％、「趣味・教養を高めること」

は男性 59.3％、女性 64.3％、「公民館など自治体の講座や教室における学習活動」は男性 41.6％、女性 55.6％、「カルチャ

ーセンターやスポーツクラブなど、民間の講座や教室における学習活動」は男性 31.2％、女性 40.2％と、いずれも女性の方

が高くなっている。 

性別・年齢別に、上位の５項目をみると、「生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること」は、女性の 50 歳代 77.5％、

40 歳代 73.9％、60 歳代 72.9％で、「趣味・教養を高めること」は、女性の 40 歳代 69.1％、60 歳代 68.4％で高い。「高

齢者の生きがいを充実すること」は、女性の 70 歳以上 75.0％、60 歳代 68.4％、男性の 60 歳代 68.8％、50 歳代 68.6％

で、「幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと」は、男性の 20 歳代 66.1％、40 歳代 61.7％で、「公民館など自治体の

講座や教室における学習活動」は、女性の 50 歳代 62.6％、60 歳代 60.6％、70 歳以上 60.3％で、それぞれ高くなってい

る。 

全国調査では、「趣味・教養を高めること」40.2％、「幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと」40.1％、「高齢者の

生きがいを充実すること」39.2％、「生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること」38.8％、「公民館など自治体の講座や教

室における学習活動」22.2％となっている。熊本市民の方が各項目の数値が約 20 ポイント以上高く、また「生活を楽しみ、

心を豊かにする活動をすること」というイメージが強く表れている。 

63.1

62.1

54.9

53.0

49.9

36.6

23.3

14.6

9.5

1.5

2.1

0.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること

趣味･教養を高めること

高齢者の生きがいを充実すること

幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと

公民館など自治体の講座や教室における学習活動

カルチャーセンターやスポーツクラブなど、民間の講座や教室における学習活動

健康・体力づくりをすること

職業上必要な知識･技能を身につけること

学校における学習活動

その他

わからない

無回答

 

参考資料 

40.2

40.1

39.2

38.8

22.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

趣味・教養を高めること

幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと

高齢者の生きがいを充実すること

生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること

公民館など自治体の講座や教室における学習活動

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

生
活
を
楽
し
み

、
心
を
豊
か
に
す
る
活
動
を
す
る
こ
と

趣
味
･
教
養
を
高
め
る
こ
と

高
齢
者
の
生
き
が
い
を
充
実
す
る
こ
と

幼
児
期
か
ら
高
齢
期
ま
で

、
生
涯
を
通
じ
て
学
ぶ
こ
と

公
民
館
な
ど
自
治
体
の
講
座
や
教
室
に
お
け
る
学
習
活
動

カ
ル
チ

ャ
ー

セ
ン
タ
ー

や
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
な
ど

、
民
間
の
講
座

や
教
室
に
お
け
る
学
習
活
動

健
康
・
体
力
づ
く
り
を
す
る
こ
と

職
業
上
必
要
な
知
識
･
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と

学
校
に
お
け
る
学
習
活
動

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 896 882 780 753 708 520 331 207 135 21 30 12

- 63.1 62.1 54.9 53.0 49.9 36.6 23.3 14.6 9.5 1.5 2.1 0.8

548 55.5 59.3 56.0 52.0 41.6 31.2 22.8 15.5 9.7 1.6 1.5 0.7

846 68.0 64.3 54.0 54.0 55.6 40.2 23.4 13.9 9.7 1.3 2.5 0.9

26 65.4 50.0 61.5 42.3 38.5 34.6 30.8 15.4 0.0 3.8 3.8 0.0

156 47.4 54.5 35.9 58.3 40.4 34.0 12.2 19.2 9.6 0.6 5.1 1.3

男性 56 35.7 48.2 39.3 66.1 26.8 26.8 8.9 21.4 8.9 0.0 5.4 0.0

女性 100 54.0 58.0 34.0 54.0 48.0 38.0 14.0 18.0 10.0 1.0 5.0 2.0

266 54.5 57.5 37.6 53.0 46.6 28.9 10.5 16.2 10.9 2.3 2.6 0.0

男性 90 48.9 54.4 38.9 54.4 43.3 31.1 12.2 20.0 13.3 2.2 1.1 0.0

女性 176 57.4 59.1 36.9 52.3 48.3 27.8 9.7 14.2 9.7 2.3 3.4 0.0

272 66.9 66.5 50.7 59.6 47.1 36.0 19.1 15.8 9.9 1.5 1.1 1.5

男性 107 56.1 62.6 45.8 61.7 37.4 29.0 20.6 15.9 11.2 0.0 0.9 0.9

女性 165 73.9 69.1 53.9 58.2 53.3 40.6 18.2 15.8 9.1 2.4 1.2 1.8

300 71.7 66.3 64.3 51.7 54.3 37.7 23.7 15.3 7.0 1.3 0.7 0.3

男性 118 62.7 66.9 68.6 44.1 41.5 26.3 19.5 19.5 4.2 2.5 0.0 0.0

女性 182 77.5 65.9 61.5 56.6 62.6 45.1 26.4 12.6 8.8 0.5 1.1 0.5

284 66.2 64.4 68.7 49.6 54.2 44.7 37.7 11.3 10.6 1.8 2.1 1.4

男性 128 57.8 59.4 68.8 45.3 46.1 37.5 35.2 8.6 12.5 3.1 2.3 1.6

女性 155 72.9 68.4 68.4 53.5 60.6 50.3 39.4 13.5 9.0 0.6 1.9 1.3

121 66.1 58.7 71.1 43.0 56.2 37.2 42.1 7.4 10.7 0.0 2.5 0.8

男性 48 66.7 56.3 66.7 45.8 54.2 37.5 39.6 8.3 6.3 0.0 0.0 2.1

女性 68 64.7 61.8 75.0 42.6 60.3 38.2 41.2 7.4 14.7 0.0 4.4 0.0

21 57.1 47.6 57.1 52.4 38.1 33.3 14.3 19.0 0.0 4.8 4.8 0.0

27 59.3 66.7 70.4 40.7 74.1 29.6 37.0 18.5 7.4 0.0 0.0 3.7

139 59.7 63.3 60.4 52.5 45.3 33.1 25.2 15.1 5.0 1.4 0.0 0.0

456 64.0 63.2 46.7 56.4 45.8 34.4 15.4 16.9 11.6 1.1 1.5 0.9

213 63.4 56.3 52.1 50.7 54.9 39.9 19.7 16.0 9.9 1.4 3.3 0.9

33 54.5 57.6 51.5 69.7 33.3 30.3 18.2 12.1 6.1 3.0 0.0 0.0

253 67.6 68.8 58.9 53.8 58.1 41.1 25.3 9.5 8.7 0.8 2.0 1.2

214 62.1 58.9 64.5 44.9 50.9 36.4 38.8 10.7 8.9 2.3 3.7 0.9

60 55.0 61.7 56.7 58.3 38.3 40.0 30.0 25.0 13.3 3.3 3.3 0.0

25 60.0 48.0 60.0 56.0 36.0 32.0 12.0 16.0 4.0 4.0 4.0 0.0

451 62.7 61.6 55.0 52.3 50.3 35.5 20.0 11.8 9.1 2.0 3.1 1.1

156 67.9 60.9 51.3 49.4 52.6 33.3 25.6 17.3 6.4 0.6 1.3 0.0

288 58.3 60.1 56.6 54.2 45.1 34.0 20.8 16.0 10.1 1.4 2.1 0.7

227 63.4 65.6 52.0 56.4 51.5 39.6 29.1 15.0 11.9 0.4 1.3 1.3

276 65.2 63.4 56.9 52.5 51.8 40.2 26.1 15.6 10.1 1.8 1.4 0.7

22 68.2 54.5 63.6 50.0 40.9 40.9 13.6 18.2 0.0 4.5 4.5 0.0

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

無職

その他

無回答

東部

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

全体

構成比

男性

女性

地
区
別

職
業
別

農林漁業

自営業

中央

南部

無回答  
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（２）生涯学習に関する現在の取り組みについて 

 

問３. 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。あてはまる番号に１つだけ○をつ

けてください。 

 

【調査結果】 

「したことがある」46.5％、「特にそういうことはしていない」48.4％と、「活動」派と「非活動」派がほぼ同数になってい

る。 

「したことがある」を性別でみると、男性 40.7％、女性 50.8％と、女性の方が約 10 ポイント高い。性別・年齢別でみる

と、女性の 50 歳代 54.9％、60 歳代 54.8％で高い。なお、最も低い性別・年齢別区分は男性 50 歳代 33.1％で、この結果、

同じ 50 歳代の男女で約 22 ポイントもの大きい差異が表れている。 

全国調査では、「特にそういうことはしていない」が 51.5％で、熊本市民より約３ポイント高い。 

 

 

46.5 48.4 3.7

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

したことがある 特にそういうことはしていない わからない 無回答
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対
象
者
数

（
人

）

し
た
こ
と
が
あ
る

特
に
そ
う
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 661 687 52 20

100 46.5 48.4 3.7 1.4

548 40.7 53.8 4.0 1.5

846 50.8 44.4 3.4 1.3

26 30.8 61.5 3.8 3.8

156 44.9 43.6 10.3 1.3

男性 56 44.6 42.9 10.7 1.8

女性 100 45.0 44.0 10.0 1.0

266 46.2 48.5 4.5 0.8

男性 90 38.9 55.6 5.6 0.0

女性 176 50.0 44.9 4.0 1.1

272 44.9 51.5 2.2 1.5

男性 107 41.1 55.1 2.8 0.9

女性 165 47.3 49.1 1.8 1.8

300 46.3 51.7 1.0 1.0

男性 118 33.1 66.1 0.0 0.8

女性 182 54.9 42.3 1.6 1.1

284 50.4 44.7 3.2 1.8

男性 128 45.3 46.9 4.7 3.1

女性 155 54.8 42.6 1.9 0.6

121 47.1 45.5 5.0 2.5

男性 48 43.8 50.0 4.2 2.1

女性 68 50.0 42.6 4.4 2.9

21 33.3 61.9 0.0 4.8

27 25.9 66.7 3.7 3.7

139 41.0 56.1 1.4 1.4

456 45.6 51.1 2.6 0.7

213 46.0 49.3 2.3 2.3

33 48.5 30.3 21.2 0.0

253 56.9 38.7 3.6 0.8

214 42.1 49.5 6.1 2.3

60 51.7 41.7 5.0 1.7

25 40.0 56.0 0.0 4.0

451 48.6 46.1 4.4 0.9

156 42.9 54.5 0.6 1.9

288 43.8 48.6 5.9 1.7

227 43.6 50.7 4.0 1.8

276 51.4 45.7 1.8 1.1

22 36.4 59.1 0.0 4.5

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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問４. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。この１年くらいの間に、あなたが行った生涯

学習はどのようなものですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「健康づくり・スポーツ」57.0％、「趣味的なもの」45.8％の２項目が高く、「職業上必要な知識・技能の習得」22.7％、「パ

ソコン・インターネットに関すること」21.0％、「家庭生活に役立つ学習」20.4％が同程度で続いている。 

性別では、男女とも「健康づくり・スポーツ」、「趣味的なもの」の順位は変わらないが、「健康づくり・スポーツ」が男性 54.3％、

女性 58.4％とあまり差がないのに対し、「趣味的なもの」は男性 34.1％、女性 51.9％と女性の方が約 18 ポイント高い。男

性で高い項目は「パソコン・インターネットに関すること」30.5％、「職業上必要な知識・技能の習得」30.0％、女性で高い

のは「家庭生活に役立つ学習」26.5％である。 

性別・年齢別に、上位の２項目をみると、「健康づくり・スポーツ」は、女性 70 歳以上 67.6％で最多、女性 40 歳代 60.3％

を除くと、男女とも 60 歳代を境に 60％を超える活動率になっている。「趣味的なもの」は、女性 60 歳代 70.6％で最多、女

性の 70 歳以上 58.8％、50 歳代 58.0％で高い。なお、男性は 50 歳代 30.8％、60 歳代 37.9％という結果で、この２つの

年齢区分では男女で２倍近い大きな活動差になっている。 

全国調査では、「健康・スポーツ」、「趣味的なもの」の２項目が高く、熊本市民と同じ傾向を示している。 

 

 

57.0

45.8

22.7

21.0

20.4

17.7

14.5

13.0

11.3

10.1

8.0

3.2

3.6

0.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

健康づくり・スポーツ

趣味的なもの

職業上必要な知識・技能の習得

パソコン・インターネットに関すること

家庭生活に役立つ学習

教養的なもの

社会問題の学習

自然体験や生活体験などの体験活動

育児・教育に関する学習

ボランティア活動やそのために必要な知識・技能の習得

語学学習

勤労体験

その他

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

健
康
づ
く
り
・
ス
ポ
ー

ツ

（
健
康
法

、
医
学

、
美
容

、
栄
養

、
水

泳
な
ど

）

趣
味
的
な
も
の

（
音
楽

、
美
術

、
生
け
花

、
舞
踊

、
書
道
な
ど

）

職
業
上
必
要
な
知
識
・
技
能

（
仕
事
に
関
連
し
た
資
格
取
得
な

ど

）
の
習
得

パ
ソ
コ
ン
・
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
に
関
す
る
こ
と

家
庭
生
活
に
役
立
つ
学
習

（
料
理

、
裁
縫

、
編
み
物
な
ど

）

教
養
的
な
も
の

（
文
学

、
歴
史

、
科
学
な
ど

）

社
会
問
題

（
社
会
・
時
事
問
題

、
国
際
問
題

、
環
境
問
題
な
ど

）

の
学
習

自
然
体
験
や
生
活
体
験
な
ど
の
体
験
活
動

（
キ
ャ
ン
プ
・
登
山
・

ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど

）

育
児
・
教
育

（
幼
児
教
育
・
教
育
問
題
な
ど

）
に
関
す
る
学
習

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得

（
手
話

、
点
訳

、
介
護
な
ど

）

語
学
学
習

（
英
会
話
な
ど

）

勤
労
体
験

そ
の
他

無
回
答

661 377 303 150 139 135 117 96 86 75 67 53 21 24 2

- 57.0 45.8 22.7 21.0 20.4 17.7 14.5 13.0 11.3 10.1 8.0 3.2 3.6 0.3

223 54.3 34.1 30.0 30.5 9.0 23.3 18.8 18.4 6.3 8.5 5.4 5.8 4.5 0.4

430 58.4 51.9 19.1 16.3 26.5 15.1 12.3 10.2 14.2 11.2 9.1 1.9 3.0 0.2

8 62.5 50.0 12.5 12.5 12.5 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 0.0

70 52.9 41.4 40.0 22.9 24.3 21.4 11.4 8.6 18.6 8.6 12.9 1.4 1.4 0.0

男性 25 44.0 32.0 52.0 24.0 8.0 20.0 8.0 8.0 12.0 8.0 12.0 4.0 0.0 0.0

女性 45 57.8 46.7 33.3 22.2 33.3 22.2 13.3 8.9 22.2 8.9 13.3 0.0 2.2 0.0

123 54.5 31.7 34.1 18.7 16.3 11.4 10.6 7.3 20.3 8.1 8.1 0.8 1.6 0.8

男性 35 51.4 25.7 54.3 20.0 8.6 14.3 17.1 11.4 11.4 8.6 2.9 0.0 0.0 2.9

女性 88 55.7 34.1 26.1 18.2 19.3 10.2 8.0 5.7 23.9 8.0 10.2 1.1 2.3 0.0

122 55.7 39.3 27.0 20.5 18.9 23.8 13.9 13.9 17.2 12.3 10.7 2.5 3.3 0.8

男性 44 47.7 31.8 27.3 20.5 6.8 27.3 13.6 18.2 6.8 9.1 6.8 4.5 4.5 0.0

女性 78 60.3 43.6 26.9 20.5 25.6 21.8 14.1 11.5 23.1 14.1 12.8 1.3 2.6 1.3

139 54.7 50.4 25.2 18.0 20.1 12.9 15.1 10.8 6.5 10.1 6.5 1.4 3.6 0.0

男性 39 59.0 30.8 43.6 30.8 10.3 25.6 25.6 17.9 0.0 5.1 7.7 2.6 2.6 0.0

女性 100 53.0 58.0 18.0 13.0 24.0 8.0 11.0 8.0 9.0 12.0 6.0 1.0 4.0 0.0

143 61.5 57.3 7.0 27.3 23.1 19.6 18.9 21.0 3.5 11.2 6.3 7.0 6.3 0.0

男性 58 60.3 37.9 8.6 41.4 12.1 25.9 24.1 25.9 5.2 10.3 1.7 10.3 10.3 0.0

女性 85 62.4 70.6 5.9 17.6 30.6 15.3 15.3 17.6 2.4 11.8 9.4 4.7 3.5 0.0

57 64.9 56.1 1.8 15.8 24.6 22.8 17.5 14.0 3.5 10.5 1.8 7.0 3.5 0.0

男性 21 61.9 52.4 4.8 42.9 4.8 23.8 19.0 23.8 4.8 9.5 4.8 14.3 4.8 0.0

女性 34 67.6 58.8 0.0 0.0 35.3 23.5 14.7 8.8 2.9 11.8 0.0 2.9 2.9 0.0

7 57.1 42.9 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 28.6 0.0 14.3 0.0

7 57.1 28.6 28.6 0.0 14.3 14.3 42.9 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0

57 56.1 45.6 24.6 28.1 21.1 17.5 17.5 7.0 8.8 12.3 7.0 5.3 3.5 0.0

208 53.8 35.1 38.9 20.2 14.4 18.8 14.4 14.9 11.5 7.7 8.2 2.4 2.4 0.5

98 57.1 50.0 24.5 23.5 30.6 15.3 13.3 11.2 9.2 8.2 9.2 3.1 1.0 0.0

16 56.3 43.8 25.0 18.8 18.8 31.3 18.8 6.3 12.5 12.5 31.3 0.0 6.3 0.0

144 61.1 52.1 4.9 11.8 27.8 13.9 9.0 11.8 17.4 12.5 6.3 2.8 2.8 0.7

90 57.8 47.8 6.7 33.3 17.8 17.8 17.8 12.2 3.3 8.9 3.3 4.4 6.7 0.0

31 58.1 74.2 32.3 16.1 9.7 35.5 25.8 25.8 19.4 19.4 12.9 6.5 6.5 0.0

10 60.0 50.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0

219 58.9 47.9 22.4 21.5 20.5 16.9 13.7 11.4 10.0 11.4 7.3 3.2 2.7 0.0

67 50.7 38.8 28.4 19.4 23.9 14.9 22.4 7.5 17.9 9.0 6.0 0.0 1.5 0.0

126 58.7 50.0 25.4 16.7 20.6 22.2 18.3 15.9 15.1 9.5 8.7 5.6 2.4 0.0

99 55.6 46.5 26.3 18.2 17.2 18.2 9.1 11.1 11.1 7.1 9.1 2.0 6.1 1.0

142 57.0 41.5 16.2 27.5 21.8 16.9 13.4 16.2 7.7 11.3 7.0 3.5 4.9 0.7

8 50.0 50.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 37.5 0.0 12.5 0.0無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

主婦（夫）

その他

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

全体

構成比

男性

女性

地
区
別

職
業
別

農林漁業

自営業

無回答

東部

西部
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問５. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。生涯学習をするようになった理由は何ですか。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「健康・体力づくりのため」51.6％、「趣味を豊かにするため」51.1％の２項目が高く、「他の人との親睦を深めたり、友人

を得たりするため」43.1％、「興味があったため」40.8％と続いている。 

性別では、「健康・体力づくりのため」は男性 50.7％、女性 51.9％、「趣味を豊かにするため」は男性 50.7％、女性 51.4％

と、ほとんど差はない。それに対し、「他の人との親睦を深めたり、友人を得たりするため」は男性 35.9％、女性 47.0％、「高

度な専門的知識を得るため」は男性 23.8％、女性 16.7％と、男女の差異がみられる。 

性別・年齢別に、上位の２項目をみると、「健康・体力づくりのため」は、女性の 60 歳代 68.2％、70 歳以上 61.8％、男

性の 70 歳以上 66.7％、60 歳代 62.1％で高い。「趣味を豊かにするため」は、男性 70 歳以上 71.4％で、全体より約 20

ポイントも高い結果である。 

全国調査では、「趣味を豊かにするため」42.0％、「他の人との親睦を深めたり、友人を得るため」35.7％、「健康・体力づ

くりのため」35.6％となっており、熊本市民では「健康・体力づくりのため」という理由が大きいことがうかがわれる。 

 

 

51.6

51.1

43.1

40.8

33.9

32.5

27.5

22.7

21.9

19.2

13.6

6.8

3.2

0.6

0.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

健康・体力づくりのため

趣味を豊かにするため

他の人との親睦を深めたり、友人を得たりするため

興味があったため

教養を高めるため

自由時間を有効に活用するため

老後の人生を有意義にするため

現在の仕事や将来の就職・転職に役立てるため

家庭・日常生活や地域をよりよくするため

高度な専門的知識を得るため

社会の進歩に遅れないよう、世の中のことを知るため

ボランティア活動に興味があり、それに必要な知識を得るため

その他

特に理由はない

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

健
康
・
体
力
づ
く
り
の
た
め

趣
味
を
豊
か
に
す
る
た
め

他
の
人
と
の
親
睦
を
深
め
た
り

、
友
人
を
得
た
り
す
る
た
め

興
味
が
あ

っ
た
た
め

教
養
を
高
め
る
た
め

自
由
時
間
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め

老
後
の
人
生
を
有
意
義
に
す
る
た
め

現
在
の
仕
事
や
将
来
の
就
職
・
転
職
に
役
立
て
る
た
め

家
庭
・
日
常
生
活
や
地
域
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め

高
度
な
専
門
的
知
識
を
得
る
た
め

社
会
の
進
歩
に
遅
れ
な
い
よ
う

、
世
の
中
の
こ
と
を
知
る
た
め

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
興
味
が
あ
り

、
そ
れ
に
必
要
な
知
識
を
得

る
た
め

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

661 341 338 285 270 224 215 182 150 145 127 90 45 21 4 1

- 51.6 51.1 43.1 40.8 33.9 32.5 27.5 22.7 21.9 19.2 13.6 6.8 3.2 0.6 0.2

223 50.7 50.7 35.9 35.9 34.1 31.4 25.1 25.6 20.6 23.8 18.4 6.7 4.0 0.4 0.0

430 51.9 51.4 47.0 43.7 34.4 33.3 28.4 21.2 23.0 16.7 10.9 6.7 2.8 0.7 0.2

8 62.5 50.0 37.5 25.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0 25.0 25.0 12.5 0.0 0.0 0.0

70 42.9 37.1 32.9 55.7 37.1 31.4 5.7 50.0 17.1 31.4 5.7 5.7 7.1 0.0 0.0

男性 25 28.0 28.0 28.0 44.0 24.0 28.0 4.0 64.0 16.0 32.0 12.0 4.0 12.0 0.0 0.0

女性 45 51.1 42.2 35.6 62.2 44.4 33.3 6.7 42.2 17.8 31.1 2.2 6.7 4.4 0.0 0.0

123 47.2 44.7 31.7 43.9 28.5 22.0 5.7 39.0 21.1 22.8 7.3 0.8 4.9 0.0 0.0

男性 35 51.4 48.6 31.4 34.3 40.0 20.0 8.6 40.0 14.3 37.1 14.3 2.9 2.9 0.0 0.0

女性 88 45.5 43.2 31.8 47.7 23.9 22.7 4.5 38.6 23.9 17.0 4.5 0.0 5.7 0.0 0.0

122 42.6 51.6 34.4 38.5 38.5 28.7 14.8 21.3 20.5 19.7 8.2 4.9 2.5 0.8 0.8

男性 44 34.1 50.0 22.7 36.4 34.1 31.8 15.9 20.5 13.6 27.3 6.8 4.5 2.3 2.3 0.0

女性 78 47.4 52.6 41.0 39.7 41.0 26.9 14.1 21.8 24.4 15.4 9.0 5.1 2.6 0.0 1.3

139 48.2 53.2 42.4 40.3 39.6 32.4 26.6 21.6 23.0 20.1 10.8 7.2 2.2 0.0 0.0

男性 39 59.0 48.7 33.3 30.8 35.9 20.5 15.4 28.2 20.5 20.5 5.1 2.6 2.6 0.0 0.0

女性 100 44.0 55.0 46.0 44.0 41.0 37.0 31.0 19.0 24.0 20.0 13.0 9.0 2.0 0.0 0.0

143 65.7 57.3 56.6 39.9 30.1 46.2 52.4 5.6 25.9 13.3 24.5 10.5 2.8 0.0 0.0

男性 58 62.1 55.2 43.1 37.9 31.0 44.8 43.1 10.3 25.9 15.5 31.0 8.6 5.2 0.0 0.0

女性 85 68.2 58.8 65.9 41.2 29.4 47.1 58.8 2.4 25.9 11.8 20.0 11.8 1.2 0.0 0.0

57 63.2 59.6 68.4 28.1 31.6 31.6 68.4 1.8 22.8 7.0 24.6 14.0 0.0 5.3 0.0

男性 21 66.7 71.4 66.7 33.3 42.9 38.1 66.7 4.8 38.1 14.3 42.9 23.8 0.0 0.0 0.0

女性 34 61.8 52.9 70.6 23.5 26.5 29.4 67.6 0.0 14.7 2.9 14.7 8.8 0.0 8.8 0.0

7 57.1 57.1 28.6 14.3 0.0 28.6 28.6 28.6 0.0 28.6 42.9 14.3 0.0 0.0 0.0

7 42.9 42.9 57.1 14.3 28.6 14.3 57.1 0.0 28.6 42.9 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0

57 49.1 59.6 36.8 42.1 36.8 21.1 26.3 28.1 21.1 19.3 14.0 12.3 0.0 3.5 0.0

208 46.6 48.6 34.6 39.9 35.1 26.4 14.9 32.2 17.3 24.0 7.7 2.4 3.4 0.5 0.5

98 56.1 50.0 40.8 43.9 32.7 32.7 25.5 31.6 24.5 18.4 14.3 7.1 3.1 0.0 0.0

16 31.3 56.3 25.0 62.5 43.8 25.0 0.0 43.8 12.5 25.0 0.0 6.3 12.5 0.0 0.0

144 54.2 48.6 56.9 39.6 30.6 43.1 33.3 6.9 25.7 11.8 13.2 9.7 4.2 0.7 0.0

90 57.8 52.2 50.0 34.4 30.0 43.3 48.9 5.6 24.4 14.4 20.0 5.6 2.2 0.0 0.0

31 61.3 61.3 45.2 54.8 58.1 25.8 41.9 35.5 32.3 29.0 38.7 12.9 0.0 0.0 0.0

10 40.0 60.0 30.0 40.0 0.0 20.0 20.0 30.0 0.0 20.0 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0

219 55.7 50.7 45.7 43.4 35.2 34.7 26.5 25.1 25.1 17.8 12.8 8.2 3.7 0.5 0.0

67 46.3 46.3 31.3 40.3 32.8 20.9 25.4 22.4 31.3 28.4 10.4 6.0 3.0 0.0 0.0

126 50.0 57.1 46.0 40.5 34.1 35.7 31.0 22.2 19.8 22.2 15.1 7.1 3.2 0.8 0.8

99 45.5 48.5 42.4 36.4 30.3 26.3 25.3 23.2 15.2 18.2 7.1 4.0 1.0 1.0 0.0

142 52.8 50.7 42.3 40.8 35.9 35.9 27.5 19.0 19.7 14.8 19.0 5.6 4.2 0.7 0.0

8 62.5 50.0 50.0 37.5 12.5 37.5 50.0 25.0 12.5 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

主婦（夫）

無回答

東部

西部

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

その他
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問６. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。あなたは、どのようなかたちで生涯学習を行

っていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動」36.6％が最も多く、「書店で本を購入して自宅で学習」31.9％、「民

間のカルチャーセンターやスポーツクラブの講座や教室」27.8％、「公民館が行う講座や教室」27.1％、「市や県などの行政が

主催する講座や教室」22.1％と続いている。 

性別でみると、男女で学習方法に違いがあることがわかる。男性では、「書店で本を購入して自宅で学習」37.2％がトップ、

「同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動」31.4％が次ぐが、それ以外はあまり高くない。これに対し、女性では、

「同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動」39.3％が最も多いが、「民間のカルチャーセンターやスポーツクラブの

講座や教室」31.9％、「公民館が行う講座や教室」33.3％など、「自宅」外の多様な学習機会が選択されている。 

性別・年齢別に、上位の５項目をみると、「同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動」は、女性の 60 歳代 55.3％、

70 歳以上 50.0％、男性 70 歳以上 47.6％で、「書店で本を購入して自宅で学習」は、男性の 30 歳代 54.3％、20 歳代 44.0％、

女性 20 歳代 44.4％で高い。「民間のカルチャーセンターやスポーツクラブの講座や教室」は、男性 70 歳以上 42.9％、40

歳代女性 41.0％で、「公民館が行う講座や教室」は、女性の 70 歳以上 61.8％、60 歳代 56.5％、男性 70 歳以上 42.9％で、

「市や県などの行政が主催する講座や教室」は、男性 70 歳以上 38.1％で高くなっている。 

全国調査では、「同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動」33.1％、「公民館などにおける都道府県や市町村など

の自治体の講座や教室」31.1％、「自宅での学習活動」25.1％、「カルチャーセンターやスポーツクラブなど民間の講座や教室」

24.3％となっており、「公民館」が上位にあがっている。 

 

36.6

31.9

27.8

27.1

22.1

18.6

15.0

9.2

5.7

5.6

5.3

5.1

1.7

0.8

7.9

0.8

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動

書店で本を購入して自宅で学習

民間のカルチャーセンターやスポーツクラブの講座や教室

公民館が行う講座や教室

市や県などの行政が主催する講座や教室

図書館・博物館・美術館などを利用しての自主的な学習

インターネットを活用した学習

ラジオ・テレビの講座番組

パソコンソフトを使った学習

NPOが主催する講座や教室

民間の通信教育

学校（高等学校、専門学校、大学など）の公開講座

学校（高等学校、専門学校、大学など）の正規課程

放送大学

その他

わからない

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

同
好
者
が
自
主
的
に
行

っ
て
い
る
集
ま
り

、
サ
ー

ク
ル
活
動

書
店
で
本
を
購
入
し
て
自
宅
で
学
習

民
間
の
カ
ル
チ

ャ
ー

セ
ン
タ
ー

や
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
の
講
座
や
教室

公
民
館
が
行
う
講
座
や
教
室

市
や
県
な
ど
の
行
政
が
主
催
す
る
講
座
や
教
室

（
公
民
館
講
座
を

除
く

）

図
書
館
・
博
物
館
・
美
術
館
な
ど
を
利
用
し
て
の
自
主
的
な
学
習

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
活
用
し
た
学
習

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
の
講
座
番
組

パ
ソ
コ
ン
ソ
フ
ト
を
使

っ
た
学
習

N
P
O

（
民
間
非
営
利
団
体

）
が
主
催
す
る
講
座
や
教
室

民
間
の
通
信
教
育

学
校

（
高
等
学
校

、
専
門
学
校

、
大
学
な
ど

）
の
公
開
講
座

学
校

（
高
等
学
校

、
専
門
学
校

、
大
学
な
ど

）
の
正
規
課
程

放
送
大
学

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

661 242 211 184 179 146 123 99 61 38 37 35 34 11 5 52 5 8

- 36.6 31.9 27.8 27.1 22.1 18.6 15.0 9.2 5.7 5.6 5.3 5.1 1.7 0.8 7.9 0.8 1.2

223 31.4 37.2 19.7 15.2 20.6 21.1 20.6 9.4 11.2 5.8 5.4 5.8 1.3 1.3 9.0 0.4 1.8

430 39.3 28.8 31.9 33.3 23.0 17.4 11.9 9.1 2.6 5.6 5.3 4.7 1.9 0.5 7.2 0.9 0.9

8 37.5 50.0 37.5 25.0 12.5 12.5 25.0 12.5 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0

70 34.3 44.3 25.7 8.6 12.9 21.4 20.0 2.9 1.4 4.3 7.1 8.6 8.6 1.4 12.9 2.9 1.4

男性 25 28.0 44.0 16.0 0.0 8.0 24.0 32.0 0.0 4.0 4.0 4.0 8.0 8.0 4.0 20.0 4.0 0.0

女性 45 37.8 44.4 31.1 13.3 15.6 20.0 13.3 4.4 0.0 4.4 8.9 8.9 8.9 0.0 8.9 2.2 2.2

123 31.7 31.7 27.6 16.3 22.0 10.6 14.6 8.9 2.4 8.1 11.4 3.3 0.8 0.0 9.8 1.6 0.8

男性 35 31.4 54.3 17.1 0.0 17.1 14.3 14.3 11.4 5.7 11.4 11.4 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 2.9

女性 88 31.8 22.7 31.8 22.7 23.9 9.1 14.8 8.0 1.1 6.8 11.4 4.5 1.1 0.0 11.4 2.3 0.0

122 29.5 30.3 32.8 19.7 23.0 23.0 23.0 9.0 4.9 2.5 2.5 4.9 0.8 0.8 8.2 0.8 1.6

男性 44 29.5 29.5 18.2 13.6 15.9 25.0 31.8 2.3 6.8 4.5 2.3 4.5 0.0 0.0 9.1 0.0 2.3

女性 78 29.5 30.8 41.0 23.1 26.9 21.8 17.9 12.8 3.8 1.3 2.6 5.1 1.3 1.3 7.7 1.3 1.3

139 32.4 40.3 25.9 23.7 20.9 19.4 10.1 9.4 3.6 8.6 4.3 4.3 0.7 2.2 5.8 0.0 0.0

男性 39 20.5 41.0 15.4 7.7 20.5 15.4 10.3 15.4 7.7 7.7 2.6 5.1 0.0 5.1 7.7 0.0 0.0

女性 100 37.0 40.0 30.0 30.0 21.0 21.0 10.0 7.0 2.0 9.0 5.0 4.0 1.0 1.0 5.0 0.0 0.0

143 47.6 21.7 26.6 44.8 25.2 23.1 14.7 12.6 11.2 4.9 2.8 7.0 1.4 0.0 6.3 0.0 2.1

男性 58 36.2 27.6 19.0 27.6 25.9 24.1 22.4 8.6 19.0 3.4 5.2 10.3 1.7 0.0 10.3 0.0 1.7

女性 85 55.3 17.6 31.8 56.5 24.7 22.4 9.4 15.3 5.9 5.9 1.2 4.7 1.2 0.0 3.5 0.0 2.4

57 49.1 21.1 26.3 56.1 28.1 12.3 3.5 8.8 7.0 3.5 5.3 1.8 0.0 0.0 5.3 0.0 1.8

男性 21 47.6 33.3 42.9 42.9 38.1 23.8 9.5 23.8 19.0 4.8 9.5 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8

女性 34 50.0 14.7 17.6 61.8 23.5 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0

7 28.6 71.4 42.9 0.0 14.3 0.0 28.6 14.3 42.9 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

7 42.9 28.6 0.0 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

57 35.1 29.8 31.6 21.1 14.0 14.0 15.8 5.3 8.8 5.3 0.0 3.5 1.8 0.0 8.8 1.8 0.0

208 32.2 33.7 27.9 13.5 22.1 16.8 15.9 7.7 5.3 6.7 8.7 4.8 0.5 1.9 10.6 0.5 1.4

98 34.7 41.8 28.6 24.5 17.3 24.5 14.3 13.3 2.0 8.2 6.1 3.1 1.0 0.0 5.1 0.0 0.0

16 43.8 56.3 12.5 0.0 18.8 31.3 18.8 6.3 0.0 0.0 0.0 31.3 31.3 6.3 6.3 0.0 0.0

144 45.8 20.1 27.1 47.2 26.4 14.6 11.1 8.3 2.8 4.9 2.1 3.5 0.0 0.0 6.9 0.0 0.7

90 34.4 23.3 30.0 38.9 26.7 23.3 16.7 12.2 13.3 4.4 6.7 5.6 1.1 0.0 4.4 1.1 3.3

31 38.7 51.6 25.8 25.8 29.0 25.8 19.4 9.7 3.2 0.0 6.5 9.7 6.5 0.0 9.7 6.5 3.2

10 20.0 60.0 40.0 10.0 10.0 10.0 30.0 20.0 30.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0

219 37.0 38.4 32.9 21.9 25.6 21.0 14.2 10.5 3.7 7.8 6.4 5.5 0.5 1.4 6.8 0.0 2.3

67 37.3 38.8 19.4 35.8 16.4 17.9 10.4 6.0 7.5 7.5 4.5 3.0 1.5 0.0 10.4 0.0 0.0

126 37.3 23.8 32.5 22.2 27.0 17.5 13.5 7.9 5.6 6.3 7.1 7.1 2.4 0.8 10.3 2.4 1.6

99 31.3 26.3 18.2 37.4 17.2 14.1 12.1 10.1 4.0 2.0 4.0 7.1 4.0 0.0 5.1 0.0 1.0

142 38.7 28.9 26.1 28.9 18.3 19.7 21.1 8.5 8.5 3.5 3.5 2.1 1.4 0.7 7.0 1.4 0.0

8 37.5 50.0 37.5 12.5 25.0 12.5 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

主婦（夫）

その他

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

全体

構成比

男性

女性

地
区
別

職
業
別

農林漁業

自営業

無回答

東部

西部
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問７. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。生涯学習に関する情報をどのように得ていま

すか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「市政だより」53.3％、「家族や友人、知人からの口伝え」45.1％の２項目が高く、「チラシ・ポスター」33.3％、「テレビ・

ラジオ」30.9％と続いている。 

性別では、男性はトップの「市政だより」ですら 38.6％にとどまるのに対し、女性は「市政だより」60.7％、「家族や友人、

知人からの口伝え」49.5％、「チラシ・ポスター」36.7％と、いずれもきわめて高い。 

性別・年齢別に、上位の４項目をみると、「市政だより」は、女性の 70 歳以上 79.4％、60 歳代 69.4％、50 歳代 65.0％

で、「家族や友人、知人からの口伝え」は、女性 60 歳代 65.9％で、「チラシ・ポスター」は、女性の 40 歳代 42.3％、20 歳

代 42.2％で、「テレビ・ラジオ」は、男性の 70 歳以上 47.6％、40 歳代 38.6％、女性 40 歳代 38.5％で高くなっている。 

 

 

53.3

45.1

33.3

30.9

25.6

23.0

20.0

18.9

15.7

12.9

5.3

2.7

2.7

0.6

1.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

市政だより

家族や友人、知人からの口伝え

チラシ・ポスター

テレビ、ラジオ

インターネット

自治会・町内会の回覧板や掲示板

有料の新聞・雑誌

フリーペーパーなど、無料配布の情報紙（誌）

学校や職場からの推薦

公共施設の窓口

熊本市ホームページ

その他

特にない

わからない

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

市
政
だ
よ
り

家
族
や
友
人

、
知
人
か
ら
の
口
伝
え

チ
ラ
シ
・
ポ
ス
タ
ー

テ
レ
ビ

、
ラ
ジ
オ

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

自
治
会
・
町
内
会
の
回
覧
板
や
掲
示
板

有
料
の
新
聞
・
雑
誌

フ
リ
ー

ペ
ー

パ
ー

な
ど

、
無
料
配
布
の
情
報
紙

（
誌

）

学
校
や
職
場
か
ら
の
推
薦

（
機
関
誌

、
掲
示
板

、
パ
ン
フ
レ

ッ
ト

な
ど
も
含
む

）

公
共
施
設
の
窓
口

熊
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

661 352 298 220 204 169 152 132 125 104 85 35 18 18 4 8

- 53.3 45.1 33.3 30.9 25.6 23.0 20.0 18.9 15.7 12.9 5.3 2.7 2.7 0.6 1.2

223 38.6 37.2 27.4 34.1 31.8 21.5 23.3 11.7 17.0 9.0 7.2 4.0 4.5 0.4 1.3

430 60.7 49.5 36.7 29.3 22.6 23.7 18.1 23.0 15.1 14.9 4.4 1.9 1.9 0.7 1.2

8 62.5 25.0 12.5 25.0 12.5 25.0 25.0 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

70 28.6 38.6 38.6 27.1 42.9 12.9 18.6 21.4 30.0 4.3 8.6 2.9 7.1 1.4 0.0

男性 25 16.0 36.0 32.0 36.0 44.0 8.0 20.0 12.0 24.0 0.0 8.0 4.0 8.0 4.0 0.0

女性 45 35.6 40.0 42.2 22.2 42.2 15.6 17.8 26.7 33.3 6.7 8.9 2.2 6.7 0.0 0.0

123 43.1 48.0 30.9 25.2 41.5 9.8 16.3 27.6 19.5 13.8 1.6 2.4 1.6 2.4 0.0

男性 35 22.9 48.6 20.0 22.9 54.3 2.9 17.1 17.1 31.4 11.4 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0

女性 88 51.1 47.7 35.2 26.1 36.4 12.5 15.9 31.8 14.8 14.8 2.3 2.3 1.1 3.4 0.0

122 48.4 33.6 32.8 38.5 31.1 17.2 14.8 18.0 24.6 6.6 6.6 4.1 4.9 0.0 0.8

男性 44 22.7 18.2 15.9 38.6 43.2 15.9 20.5 6.8 20.5 2.3 11.4 6.8 11.4 0.0 2.3

女性 78 62.8 42.3 42.3 38.5 24.4 17.9 11.5 24.4 26.9 9.0 3.8 2.6 1.3 0.0 0.0

139 58.3 43.9 39.6 31.7 18.7 25.2 27.3 13.7 12.9 15.8 3.6 2.2 0.7 0.0 2.2

男性 39 41.0 30.8 38.5 33.3 23.1 25.6 23.1 12.8 17.9 7.7 5.1 7.7 0.0 0.0 2.6

女性 100 65.0 49.0 40.0 31.0 17.0 25.0 29.0 14.0 11.0 19.0 3.0 0.0 1.0 0.0 2.0

143 65.7 58.0 32.9 29.4 14.7 37.8 21.0 20.3 5.6 14.0 6.3 2.8 2.1 0.0 1.4

男性 58 60.3 46.6 27.6 31.0 19.0 32.8 29.3 12.1 6.9 10.3 10.3 1.7 3.4 0.0 0.0

女性 85 69.4 65.9 36.5 28.2 11.8 41.2 15.3 25.9 4.7 16.5 3.5 3.5 1.2 0.0 2.4

57 73.7 43.9 21.1 33.3 1.8 35.1 19.3 10.5 3.5 24.6 8.8 0.0 1.8 0.0 3.5

男性 21 61.9 47.6 38.1 47.6 4.8 42.9 28.6 9.5 4.8 28.6 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8

女性 34 79.4 44.1 11.8 23.5 0.0 29.4 14.7 11.8 2.9 23.5 11.8 0.0 2.9 0.0 2.9

7 42.9 28.6 14.3 28.6 28.6 14.3 28.6 0.0 14.3 14.3 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

7 42.9 0.0 0.0 28.6 0.0 57.1 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

57 49.1 47.4 29.8 21.1 22.8 26.3 19.3 5.3 7.0 8.8 5.3 8.8 1.8 0.0 3.5

208 38.9 34.6 36.1 33.2 35.1 14.9 18.3 18.3 26.9 8.2 6.7 2.4 4.3 1.0 1.0

98 58.2 56.1 40.8 36.7 25.5 24.5 25.5 30.6 15.3 14.3 3.1 1.0 0.0 0.0 1.0

16 18.8 37.5 25.0 37.5 37.5 6.3 12.5 25.0 37.5 0.0 12.5 6.3 12.5 6.3 0.0

144 70.8 54.2 31.3 25.7 15.3 29.2 18.1 19.4 9.0 19.4 4.2 2.1 1.4 0.7 1.4

90 66.7 44.4 30.0 31.1 18.9 31.1 18.9 17.8 3.3 17.8 6.7 2.2 1.1 0.0 0.0

31 45.2 48.4 35.5 29.0 32.3 19.4 29.0 16.1 19.4 12.9 3.2 0.0 6.5 0.0 3.2

10 40.0 50.0 10.0 50.0 30.0 10.0 20.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0

219 53.9 51.6 40.6 31.5 26.9 23.7 21.0 20.1 17.4 13.7 5.5 2.7 1.4 0.5 1.4

67 61.2 40.3 29.9 22.4 26.9 28.4 22.4 14.9 7.5 13.4 7.5 4.5 3.0 0.0 3.0

126 46.8 47.6 37.3 34.1 28.6 16.7 23.0 24.6 19.8 11.9 5.6 4.0 3.2 0.8 0.8

99 54.5 30.3 24.2 29.3 20.2 23.2 19.2 18.2 22.2 15.2 6.1 1.0 5.1 0.0 1.0

142 53.5 45.8 27.5 31.7 24.6 24.6 14.1 15.5 9.2 10.6 3.5 1.4 2.8 1.4 0.7

8 50.0 37.5 12.5 37.5 12.5 25.0 37.5 0.0 12.5 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

主婦（夫）

無回答

東部

西部

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

その他
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問８. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。生涯学習を行うために月にいくらぐらい支出

していますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「千円～３千円未満」23.3％、「３千円～５千円未満」21.6％、「5 千円～1 万円未満」21.5％の価格帯が多い。「千円未満」

12.6％を合わせた「５千円未満」は合計 57.5％となり、市民の半数以上が「５千円未満」までの支出である。これに対して、

「１万円以上」は合計 19.5％である。 

性別では、「５千円未満」は男性 58.4％、女性 57.0％、「１万円以上」は男性 20.6％、女性 18.9％である。 

性別・年齢別に、「５千円未満」の合計をみると、男性 50 歳代 69.2％、女性 30 歳代 67.0％で高く、男性 70 歳以上 47.6％、

女性 60 歳代 48.2％で低くなっている。また、「１万円以上」の合計では、60 歳代が男性 27.6％、女性 25.9％と高く、男

性 20 歳代 24.0％が続いている。 

 

 

12.6 23.3 21.6 21.5 13.3

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

千円未満 千円～3千円未満 3千円～5千円未満 5千円～1万円未満

1万円～2万円未満 2万円～3万円未満 3万円以上 無回答
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対
象
者
数

（
人

）

千
円
未
満

千
円
～

3
千
円
未
満

3
千
円
～

5
千
円
未
満

5
千
円
～

1
万
円
未
満

1
万
円
～

2
万
円
未
満

2
万
円
～

3
万
円
未
満

3
万
円
以
上

無
回
答

661 83 154 143 142 88 17 24 10

100 12.6 23.3 21.6 21.5 13.3 2.6 3.6 1.5

223 11.7 26.5 20.2 19.3 12.6 4.0 4.0 1.8

430 13.3 21.4 22.3 22.8 13.5 1.9 3.5 1.4

8 0.0 37.5 25.0 12.5 25.0 0.0 0.0 0.0

70 14.3 25.7 11.4 28.6 12.9 2.9 4.3 0.0

男性 25 12.0 24.0 16.0 24.0 16.0 4.0 4.0 0.0

女性 45 15.6 26.7 8.9 31.1 11.1 2.2 4.4 0.0

123 22.0 16.3 26.0 17.9 12.2 1.6 3.3 0.8

男性 35 14.3 17.1 25.7 25.7 11.4 0.0 5.7 0.0

女性 88 25.0 15.9 26.1 14.8 12.5 2.3 2.3 1.1

122 14.8 23.8 21.3 20.5 13.9 1.6 3.3 0.8

男性 44 18.2 27.3 15.9 20.5 11.4 0.0 4.5 2.3

女性 78 12.8 21.8 24.4 20.5 15.4 2.6 2.6 0.0

139 12.9 26.6 19.4 21.6 10.1 3.6 2.2 3.6

男性 39 15.4 33.3 20.5 7.7 10.3 7.7 0.0 5.1

女性 100 12.0 24.0 19.0 27.0 10.0 2.0 3.0 3.0

143 4.9 21.0 25.2 21.7 17.5 2.8 6.3 0.7

男性 58 6.9 25.9 22.4 17.2 13.8 6.9 6.9 0.0

女性 85 3.5 17.6 27.1 24.7 20.0 0.0 5.9 1.2

57 5.3 29.8 22.8 22.8 10.5 3.5 1.8 3.5

男性 21 0.0 28.6 19.0 28.6 14.3 4.8 0.0 4.8

女性 34 8.8 29.4 23.5 20.6 8.8 2.9 2.9 2.9

7 0.0 42.9 14.3 14.3 28.6 0.0 0.0 0.0

7 14.3 14.3 57.1 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

57 10.5 24.6 22.8 14.0 12.3 8.8 3.5 3.5

208 16.3 23.6 20.2 21.2 13.5 2.4 1.4 1.4

98 11.2 24.5 26.5 19.4 9.2 4.1 3.1 2.0

16 6.3 37.5 12.5 18.8 18.8 0.0 6.3 0.0

144 15.3 18.8 18.8 27.8 13.9 0.7 3.5 1.4

90 6.7 22.2 26.7 23.3 15.6 1.1 4.4 0.0

31 6.5 29.0 12.9 16.1 9.7 3.2 19.4 3.2

10 0.0 40.0 10.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0

219 11.9 24.7 25.1 21.9 11.0 2.7 1.4 1.4

67 13.4 23.9 25.4 19.4 10.4 0.0 6.0 1.5

126 7.1 19.0 19.8 24.6 17.5 4.0 7.1 0.8

99 16.2 27.3 22.2 17.2 9.1 3.0 3.0 2.0

142 16.2 21.1 16.2 22.5 16.2 2.1 3.5 2.1

8 0.0 37.5 12.5 12.5 37.5 0.0 0.0 0.0

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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問９. 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします。あなたが、生涯学習を通じて身に付けた知識・

技能や経験は、どのような場面で活かされていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「生活の潤いや生きがいづくり」56.9％、「仲間づくり、友達づくり」55.4％、「自分の健康の維持・増進」51.6％の３項

目がきわめて高く、「さらなる知識・技能の向上」33.1％、「家庭生活や地域での活動」30.6％と続いている。 

性別では、「生活の潤いや生きがいづくり」が男性 50.7％、女性 60.5％、「仲間づくり、友達づくり」が男性 48.9％、女性

59.1％と女性の方が約 10 ポイント高いのに対し、「自分の健康の維持・増進」は変わらない。男性で高い項目は「さらなる知

識・技能の向上」42.2％、「仕事や就職」30.9％である。 

性別・年齢別に、上位の３項目をみると、「生活の潤いや生きがいづくり」は、女性の 60 歳代 76.5％、50 歳代 66.0％、

男性の 60 歳代 69.0％、70 歳以上 66.7％で、「仲間づくり、友達づくり」は、女性の 70 歳以上 76.5％、60 歳代 74.1％

で、「自分の健康の維持・増進」は、男性 70 歳以上 71.4％、女性 60 歳代 70.6％で高くなっている。 

全国調査では、「自分の人生がより豊かになっている」45.2％、「自分の健康の維持・増進に役立っている」37.9％、「仕事

や就職の上で活かしている」27.1％、「日常の生活や地域での活動に活かしている」26.2％となっている。 

56.9

55.4

51.6

33.1

30.6

25.1

14.1

13.2

5.7

1.8

2.1

1.7

0.9

0.5

1.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

生活の潤いや生きがいづくり

仲間づくり、友達づくり

自分の健康の維持・増進

さらなる知識・技能の向上

家庭生活や地域での活動

仕事や就職

資格の取得

ボランティア活動

他の人の学習やスポーツ、文化活動などの指導

学業、学校生活

その他

活かされていない

活かそうとは思わない

わからない

無回答

 
参考資料 

45.2

37.9

27.1

26.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自分の人生がより豊かになっている

自分の健康の維持・増進に役立っている

仕事や就職の上で活かしている

日常の生活や地域での活動に活かしている

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

生
活
の
潤
い
や
生
き
が
い
づ
く
り

仲
間
づ
く
り

、
友
達
づ
く
り

自
分
の
健
康
の
維
持
・
増
進

さ
ら
な
る
知
識
・
技
能
の
向
上

家
庭
生
活
や
地
域
で
の
活
動

仕
事
や
就
職

資
格
の
取
得

ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動

他
の
人
の
学
習
や
ス
ポ
ー

ツ

、
文
化
活
動
な
ど
の
指
導

学
業

、
学
校
生
活

そ
の
他

活
か
さ
れ
て
い
な
い

活
か
そ
う
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

661 376 366 341 219 202 166 93 87 38 12 14 11 6 3 7

- 56.9 55.4 51.6 33.1 30.6 25.1 14.1 13.2 5.7 1.8 2.1 1.7 0.9 0.5 1.1

223 50.7 48.9 51.1 42.2 26.9 30.9 14.8 12.1 9.0 3.6 3.1 1.3 1.8 1.3 1.3

430 60.5 59.1 51.9 28.6 32.6 22.1 13.7 13.7 4.2 0.9 1.6 1.9 0.5 0.0 0.9

8 37.5 37.5 50.0 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70 47.1 45.7 35.7 50.0 27.1 42.9 25.7 7.1 5.7 12.9 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0

男性 25 40.0 48.0 20.0 48.0 28.0 56.0 28.0 8.0 4.0 20.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 45 51.1 44.4 44.4 51.1 26.7 35.6 24.4 6.7 6.7 8.9 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0

123 44.7 49.6 44.7 32.5 28.5 42.3 22.0 5.7 3.3 0.0 0.8 3.3 0.0 2.4 0.8

男性 35 40.0 48.6 51.4 48.6 22.9 57.1 28.6 2.9 11.4 0.0 0.0 2.9 0.0 8.6 0.0

女性 88 46.6 50.0 42.0 26.1 30.7 36.4 19.3 6.8 0.0 0.0 1.1 3.4 0.0 0.0 1.1

122 52.5 52.5 43.4 30.3 32.8 28.7 12.3 9.8 6.6 2.5 1.6 2.5 0.8 0.0 0.8

男性 44 43.2 45.5 36.4 36.4 25.0 29.5 13.6 9.1 6.8 6.8 4.5 0.0 2.3 0.0 2.3

女性 78 57.7 56.4 47.4 26.9 37.2 28.2 11.5 10.3 6.4 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0

139 59.0 53.2 51.1 36.0 30.2 23.0 14.4 12.2 5.0 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 2.2

男性 39 41.0 43.6 56.4 41.0 20.5 33.3 17.9 7.7 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6

女性 100 66.0 57.0 49.0 34.0 34.0 19.0 13.0 14.0 6.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0

143 73.4 64.3 67.8 29.4 33.6 9.1 4.9 18.9 7.7 0.0 3.5 2.1 2.8 0.0 0.7

男性 58 69.0 50.0 63.8 37.9 32.8 13.8 1.7 17.2 13.8 0.0 3.4 3.4 3.4 0.0 0.0

女性 85 76.5 74.1 70.6 23.5 34.1 5.9 7.1 20.0 3.5 0.0 3.5 1.2 2.4 0.0 1.2

57 59.6 71.9 63.2 21.1 29.8 3.5 8.8 31.6 7.0 0.0 1.8 1.8 0.0 0.0 1.8

男性 21 66.7 66.7 71.4 47.6 33.3 4.8 9.5 33.3 14.3 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 4.8

女性 34 58.8 76.5 58.8 5.9 26.5 2.9 8.8 32.4 2.9 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0

7 42.9 28.6 57.1 42.9 14.3 28.6 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 57.1 71.4 42.9 71.4 14.3 28.6 0.0 42.9 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0

57 47.4 54.4 43.9 33.3 24.6 35.1 14.0 8.8 7.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 3.5

208 50.5 47.1 50.0 37.0 26.0 39.9 18.3 5.3 4.8 1.4 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0

98 62.2 60.2 50.0 32.7 34.7 28.6 16.3 11.2 3.1 0.0 2.0 3.1 0.0 0.0 1.0

16 56.3 50.0 31.3 50.0 25.0 31.3 25.0 12.5 18.8 56.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0

144 63.2 64.6 57.6 22.9 39.6 6.9 8.3 20.1 3.5 0.0 2.1 1.4 0.7 0.0 0.0

90 62.2 55.6 58.9 27.8 31.1 3.3 7.8 21.1 10.0 0.0 3.3 2.2 4.4 0.0 1.1

31 58.1 58.1 41.9 51.6 25.8 41.9 19.4 19.4 12.9 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 3.2

10 50.0 40.0 60.0 40.0 20.0 20.0 20.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

219 59.8 54.8 54.3 31.5 32.4 26.5 14.6 14.2 5.0 0.9 0.5 1.8 0.9 0.0 1.4

67 55.2 47.8 44.8 38.8 40.3 26.9 16.4 16.4 4.5 0.0 3.0 4.5 1.5 0.0 1.5

126 60.3 62.7 51.6 36.5 28.6 24.6 13.5 15.1 10.3 1.6 3.2 0.8 0.8 0.8 0.8

99 52.5 60.6 48.5 25.3 25.3 25.3 14.1 12.1 3.0 5.1 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0

142 53.5 50.0 53.5 34.5 29.6 21.8 12.7 9.2 5.6 2.1 3.5 1.4 0.7 0.7 1.4

8 50.0 50.0 37.5 50.0 12.5 37.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

主婦（夫）

その他

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

全体

構成比

男性

女性

地
区
別

職
業
別

農林漁業

自営業

無回答

東部

西部
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問１０. 問３で「２．特にそういうことはしていない」と答えた方にお尋ねします。それはどうしてですか。あて

はまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「仕事や家事が忙しくて時間がない」60.7％がきわめて高く、以下、「きっかけがつかめない」39.7％、「希望に合う講座や

教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない」28.2％、「必要な情報がなかなか入手できない」

28.1％、「費用がかかる」25.0％と続いている。「特に必要はない」は 7.6％である。 

性別では、「仕事や家事が忙しくて時間がない」、「きっかけがつかめない」、「必要な情報がなかなか入手できない」の３項目

はほとんど差異がないのに対し、「希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない」

は男性 20.3％、女性 35.1％、「費用がかかる」は男性 19.3％、女性 29.8％と、女性の方が 10 ポイント以上も高くなって

いる。 

性別・年齢別に、上位の２項目をみると、「仕事や家事が忙しくて時間がない」は、男性の 40 歳代 83.1％、30 歳代 80.0％、

女性 30 歳代 82.3％で、「きっかけがつかめない」は、女性の 50 歳代 48.1％、20 歳代・60 歳代 45.5％で高くなっている。 

全国調査では、「仕事や家事が忙しくて時間がない」53.4％が著しく高く、以下、「きっかけがつかめない」15.6％、「特に

必要がない」14.5％、「めんどうである」13.2％と続いている。熊本市民で高かった、「自分の希望に合う講座や教室などがな

かったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない」は 7.1％、「費用がかかる」は 7.1％、「必要な情報がなかなか

入手できない」は 5.8％と、いずれも低い。 

60.7

39.7

28.2

28.1

25.0

16.7

10.0

9.5

9.2

7.6

4.5

4.2

1.3

5.7

1.5

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

仕事や家事が忙しくて時間がない

きっかけがつかめない

希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない

必要な情報（内容・場所・時間・費用）がなかなか入手できない

費用がかかる

一緒に学習や活動する仲間がいない

めんどうだ

身近なところに施設や場所がない

子どもや親などの世話を頼める人がいない

特に必要はない

適当な指導者がいない

そういうことは好きではない

家族や職場など、周囲の理解が得られない

その他

わからない

無回答

 

参考資料 

53.4

15.6

14.5

13.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

仕事や家事が忙しくて時間がない

きっかけがつかめない

特に必要がない

めんどうである

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

仕
事
や
家
事
が
忙
し
く
て
時
間
が
な
い

き

っ
か
け
が
つ
か
め
な
い

希
望
に
合
う
講
座
や
教
室
な
ど
が
な
か

っ
た
り

、
講
座
や
教
室
な

ど
が
行
わ
れ
る
時
期
・
時
間
が
合
わ
な
い

必
要
な
情
報

（
内
容
・
場
所
・
時
間
・
費
用

）
が
な
か
な
か
入
手

で
き
な
い

費
用
が
か
か
る

一
緒
に
学
習
や
活
動
す
る
仲
間
が
い
な
い

め
ん
ど
う
だ

身
近
な
と
こ
ろ
に
施
設
や
場
所
が
な
い

子
ど
も
や
親
な
ど
の
世
話
を
頼
め
る
人
が
い
な
い

特
に
必
要
は
な
い

適
当
な
指
導
者
が
い
な
い

そ
う
い
う
こ
と
は
好
き
で
は
な
い

家
族
や
職
場
な
ど

、
周
囲
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

687 417 273 194 193 172 115 69 65 63 52 31 29 9 39 10 11

- 60.7 39.7 28.2 28.1 25.0 16.7 10.0 9.5 9.2 7.6 4.5 4.2 1.3 5.7 1.5 1.6

295 61.0 38.0 20.3 27.1 19.3 12.9 12.2 8.8 4.7 9.8 4.7 6.1 1.4 3.7 1.4 1.4

376 62.0 41.0 35.1 28.5 29.8 19.7 8.5 9.6 13.0 6.1 4.3 2.4 1.3 6.6 1.3 1.6

16 25.0 43.8 12.5 37.5 18.8 18.8 6.3 18.8 0.0 0.0 6.3 12.5 0.0 18.8 6.3 6.3

68 50.0 42.6 29.4 26.5 39.7 23.5 19.1 7.4 13.2 10.3 4.4 2.9 0.0 8.8 4.4 0.0

男性 24 58.3 37.5 8.3 8.3 29.2 12.5 29.2 4.2 8.3 12.5 4.2 4.2 0.0 8.3 8.3 0.0

女性 44 45.5 45.5 40.9 36.4 45.5 29.5 13.6 9.1 15.9 9.1 4.5 2.3 0.0 9.1 2.3 0.0

129 81.4 33.3 27.9 28.7 27.9 9.3 14.0 7.0 19.4 4.7 3.1 3.1 1.6 3.1 0.8 1.6

男性 50 80.0 32.0 12.0 28.0 28.0 6.0 10.0 8.0 12.0 8.0 8.0 6.0 2.0 4.0 2.0 4.0

女性 79 82.3 34.2 38.0 29.1 27.8 11.4 16.5 6.3 24.1 2.5 0.0 1.3 1.3 2.5 0.0 0.0

140 78.6 39.3 36.4 28.6 27.9 14.3 8.6 8.6 10.7 3.6 5.0 0.0 1.4 3.6 1.4 1.4

男性 59 83.1 42.4 27.1 33.9 18.6 15.3 10.2 6.8 5.1 3.4 3.4 0.0 0.0 1.7 1.7 1.7

女性 81 75.3 37.0 43.2 24.7 34.6 13.6 7.4 9.9 14.8 3.7 6.2 0.0 2.5 4.9 1.2 1.2

155 64.5 40.6 31.6 30.3 25.2 18.7 7.1 11.0 5.2 9.0 3.2 2.6 0.6 3.9 0.6 1.3

男性 78 61.5 33.3 21.8 26.9 23.1 10.3 9.0 10.3 1.3 11.5 2.6 2.6 1.3 5.1 0.0 0.0

女性 77 67.5 48.1 41.6 33.8 27.3 27.3 5.2 11.7 9.1 6.5 3.9 2.6 0.0 2.6 1.3 2.6

127 40.9 44.9 20.5 22.8 15.0 20.5 8.7 8.7 2.4 9.4 5.5 11.8 0.8 7.9 0.0 2.4

男性 60 38.3 43.3 21.7 25.0 6.7 16.7 15.0 8.3 1.7 10.0 5.0 16.7 1.7 3.3 0.0 1.7

女性 66 43.9 45.5 19.7 19.7 21.2 22.7 3.0 9.1 3.0 9.1 6.1 7.6 0.0 12.1 0.0 3.0

55 21.8 40.0 18.2 30.9 18.2 18.2 5.5 16.4 5.5 14.5 7.3 5.5 5.5 9.1 3.6 1.8

男性 24 25.0 41.7 25.0 33.3 12.5 20.8 8.3 16.7 4.2 20.8 8.3 8.3 4.2 0.0 0.0 0.0

女性 29 20.7 34.5 13.8 31.0 24.1 17.2 3.4 13.8 6.9 10.3 6.9 0.0 6.9 17.2 6.9 3.4

13 30.8 30.8 15.4 38.5 15.4 15.4 7.7 15.4 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 23.1 7.7 7.7

18 88.9 33.3 33.3 27.8 0.0 5.6 0.0 22.2 0.0 5.6 11.1 16.7 0.0 5.6 0.0 0.0

78 78.2 33.3 24.4 24.4 16.7 16.7 6.4 6.4 5.1 3.8 2.6 3.8 1.3 3.8 0.0 1.3

233 78.1 36.5 27.0 27.5 21.9 14.2 10.7 8.2 8.6 5.6 4.3 3.4 1.7 3.9 1.3 1.7

105 68.6 40.0 41.0 31.4 30.5 18.1 16.2 3.8 7.6 6.7 2.9 4.8 1.0 1.9 1.9 1.0

10 50.0 30.0 0.0 20.0 30.0 20.0 20.0 0.0 0.0 30.0 10.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0

98 43.9 48.0 27.6 24.5 36.7 23.5 6.1 12.2 23.5 8.2 5.1 1.0 0.0 9.2 0.0 2.0

106 13.2 47.2 18.9 25.5 25.5 17.9 8.5 12.3 4.7 15.1 5.7 6.6 2.8 8.5 3.8 1.9

25 76.0 36.0 56.0 56.0 32.0 12.0 16.0 24.0 12.0 4.0 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0

14 35.7 35.7 14.3 35.7 14.3 14.3 7.1 14.3 0.0 0.0 7.1 7.1 0.0 21.4 7.1 7.1

208 63.0 42.8 27.9 29.8 27.4 19.7 7.7 10.1 9.6 7.2 6.3 3.8 1.0 3.8 1.4 1.0

85 61.2 36.5 29.4 28.2 23.5 10.6 7.1 12.9 4.7 7.1 0.0 3.5 1.2 9.4 1.2 0.0

140 60.0 41.4 27.9 32.9 26.4 19.3 7.9 6.4 8.6 10.7 7.1 3.6 2.1 4.3 0.7 1.4

115 65.2 39.1 25.2 19.1 21.7 16.5 15.7 9.6 12.2 6.1 1.7 4.3 0.9 6.1 0.0 5.2

126 55.6 37.3 31.7 27.0 23.8 13.5 13.5 8.7 10.3 7.1 4.0 5.6 1.6 5.6 3.2 0.0

13 38.5 23.1 23.1 38.5 23.1 15.4 7.7 15.4 0.0 0.0 7.7 7.7 0.0 23.1 7.7 7.7

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

主婦（夫）

無回答

東部

西部

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

無職

その他
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（３）生涯学習に関する今後の取り組みについて 

 

問１１. あなたは、今後とも、あるいは今後、生涯学習をしたいと思いますか。最も近い番号に１つだけ○をつけ

てください。 

 

【調査結果】 

「したいと思う」44.5％、「機会があればしてみたい」43.2％と、合計 87.7％の人が生涯学習の意向を持っている。これに

対し、「したいと思わない」は 4.9％にとどまる。 

性別では、「したいと思う」は男性 38.1％、女性 48.9％と女性の方が約 11 ポイント高い。「機会があればしてみたい」は

あまり差はなく、「したいと思わない」は男性 6.9％、女性 3.3％という結果である。 

性別・年齢別に、「したいと思う」をみると、女性の 50 歳代 53.8％、30 歳代 50.6％、40 歳代・60 歳代 50.3％で 50％

を超える比率である。これに対し、「したいと思わない」は男性の 60 歳代 10.9％、30 歳代 8.9％、70 歳以上 8.3％で高く

なっている。 

全国調査では、「してみたいと思う」63.9％、「してみたいとは思わない」26.6％、「わからない」 9.5％という結果で、生

涯学習活動の意向を持つ人は熊本市民の方が約 24 ポイント高くなっている。 

 

 

44.5 43.2 4.9 5.1

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

したいと思う 機会があればしてみたい したいと思わない わからない 無回答

 

 
 

参考資料 

26.6 9.563.9

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

してみたいと思う してみたいとは思わない わからない

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

し
た
い
と
思
う

機
会
が
あ
れ
ば
し
て
み
た
い

し
た
い
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 632 613 70 73 32

100 44.5 43.2 4.9 5.1 2.3

548 38.1 44.9 6.9 6.4 3.6

846 48.9 42.4 3.3 4.0 1.3

26 34.6 30.8 15.4 15.4 3.8

156 41.0 52.6 1.3 4.5 0.6

男性 56 44.6 42.9 3.6 8.9 0.0

女性 100 39.0 58.0 0.0 2.0 1.0

266 44.7 42.1 4.1 7.5 1.5

男性 90 33.3 45.6 8.9 8.9 3.3

女性 176 50.6 40.3 1.7 6.8 0.6

272 44.9 46.3 3.3 3.7 1.8

男性 107 36.4 52.3 3.7 4.7 2.8

女性 165 50.3 42.4 3.0 3.0 1.2

300 46.7 43.7 3.3 3.0 3.3

男性 118 35.6 48.3 5.1 5.9 5.1

女性 182 53.8 40.7 2.2 1.1 2.2

284 46.8 38.4 9.2 3.2 2.5

男性 128 42.2 38.3 10.9 3.9 4.7

女性 155 50.3 38.7 7.7 2.6 0.6

121 38.8 37.2 6.6 14.0 3.3

男性 48 37.5 39.6 8.3 10.4 4.2

女性 68 39.7 38.2 5.9 13.2 2.9

21 33.3 38.1 19.0 4.8 4.8

27 33.3 33.3 18.5 7.4 7.4

139 38.8 48.9 5.8 4.3 2.2

456 44.5 45.8 3.3 3.3 3.1

213 42.3 47.9 2.8 5.6 1.4

33 48.5 36.4 3.0 12.1 0.0

253 55.7 37.9 3.6 2.4 0.4

214 36.0 40.7 9.8 10.3 3.3

60 53.3 35.0 1.7 8.3 1.7

25 40.0 36.0 16.0 4.0 4.0

451 47.2 40.6 4.9 6.7 0.7

156 39.7 45.5 7.7 4.5 2.6

288 42.7 46.2 3.8 4.2 3.1

227 43.2 42.7 4.8 4.8 4.4

276 46.4 43.5 4.0 4.3 1.8

22 36.4 40.9 13.6 4.5 4.5

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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問１２. 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします。あなたは今

後、どのような学習や活動をしたいですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「健康づくり・スポーツ」68.6％、「趣味的なもの」59.8％の２項目がきわめて高く、以下、「家庭生活に役立つ学習」33.2％、

「パソコン・インターネットに関すること」32.0％、「教養的なもの」30.0％が同じくらいで続いている。 

性別では、「健康づくり・スポーツ」は男性 65.5％、女性 70.5％と約５ポイントの差であるが、「家庭生活に役立つ学習」

は約 30 ポイント、「趣味的なもの」は約 20 ポイント女性の方が高い。「教養的なもの」は約８ポイント、「パソコン・インタ

ーネットに関すること」は約６ポイント、いずれも男性の方が高い。このほか、「社会問題の学習」が男性 27.3％、女性 16.2％、

「自然体験や生活体験などの体験活動」が男性 29.5％、女性 15.0％と大きな差がみられている。 

性別・年齢別に、上位の２項目をみると、「健康づくり・スポーツ」は、男性 70 歳以上 78.4％、女性 60 歳代 78.3％で、

「趣味的なもの」は、女性の 40 歳代 71.9％、20 歳代 71.1％で高くなっている。 

全国調査では、「健康・スポーツ」54.4％、「趣味的なもの」50.5％が高く、「パソコン・インターネットに関すること」27.7％、

「家庭生活に役立つ技能」23.4％、「教養的なもの」21.3％と続いている。熊本市民と同様の傾向がみられるが、その比率は

高くなっている。 

68.6

59.8

33.2

32.0

30.0

25.3

20.3

20.1

19.9

17.9

12.5

2.7

1.1

0.2

0.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

健康づくり・スポーツ

趣味的なもの

家庭生活に役立つ学習

パソコン・インターネットに関すること

教養的なもの

職業上必要な知識・技能の習得

社会問題の学習

自然体験や生活体験などの体験活動

語学学習

ボランティア活動やそのために必要な知識・技能の習得

育児・教育に関する学習

勤労体験

その他

わからない

無回答

 
参考資料 

54.4

50.5

27.7

23.4

21.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

健康・スポーツ

趣味的なもの

パソコン・インターネットに関すること

家庭生活に役立つ技能

教養的なもの
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対
象
者
数

（
人

）

健
康
づ
く
り
・
ス
ポ
ー

ツ

（
健
康
法

、
医
学

、
美
容

、
栄
養

、
水

泳
な
ど

）

趣
味
的
な
も
の

（
音
楽

、
美
術

、
生
け
花

、
舞
踊

、
書
道
な
ど

）

家
庭
生
活
に
役
立
つ
学
習

（
料
理

、
裁
縫

、
編
み
物
な
ど

）

パ
ソ
コ
ン
・
イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
に
関
す
る
こ
と

教
養
的
な
も
の

（
文
学

、
歴
史

、
科
学
な
ど

）

職
業
上
必
要
な
知
識
・
技
能

（
仕
事
に
関
連
し
た
資
格
取
得
な

ど

）
の
習
得

社
会
問
題

（
社
会
・
時
事
問
題

、
国
際
問
題

、
環
境
問
題
な
ど

）

の
学
習

自
然
体
験
や
生
活
体
験
な
ど
の
体
験
活
動

（
キ
ャ
ン
プ
・
登
山
・

ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど

）

語
学
学
習

（
英
会
話
な
ど

）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
そ
の
た
め
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得

（
手
話

、
点
訳

、
介
護
な
ど

）

育
児
・
教
育

（
幼
児
教
育
・
教
育
問
題
な
ど

）
に
関
す
る
学
習

勤
労
体
験

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1245 854 745 413 399 374 315 253 250 248 223 156 33 14 3 7

- 68.6 59.8 33.2 32.0 30.0 25.3 20.3 20.1 19.9 17.9 12.5 2.7 1.1 0.2 0.6

455 65.5 46.8 14.1 36.3 35.2 28.1 27.3 29.5 16.3 16.7 9.7 4.8 1.5 0.4 0.7

773 70.5 67.5 44.6 29.9 27.0 24.2 16.2 15.0 22.3 18.9 14.5 1.4 0.8 0.1 0.5

17 64.7 58.8 23.5 17.6 29.4 0.0 23.5 0.0 11.8 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0

146 65.1 65.1 41.1 34.2 24.0 52.1 15.8 19.9 33.6 11.0 25.3 1.4 0.7 0.0 0.7

男性 49 61.2 53.1 20.4 49.0 30.6 59.2 24.5 16.3 24.5 6.1 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 97 67.0 71.1 51.5 26.8 20.6 48.5 11.3 21.6 38.1 13.4 29.9 2.1 1.0 0.0 1.0

231 67.1 62.3 39.0 33.3 22.1 41.1 19.0 15.6 28.1 18.2 26.0 3.0 1.7 0.0 0.4

男性 71 62.0 49.3 16.9 29.6 31.0 46.5 29.6 26.8 28.2 21.1 25.4 5.6 2.8 0.0 0.0

女性 160 69.4 68.1 48.8 35.0 18.1 38.8 14.4 10.6 28.1 16.9 26.3 1.9 1.3 0.0 0.6

248 66.9 62.9 30.6 35.5 38.3 29.0 18.5 19.4 24.2 16.5 13.7 2.4 0.8 0.8 0.0

男性 95 65.3 48.4 11.6 34.7 37.9 28.4 25.3 33.7 17.9 13.7 10.5 3.2 2.1 1.1 0.0

女性 153 68.0 71.9 42.5 35.9 38.6 29.4 14.4 10.5 28.1 18.3 15.7 2.0 0.0 0.7 0.0

271 67.9 57.6 33.2 33.2 31.4 22.1 23.2 22.5 14.4 24.7 5.2 1.8 0.4 0.0 0.4

男性 99 65.7 49.5 10.1 32.3 38.4 28.3 29.3 30.3 12.1 18.2 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0

女性 172 69.2 62.2 46.5 33.7 27.3 18.6 19.8 18.0 15.7 28.5 8.1 1.2 0.6 0.0 0.0

242 72.7 56.6 30.2 28.1 31.0 3.3 22.3 24.4 12.4 19.0 3.3 3.7 1.2 0.4 1.2

男性 103 66.0 40.8 18.4 35.9 34.0 6.8 26.2 34.0 9.7 20.4 5.8 7.8 1.9 1.0 1.9

女性 138 78.3 68.8 39.1 22.5 28.3 0.7 18.8 17.4 14.5 18.1 1.4 0.7 0.7 0.0 0.7

92 73.9 52.2 21.7 23.9 32.6 4.3 20.7 18.5 3.3 10.9 3.3 4.3 2.2 0.0 1.1

男性 37 78.4 40.5 5.4 45.9 37.8 10.8 27.0 27.0 8.1 16.2 5.4 10.8 2.7 0.0 0.0

女性 53 71.7 60.4 34.0 9.4 28.3 0.0 17.0 13.2 0.0 7.5 1.9 0.0 1.9 0.0 1.9

15 66.7 60.0 26.7 26.7 20.0 0.0 26.7 0.0 13.3 6.7 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0

18 66.7 50.0 27.8 27.8 27.8 22.2 11.1 27.8 0.0 11.1 5.6 0.0 11.1 0.0 0.0

122 62.3 49.2 27.0 35.2 32.8 23.8 27.9 18.0 17.2 19.7 6.6 4.1 2.5 0.8 0.8

412 69.7 58.0 29.4 33.0 31.6 35.9 19.4 26.2 25.7 17.0 14.3 2.4 0.5 0.0 0.5

192 63.0 63.0 42.2 32.8 24.5 26.6 17.2 15.6 21.9 20.3 12.0 1.0 0.5 0.0 0.5

28 64.3 64.3 28.6 28.6 46.4 50.0 32.1 7.1 35.7 10.7 10.7 3.6 0.0 0.0 0.0

237 74.3 68.8 43.0 29.1 24.1 15.6 13.9 16.0 16.5 19.0 17.3 1.3 0.4 0.0 0.4

164 71.3 51.2 23.2 32.3 33.5 9.1 26.8 17.7 10.4 16.5 3.0 4.3 2.4 0.0 0.6

53 64.2 73.6 35.8 32.1 41.5 32.1 24.5 28.3 20.8 20.8 28.3 9.4 0.0 3.8 1.9

19 68.4 63.2 31.6 26.3 26.3 0.0 26.3 5.3 10.5 10.5 5.3 0.0 5.3 0.0 0.0

396 69.9 60.4 36.4 31.3 31.1 28.8 19.9 16.9 24.2 19.2 14.9 1.5 1.5 0.0 0.3

133 62.4 60.2 35.3 36.1 33.1 27.1 24.1 16.5 21.8 14.3 10.5 3.0 0.0 0.0 0.8

256 67.6 58.6 30.9 32.8 35.2 23.4 21.1 23.0 21.1 18.8 15.6 4.3 0.8 0.8 1.6

195 70.8 61.0 32.8 30.8 23.6 24.6 14.9 22.1 14.9 15.9 9.7 1.5 1.5 0.0 0.0

248 68.5 58.9 29.4 32.3 27.0 22.6 22.2 23.8 14.9 18.5 9.7 3.6 0.8 0.4 0.4

17 76.5 64.7 35.3 17.6 23.5 5.9 23.5 0.0 17.6 17.6 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

東部

無回答

自営業

４０歳代

西部

主婦（夫）

無職

その他

地
区
別

無回答

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業
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問１３. 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします。あなたが生

涯学習をする場合、学習や活動しやすい曜日や時間帯はいつですか。あてはまる番号にいくつでも○をつ

けてください。 

 

【調査結果】 

「平日の午後」29.5％、「平日の夜間」26.7％、「平日の午前」25.5％と、「平日」の要望が高い。これに、「土曜日の午後」

21.8％が続いている。「活動したいが時間が取れない」は 12.7％である。 

性別では、男性は「平日の夜間」27.5％、「土曜の午後」27.3％、「日曜・祝日の午後」25.5％、「日曜・祝日の午前」24.0％

が高く、土・日の要望が高い。これに対し、女性は、「平日の午後」34.5％、「平日の午前」31.7％、「平日の夜間」26.6％と

「平日」に集中している。「活動したいが時間が取れない」は、男性 11.4％、女性 13.5％とあまり変わらない。 

性別・年齢別でみると、男性では 20 歳代から 50 歳代までは「平日の夜間」が高く、60 歳代から「平日の午後」にシフト

する。これに対し、女性は 40 歳代までは「平日の夜間」、50 歳代から「平日の午後」となる。また、男性 20 歳代では「日

曜・祝日の午前・午後」、男性の 40 歳代・50 歳代では「土曜の午後」がそれぞれ高い。「活動したいが時間が取れない」は、

男性の 30 歳代 18.3％、40 歳代 17.9％で高くなっている。 

 

 

29.5

26.7

25.5

21.8

18.0

16.5

16.0

12.7

12.4

6.7

3.7

5.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

平日の午後

平日の夜間（午後６時以降）

平日の午前

土曜日の午後

日曜・祝日の午後

日曜・祝日の午前

土曜日の午前

活動したいが時間が取れない

土曜日の夜間（午後６時以降）

日曜・祝日の夜間（午後６時以降）

わからない

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

平
日
の
午
後

平
日
の
夜
間

（
午
後
６
時
以
降

）

平
日
の
午
前

土
曜
日
の
午
後

日
曜
・
祝
日
の
午
後

日
曜
・
祝
日
の
午
前

土
曜
日
の
午
前

活
動
し
た
い
が
時
間
が
取
れ
な
い

土
曜
日
の
夜
間

（
午
後
６
時
以
降

）

日
曜
・
祝
日
の
夜
間

（
午
後
６
時
以
降

）

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1245 367 332 317 272 224 206 199 158 154 83 46 71

- 29.5 26.7 25.5 21.8 18.0 16.5 16.0 12.7 12.4 6.7 3.7 5.7

455 20.7 27.5 14.3 27.3 25.5 24.0 19.3 11.4 14.3 8.4 4.2 5.9

773 34.5 26.6 31.7 18.9 13.8 12.5 14.1 13.5 11.4 5.8 3.5 5.4

17 35.3 5.9 41.2 11.8 5.9 0.0 11.8 11.8 5.9 0.0 0.0 11.8

146 18.5 41.1 13.0 25.3 22.6 24.0 20.5 13.7 26.0 11.0 6.8 7.5

男性 49 8.2 32.7 4.1 18.4 30.6 32.7 16.3 12.2 26.5 8.2 12.2 10.2

女性 97 23.7 45.4 17.5 28.9 18.6 19.6 22.7 14.4 25.8 12.4 4.1 6.2

231 13.0 32.9 22.1 23.8 20.3 19.9 18.6 17.3 16.0 6.9 2.6 3.5

男性 71 7.0 32.4 2.8 25.4 26.8 26.8 25.4 18.3 18.3 5.6 1.4 1.4

女性 160 15.6 33.1 30.6 23.1 17.5 16.9 15.6 16.9 15.0 7.5 3.1 4.4

248 17.7 30.2 18.1 24.2 19.4 16.5 18.5 14.9 16.1 9.3 4.4 6.9

男性 95 4.2 31.6 4.2 34.7 25.3 22.1 22.1 17.9 18.9 13.7 4.2 8.4

女性 153 26.1 29.4 26.8 17.6 15.7 13.1 16.3 13.1 14.4 6.5 4.6 5.9

271 32.5 25.8 19.9 21.4 19.6 16.2 10.7 12.9 8.5 6.6 5.2 8.5

男性 99 16.2 31.3 8.1 30.3 30.3 25.3 13.1 10.1 11.1 10.1 5.1 10.1

女性 172 41.9 22.7 26.7 16.3 13.4 11.0 9.3 14.5 7.0 4.7 5.2 7.6

242 49.2 16.5 43.0 19.8 13.6 13.6 13.2 7.4 5.4 4.1 1.7 3.3

男性 103 42.7 18.4 35.0 27.2 22.3 21.4 18.4 5.8 7.8 6.8 2.9 2.9

女性 138 54.3 15.2 48.6 14.5 7.2 8.0 9.4 8.7 3.6 2.2 0.7 3.6

92 57.6 10.9 42.4 13.0 9.8 6.5 19.6 6.5 2.2 0.0 1.1 2.2

男性 37 56.8 16.2 35.1 16.2 13.5 13.5 24.3 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0

女性 53 60.4 7.5 47.2 11.3 7.5 1.9 15.1 11.3 0.0 0.0 1.9 3.8

15 40.0 6.7 33.3 13.3 6.7 6.7 6.7 13.3 6.7 0.0 0.0 13.3

18 22.2 33.3 11.1 16.7 11.1 11.1 11.1 22.2 22.2 16.7 5.6 16.7

122 24.6 33.6 12.3 15.6 22.1 13.1 4.9 19.7 9.8 10.7 3.3 7.4

412 8.3 36.9 6.6 32.5 27.4 25.5 21.1 15.0 21.4 9.7 4.1 5.8

192 30.7 35.9 20.3 17.2 13.0 12.0 14.6 13.5 10.4 4.2 4.7 7.3

28 17.9 35.7 7.1 39.3 32.1 39.3 35.7 7.1 25.0 14.3 10.7 10.7

237 49.8 6.8 58.2 11.0 6.3 6.8 9.3 7.2 3.8 2.5 3.0 4.2

164 57.9 12.8 47.6 18.9 14.6 12.2 18.3 6.7 4.9 3.0 2.4 2.4

53 30.2 30.2 20.8 20.8 13.2 18.9 22.6 17.0 9.4 7.5 1.9 3.8

19 31.6 5.3 26.3 21.1 10.5 15.8 10.5 15.8 5.3 0.0 0.0 10.5

396 27.8 31.8 23.5 21.7 17.9 16.9 15.4 12.6 11.6 7.8 2.8 6.1

133 29.3 20.3 24.8 21.1 14.3 15.8 17.3 11.3 16.5 6.8 5.3 9.8

256 34.4 21.1 23.8 23.8 21.1 14.8 18.0 12.5 11.7 5.1 3.5 4.3

195 25.1 32.3 26.7 16.4 15.9 14.4 10.8 13.8 13.3 7.2 5.1 5.6

248 29.8 24.2 29.4 25.0 19.4 21.0 19.0 12.5 11.7 6.5 3.6 4.0

17 41.2 11.8 29.4 17.6 5.9 0.0 5.9 17.6 5.9 0.0 0.0 11.8

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業

自営業

無職

その他

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

４０歳代

無回答

東部

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

西部

主婦（夫）
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問１４. 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします。今後、生涯

学習を行うために月にいくらぐらいまで支出を考えますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてくださ

い。 

 

【調査結果】 

「３千円～５千円未満」29.5％、「千円～３千円未満」27.2％の価格帯が多い。「５千円～１万円未満」21.4％が続いてい

る。「千円未満」 5.2％を合わせた「５千円未満」は合計 61.9％である。これに対して、「１万円以上」は合計 10.4％となっ

ている。 

性別では、「５千円未満」は男性 56.4％、女性 64.7％、「１万円以上」は男性 13.0％、女性 9.1％である。 

性別・年齢別に、「５千円未満」の合計をみると、30 歳代が男性 67.7％、女性 75.7％と高く、女性 20 歳代 67.0％が続

いている。「１万円以上」の合計では、男性の 70 歳以上 16.2％、60 歳代 15.5％、20 歳代 14.2％、女性 60 歳代 14.4％

が高くなっている。 

 

 

5.2 27.2 29.5 21.4 8.4

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

千円未満 千円～3千円未満 3千円～5千円未満 5千円～1万円未満 1万円～2万円未満

2万円～3万円未満 3万円以上 わからない 無回答
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対
象
者
数

（
人

）

千
円
未
満

千
円
～

3
千
円
未
満

3
千
円
～

5
千
円
未
満

5
千
円
～

1
万
円
未
満

1
万
円
～

2
万
円
未
満

2
万
円
～

3
万
円
未
満

3
万
円
以
上

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1245 65 339 367 266 105 13 12 38 40

100 5.2 27.2 29.5 21.4 8.4 1.0 1.0 3.1 3.2

455 5.7 23.7 27.0 23.5 9.7 1.5 1.8 4.4 2.6

773 4.9 28.8 31.0 20.4 7.8 0.8 0.5 2.3 3.4

17 5.9 47.1 23.5 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 11.8

146 7.5 25.3 28.8 20.5 9.6 0.7 0.7 3.4 3.4

男性 49 6.1 22.4 22.4 30.6 12.2 2.0 0.0 2.0 2.0

女性 97 8.2 26.8 32.0 15.5 8.2 0.0 1.0 4.1 4.1

231 6.9 32.0 34.2 13.9 7.4 0.4 0.4 4.3 0.4

男性 71 8.5 28.2 31.0 15.5 7.0 1.4 1.4 5.6 1.4

女性 160 6.3 33.8 35.6 13.1 7.5 0.0 0.0 3.8 0.0

248 5.2 25.0 29.4 22.2 7.7 1.2 2.0 4.4 2.8

男性 95 5.3 18.9 27.4 26.3 8.4 0.0 3.2 7.4 3.2

女性 153 5.2 28.8 30.7 19.6 7.2 2.0 1.3 2.6 2.6

271 3.7 24.4 32.1 26.6 6.3 1.5 0.0 1.1 4.4

男性 99 4.0 22.2 33.3 21.2 10.1 2.0 0.0 2.0 5.1

女性 172 3.5 25.6 31.4 29.7 4.1 1.2 0.0 0.6 4.1

242 4.5 26.0 24.4 24.0 11.6 1.2 2.1 2.1 4.1

男性 103 7.8 24.3 20.4 26.2 9.7 1.9 3.9 3.9 1.9

女性 138 2.2 26.8 27.5 22.5 13.0 0.7 0.7 0.7 5.8

92 3.3 32.6 26.1 19.6 9.8 1.1 0.0 4.3 3.3

男性 37 0.0 29.7 27.0 21.6 13.5 2.7 0.0 5.4 0.0

女性 53 5.7 34.0 24.5 18.9 7.5 0.0 0.0 3.8 5.7

15 6.7 46.7 20.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 13.3

18 0.0 27.8 44.4 5.6 0.0 0.0 0.0 16.7 5.6

122 1.6 24.6 33.6 22.1 8.2 0.8 1.6 4.1 3.3

412 4.1 24.3 30.6 24.3 9.2 1.5 0.2 2.4 3.4

192 6.8 32.3 31.3 18.2 4.2 0.5 1.0 2.6 3.1

28 0.0 21.4 35.7 17.9 14.3 3.6 0.0 7.1 0.0

237 6.8 30.0 27.4 20.7 9.3 0.4 0.8 1.7 3.0

164 7.9 28.0 25.6 22.6 9.1 1.2 1.2 2.4 1.8

53 5.7 22.6 20.8 18.9 11.3 1.9 5.7 7.5 5.7

19 5.3 36.8 21.1 10.5 10.5 0.0 0.0 5.3 10.5

396 5.3 26.5 29.8 23.7 8.3 1.5 0.5 1.5 2.8

133 3.8 26.3 31.6 19.5 7.5 0.0 2.3 3.8 5.3

256 4.3 23.8 30.5 21.1 10.9 1.2 2.0 4.3 2.0

195 4.1 31.8 30.8 14.9 8.7 0.5 0.0 5.6 3.6

248 7.7 28.2 25.8 25.0 6.5 1.2 0.8 2.0 2.8

17 5.9 35.3 29.4 5.9 5.9 0.0 0.0 0.0 17.6

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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（４）公開講座について 

 

問１５. 最近、多くの大学、短期大学や高等専門学校、専修学校、各種学校、高等学校などで、一般市民を対象と

した公開講座などが開催されていますが、あなたは、機会があれば、このような公開講座を受けてみたい

と思いますか。最も近い番号に１つだけ○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「受けてみたい」16.0％、「機会があれば受けてみたい」48.0％と、合計 64.0％の人が公開講座受講の意向を持っている。

これに対し、「受けてみたいと思わない」は 20.4％,「わからない」は 13.5％である。 

性別では、「受けてみたい」は男性 14.2％、女性 17.4％、「機会があれば受けてみたい」を合計すると、男性 56.9％、女性

69.3％と女性の方が約 12 ポイント高い。「受けてみたいと思わない」は男性 26.6％、女性 16.1％という結果である。 

性別・年齢別に、「受けてみたい」をみると、女性の 50 歳代 21.4％、40 歳代 21.2％、男性 30 歳代 20.0％で高い。女

性 40 歳代は、合計した受講意向でも 80.0％ときわめて高い。「受けてみたいと思わない」は男性の 20 歳代 33.9％、60 歳

代 29.7％、70 歳以上 27.1％、女性 70 歳以上 29.4％で高くなっている。 

全国調査では、「受けてみたいと思う」35.0％、「一概には言えない」18.2％、「そうは思わない」39.8％、「わからない」 6.9％

という結果で、選択肢は異なるものの全体として公開講座受講の意向を持つ人は熊本市民の方が約 30 ポイント高くなっている。 

 

 

16.0 48.0 20.4 13.5

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

受けてみたい 機会があれば受けてみたい 受けてみたいと思わない わからない 無回答

 

 
 

参考資料 

18.2 39.8 6.935.0

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

受けてみたいと思う 一概には言えない そうは思わない わからない

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

受
け
て
み
た
い

機
会
が
あ
れ
ば
受
け
て
み
た
い

受
け
て
み
た
い
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 227 682 290 192 29

100 16.0 48.0 20.4 13.5 2.0

548 14.2 42.7 26.6 14.2 2.2

846 17.4 51.9 16.1 13.0 1.7

26 7.7 34.6 30.8 15.4 11.5

156 14.7 48.7 20.5 15.4 0.6

男性 56 8.9 41.1 33.9 16.1 0.0

女性 100 18.0 53.0 13.0 15.0 1.0

266 18.8 47.7 18.0 15.0 0.4

男性 90 20.0 40.0 23.3 16.7 0.0

女性 176 18.2 51.7 15.3 14.2 0.6

272 16.9 57.0 16.2 8.8 1.1

男性 107 10.3 54.2 23.4 10.3 1.9

女性 165 21.2 58.8 11.5 7.9 0.6

300 20.3 46.7 18.3 13.0 1.7

男性 118 18.6 39.8 25.4 16.1 0.0

女性 182 21.4 51.1 13.7 11.0 2.7

284 12.7 44.7 24.6 14.8 3.2

男性 128 12.5 39.8 29.7 13.3 4.7

女性 155 12.9 48.4 20.6 16.1 1.9

121 7.4 40.5 29.8 16.5 5.8

男性 48 12.5 37.5 27.1 14.6 8.3

女性 68 4.4 44.1 29.4 17.6 4.4

21 9.5 38.1 23.8 14.3 14.3

27 3.7 40.7 44.4 7.4 3.7

139 18.7 46.8 23.7 8.6 2.2

456 18.4 50.7 17.5 12.5 0.9

213 15.5 52.1 17.4 14.6 0.5

33 21.2 39.4 27.3 12.1 0.0

253 13.4 53.4 16.2 13.8 3.2

214 10.7 40.2 28.5 16.4 4.2

60 26.7 31.7 20.0 21.7 0.0

25 12.0 44.0 20.0 12.0 12.0

451 19.3 47.7 18.6 13.5 0.9

156 15.4 45.5 21.2 14.1 3.8

288 14.6 47.2 24.0 12.2 2.1

227 12.3 46.7 22.5 16.3 2.2

276 15.6 52.9 17.4 12.3 1.8

22 13.6 36.4 22.7 13.6 13.6

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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問１６. 問１５で「１．受けてみたい」、「２．機会があれば受けてみたい」と答えた方にお尋ねします。あなたが

公開講座などを受ける場合、どのようなことを希望しますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてく

ださい。 

 

【調査結果】 

「生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす」56.2％、「自分の可能な時間帯で受けられるような講座を増やす」

52.1％の２項目がきわめて高く、以下、「公開講座に関する情報を提供する」36.7％、「大学などの公開講座を公民館などの身

近な施設で受けられるようにする」29.6％と続いている。 

性別では、「生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす」は男性 49.7％、女性 59.7％と女性の方が 10 ポイン

ト高く、「大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする」も男性 24.4％、女性 32.1％と女性の方が

高い。これに対し、「インターネットなどを活用して、自宅にいながらにして受けられるようにする」は男性 33.3％、女性 20.8％

と男性の方が約 12 ポイント高くなっている。 

性別・年齢別に、上位の３項目をみると、「生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす」は、女性の 60 歳代 76.8％、

70 歳以上 75.8％、男性 70 歳以上 70.8％で、「自分の可能な時間帯で受けられるような講座を増やす」は、女性の 20 歳代

64.8％、40 歳代 61.4％、30 歳代 60.2％、男性 20 歳代 60.7％で、「公開講座に関する情報を提供する」は、男性の 70

歳以上 50.0％、30 歳代 48.1％で高くなっている。 

全国調査では、「生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす」という項目は選択肢になく、「自分の可能な時間帯

で受けられるような講座を増やす」57.8％、「大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする」53.1％、

「インターネットなどを活用して自宅にいながらにして受けられるようにする」24.6％という結果である。これと比べると、

熊本市民では「大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする」が約 23 ポイント低くなっている。 

56.2

52.1

36.7

29.6

28.1

25.1

24.2

11.6

9.8

5.9

1.2

1.3

0.3

0.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす

自分の可能な時間帯で受けられるような講座を増やす

公開講座に関する情報を提供する

大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする

公開講座を受ける際の経済的な支援または無償措置を行う

インターネットなどを活用して、自宅にいながらにして受けられるようにする

大学などの公開講座数をもっと増やして多様な学習が受けられるようにする

受講場所に一時託児施設などを設ける

修了証・皆勤賞などを発行する

受講場所にフリースペース（休憩所）を設ける

その他

特にない

わからない

無回答

 

参考資料 

57.8

53.1

24.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

自分の可能な時間帯で受けられるような講座を増やす

大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする

インターネットなどを活用して自宅にいながらにして受けられるようにする

 

生涯学習に関する世論調査（平成 17 年５月実施） 内閣府  
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対
象
者
数

（
人

）

生
活
に
身
近
な
テ
ー

マ
・
親
し
み
や
す
い
内
容
の
講
座
を
増
や
す

自
分
の
可
能
な
時
間
帯
で
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
講
座
を
増
や
す

公
開
講
座
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る

大
学
な
ど
の
公
開
講
座
を
公
民
館
な
ど
の
身
近
な
施
設
で
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る

公
開
講
座
を
受
け
る
際
の
経
済
的
な
支
援
ま
た
は
無
償
措
置
を
行う

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
て

、
自
宅
に
い
な
が
ら
に
し
て

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

大
学
な
ど
の
公
開
講
座
数
を
も

っ
と
増
や
し
て
多
様
な
学
習
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

受
講
場
所
に
一
時
託
児
施
設
な
ど
を
設
け
る

修
了
証
・
皆
勤
賞
な
ど
を
発
行
す
る

受
講
場
所
に
フ
リ
ー

ス
ペ
ー

ス

（
休
憩
所

）
を
設
け
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

909 511 474 334 269 255 228 220 105 89 54 11 12 3 8

- 56.2 52.1 36.7 29.6 28.1 25.1 24.2 11.6 9.8 5.9 1.2 1.3 0.3 0.9

312 49.7 48.1 37.8 24.4 26.0 33.3 22.1 5.8 10.9 4.2 1.0 1.6 0.6 0.6

586 59.7 54.4 35.8 32.1 29.4 20.8 25.3 14.8 9.4 6.8 1.4 1.2 0.2 1.0

11 54.5 45.5 54.5 45.5 18.2 18.2 27.3 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0

99 50.5 63.6 33.3 24.2 36.4 35.4 22.2 27.3 15.2 8.1 1.0 0.0 0.0 0.0

男性 28 53.6 60.7 21.4 14.3 42.9 46.4 10.7 7.1 10.7 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0

女性 71 49.3 64.8 38.0 28.2 33.8 31.0 26.8 35.2 16.9 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0

177 45.2 58.2 42.4 17.5 36.2 24.9 26.0 28.2 11.3 5.6 2.8 1.7 0.6 0.0

男性 54 38.9 53.7 48.1 9.3 37.0 40.7 25.9 18.5 16.7 3.7 1.9 0.0 0.0 0.0

女性 123 48.0 60.2 39.8 21.1 35.8 17.9 26.0 32.5 8.9 6.5 3.3 2.4 0.8 0.0

201 53.2 58.2 38.8 28.9 30.8 32.3 30.3 8.0 11.4 6.0 1.5 2.5 0.5 0.0

男性 69 44.9 52.2 36.2 18.8 26.1 40.6 23.2 5.8 10.1 5.8 0.0 5.8 1.4 0.0

女性 132 57.6 61.4 40.2 34.1 33.3 28.0 34.1 9.1 12.1 6.1 2.3 0.8 0.0 0.0

201 57.2 51.2 37.8 31.3 27.9 28.4 28.9 4.5 7.5 5.5 0.5 1.0 0.5 0.0

男性 69 47.8 56.5 37.7 23.2 24.6 31.9 27.5 1.4 7.2 2.9 0.0 0.0 1.4 0.0

女性 132 62.1 48.5 37.9 35.6 29.5 26.5 29.5 6.1 7.6 6.8 0.8 1.5 0.0 0.0

163 68.7 38.0 30.7 42.9 17.8 12.9 14.7 1.8 6.7 6.7 0.6 0.0 0.0 3.1

男性 67 56.7 34.3 34.3 40.3 13.4 25.4 17.9 1.5 9.0 7.5 1.5 0.0 0.0 1.5

女性 95 76.8 40.0 28.4 44.2 21.1 4.2 12.6 2.1 5.3 6.3 0.0 0.0 0.0 4.2

58 74.1 37.9 29.3 32.8 10.3 5.2 10.3 0.0 8.6 1.7 0.0 3.4 0.0 5.2

男性 24 70.8 25.0 50.0 45.8 20.8 4.2 20.8 0.0 16.7 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2

女性 33 75.8 48.5 12.1 24.2 3.0 6.1 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 6.1

10 40.0 40.0 50.0 40.0 20.0 30.0 30.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0

12 50.0 50.0 16.7 16.7 0.0 25.0 16.7 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 8.3

91 44.0 45.1 28.6 27.5 19.8 35.2 18.7 1.1 5.5 1.1 1.1 5.5 0.0 0.0

315 50.8 59.4 41.0 22.9 31.1 30.5 25.7 13.3 9.8 6.7 1.3 1.3 0.6 0.0

144 54.2 59.0 34.7 28.5 32.6 26.4 29.9 12.5 11.8 6.3 0.0 0.7 0.7 0.0

20 55.0 65.0 30.0 30.0 25.0 40.0 35.0 20.0 15.0 15.0 5.0 0.0 0.0 0.0

169 65.1 46.2 37.3 41.4 29.6 16.0 23.1 20.1 11.8 7.7 1.2 0.6 0.0 2.4

109 71.6 35.8 32.1 35.8 23.9 13.8 14.7 1.8 6.4 4.6 1.8 0.9 0.0 1.8

35 57.1 57.1 51.4 28.6 25.7 17.1 31.4 8.6 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9

14 57.1 35.7 35.7 28.6 14.3 21.4 28.6 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0

302 58.3 59.3 38.1 28.5 28.1 26.8 26.8 11.9 11.3 7.6 2.0 0.7 0.0 0.3

95 52.6 50.5 35.8 33.7 30.5 28.4 25.3 12.6 11.6 4.2 0.0 1.1 0.0 2.1

178 51.7 49.4 41.6 32.0 26.4 18.5 25.3 11.2 8.4 6.2 0.6 1.7 0.6 0.6

134 50.7 45.5 29.1 22.4 29.1 29.9 18.7 12.7 8.2 3.0 1.5 0.7 0.7 1.5

189 63.5 49.2 34.9 31.2 28.0 23.8 21.7 10.6 9.5 5.8 1.1 2.6 0.5 1.1

11 45.5 45.5 54.5 45.5 18.2 18.2 36.4 0.0 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

東部

無回答

自営業

４０歳代

西部

主婦（夫）

無職

その他

地
区
別

無回答

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業
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（５）公共施設の利用について 

 

問１７. あなたはこの１年くらいの間に、熊本市内の公共施設を利用して、学習や活動をしたことがありますか。

あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「利用したことがある」39.9％、「利用したことはない」57.0％という結果で、「非利用」派が約 17 ポイント上回っている。 

性別では、「利用したことがある」は男性 34.1％、女性 44.3％と女性の方が約 10 ポイント高く、「利用したことはない」

では男性 63.3％、女性 52.8％と男性の方が約 10 ポイント高い。「非利用」派の高さは男性が支えていることがわかる。 

性別・年齢別に、「利用したことがある」をみると、女性は 20 歳代 43.0％、30 歳代 44.9％、40 歳代 43.6％、50 歳代

42.9％、60 歳代 49.0％、70 歳以上 39.7％とおおむね 40％台で推移しているのに対し、男性では 20 歳代 32.1％、30

歳代 34.4％、40 歳代 36.4％、50 歳代 26.3％、60 歳代 37.5％、70 歳以上 41.7％と、50 歳代で大きく落ち込んでいる。

なお、70 歳以上でのみ男性の方が高い。 

 

 

39.9 57.0 3.0

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

利用したことがある 利用したことはない 無回答
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対
象
者
数

（
人

）

利
用
し
た
こ
と
が
あ
る

利
用
し
た
こ
と
は
な
い

無
回
答

1420 567 810 43

100 39.9 57.0 3.0

548 34.1 63.3 2.6

846 44.3 52.8 2.8

26 19.2 61.5 19.2

156 39.1 59.0 1.9

男性 56 32.1 66.1 1.8

女性 100 43.0 55.0 2.0

266 41.4 57.5 1.1

男性 90 34.4 64.4 1.1

女性 176 44.9 54.0 1.1

272 40.8 57.7 1.5

男性 107 36.4 62.6 0.9

女性 165 43.6 54.5 1.8

300 36.3 61.0 2.7

男性 118 26.3 72.0 1.7

女性 182 42.9 53.8 3.3

284 43.7 51.4 4.9

男性 128 37.5 57.8 4.7

女性 155 49.0 45.8 5.2

121 39.7 53.7 6.6

男性 48 41.7 52.1 6.3

女性 68 39.7 55.9 4.4

21 19.0 66.7 14.3

27 11.1 81.5 7.4

139 36.0 61.2 2.9

456 36.6 61.8 1.5

213 38.5 58.7 2.8

33 42.4 57.6 0.0

253 53.0 42.7 4.3

214 39.7 56.1 4.2

60 43.3 55.0 1.7

25 24.0 64.0 12.0

451 42.6 55.2 2.2

156 33.3 62.8 3.8

288 40.6 55.9 3.5

227 38.8 58.1 3.1

276 40.9 56.5 2.5

22 22.7 63.6 13.6

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

無回答

東部

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他
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問１８. 問１７で「１．利用したことがある」と答えた方にお尋ねします。あなたが学習や活動の際、利用した施

設はどこですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「熊本市立公民館」43.0％が最も多く、以下、「熊本市立図書館」25.0％、「熊本城」23.6％、「熊本県立美術館」22.6％

までの４項目が 20％を超える利用率となっている。「公民館」「図書館」「美術館」と社会教育施設が上位４位に３つも入って

いる。 

性別では、「熊本市立公民館」が男性 29.9％、女性 49.9％と、女性の方が 20 ポイントも高い。「熊本市立図書館」は同率、

「熊本城」、「熊本県立美術館」は男性の方が約４ポイント高くなっている。なお、第５位は、男性では「熊本県立図書館」と「熊

本市動植物園」が同じ 20.9％で並び、女性では「地域コミュニティセンター」19.7％となっている。 

性別・年齢別に、上位の４項目をみると、「熊本市立公民館」は、女性の 70 歳以上 74.1％、60 歳代 53.9％、50 歳代 52.6％

で、「熊本市立図書館」は、男性 40 歳代 35.9％、女性の 20 歳代 32.6％、50 歳代 32.1％、40 歳代 31.9％で高い。「熊本

城」は、男性の 70 歳以上 35.0％、20 歳代 33.3％で、「熊本県立美術館」は、男性の 40 歳代 30.8％、70 歳以上 30.0％、

50 歳代 29.0％、女性 40 歳代 29.2％で高くなっている。 

 

 

＜利用したことのある施設 上位 10＞ 

43.0

25.0

23.6

22.6

19.4

18.2

16.4

16.4

15.5

13.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

熊本市立公民館

熊本市立図書館

熊本城

熊本県立美術館

熊本市動植物園

地域コミュニティセンター

熊本市民会館

熊本県立図書館（・熊本近代文学館）

熊本県民交流館パレア

熊本市総合体育館・青年会館
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対
象
者
数

（
人

）

熊
本
市
立
公
民
館

熊
本
県
民
交
流
館
パ
レ
ア

地
域
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー

熊
本
市
立
図
書
館

熊
本
県
立
図
書
館

（
・
熊
本
近
代
文
学
館

）

熊
本
博
物
館

熊
本
市
現
代
美
術
館

熊
本
県
立
美
術
館

森
林
学
習
館

熊
本
市
動
植
物
園

く
ま
も
と
工
芸
会
館

食
品
交
流
会
館

（
フ
ー

ド
パ
ル
熊
本
内

）

子
ど
も
文
化
会
館

熊
本
市
立
金
峰
山
少
年
自
然
の
家

熊
本
城

旧
細
川
刑
部
邸

熊
本
市
総
合
体
育
館
・
青
年
会
館

田
迎
公
園
運
動
施
設

（
浜
線
健
康
パ
ー

ク

）
567 244 88 103 142 93 57 75 128 7 110 53 45 49 12 134 27 79 57

- 43.0 15.5 18.2 25.0 16.4 10.1 13.2 22.6 1.2 19.4 9.3 7.9 8.6 2.1 23.6 4.8 13.9 10.1

187 29.9 15.5 14.4 25.1 20.9 9.6 12.3 25.7 1.6 20.9 7.5 8.6 6.4 1.6 26.2 4.3 14.4 14.4

375 49.9 15.2 19.7 25.1 14.1 10.4 13.9 21.3 1.1 18.4 10.1 7.7 9.9 2.4 22.1 4.8 13.9 7.7

5 20.0 40.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0

61 31.1 14.8 8.2 26.2 16.4 9.8 14.8 18.0 0.0 31.1 3.3 8.2 13.1 3.3 27.9 1.6 14.8 8.2

男性 18 5.6 11.1 5.6 11.1 16.7 0.0 16.7 11.1 0.0 16.7 0.0 11.1 5.6 5.6 33.3 5.6 16.7 16.7

女性 43 41.9 16.3 9.3 32.6 16.3 14.0 14.0 20.9 0.0 37.2 4.7 7.0 16.3 2.3 25.6 0.0 14.0 4.7

110 33.6 12.7 11.8 20.0 12.7 6.4 8.2 12.7 0.9 27.3 3.6 4.5 18.2 0.9 21.8 0.9 13.6 8.2

男性 31 16.1 6.5 3.2 16.1 32.3 3.2 6.5 19.4 3.2 38.7 6.5 6.5 12.9 0.0 19.4 0.0 25.8 19.4

女性 79 40.5 15.2 15.2 21.5 5.1 7.6 8.9 10.1 0.0 22.8 2.5 3.8 20.3 1.3 22.8 1.3 8.9 3.8

111 42.3 18.9 23.4 33.3 15.3 14.4 12.6 29.7 0.9 24.3 9.0 9.9 14.4 4.5 27.0 3.6 15.3 12.6

男性 39 30.8 17.9 23.1 35.9 15.4 15.4 10.3 30.8 2.6 28.2 7.7 12.8 12.8 5.1 25.6 2.6 12.8 12.8

女性 72 48.6 19.4 23.6 31.9 15.3 13.9 13.9 29.2 0.0 22.2 9.7 8.3 15.3 4.2 27.8 4.2 16.7 12.5

109 45.0 13.8 12.8 31.2 20.2 11.9 15.6 24.8 1.8 8.3 11.0 10.1 2.8 1.8 21.1 7.3 14.7 11.0

男性 31 25.8 6.5 6.5 29.0 25.8 9.7 12.9 29.0 3.2 9.7 6.5 6.5 3.2 0.0 19.4 6.5 16.1 3.2

女性 78 52.6 16.7 15.4 32.1 17.9 12.8 16.7 23.1 1.3 7.7 12.8 11.5 2.6 2.6 21.8 7.7 14.1 14.1

124 50.8 13.7 24.2 20.2 19.4 8.9 13.7 25.8 2.4 13.7 16.1 8.9 1.6 1.6 21.0 7.3 12.1 11.3

男性 48 45.8 22.9 18.8 25.0 18.8 8.3 10.4 27.1 0.0 10.4 12.5 10.4 2.1 0.0 29.2 6.3 6.3 22.9

女性 76 53.9 7.9 27.6 17.1 19.7 9.2 15.8 25.0 3.9 15.8 18.4 7.9 1.3 2.6 15.8 7.9 15.8 3.9

48 60.4 20.8 27.1 14.6 10.4 8.3 18.8 22.9 0.0 12.5 8.3 4.2 0.0 0.0 25.0 6.3 14.6 4.2

男性 20 40.0 25.0 25.0 25.0 15.0 20.0 25.0 30.0 0.0 25.0 5.0 0.0 0.0 0.0 35.0 5.0 15.0 5.0

女性 27 74.1 18.5 29.6 7.4 7.4 0.0 14.8 18.5 0.0 3.7 11.1 7.4 0.0 0.0 18.5 7.4 14.8 3.7

4 0.0 50.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0

3 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0

50 30.0 10.0 24.0 26.0 14.0 12.0 14.0 30.0 0.0 14.0 14.0 10.0 2.0 0.0 28.0 4.0 10.0 8.0

167 36.5 18.6 12.0 25.7 20.4 9.0 9.6 22.8 1.8 22.8 6.6 10.2 13.2 2.4 24.0 3.6 14.4 12.6

82 40.2 15.9 13.4 26.8 9.8 7.3 14.6 17.1 3.7 22.0 8.5 7.3 9.8 1.2 19.5 4.9 18.3 11.0

14 35.7 0.0 0.0 14.3 7.1 0.0 7.1 7.1 0.0 7.1 0.0 0.0 7.1 0.0 21.4 0.0 7.1 14.3

134 59.0 10.4 23.9 22.4 15.7 11.9 14.2 21.6 0.7 17.9 9.0 6.0 9.0 3.0 19.4 6.7 17.2 8.2

85 47.1 21.2 21.2 30.6 22.4 12.9 16.5 28.2 0.0 20.0 14.1 7.1 3.5 1.2 29.4 4.7 10.6 8.2

26 30.8 15.4 26.9 19.2 3.8 7.7 23.1 19.2 0.0 3.8 11.5 7.7 3.8 3.8 23.1 3.8 3.8 7.7

6 16.7 50.0 33.3 16.7 33.3 16.7 0.0 16.7 0.0 50.0 16.7 0.0 0.0 0.0 50.0 16.7 0.0 16.7

192 42.2 18.8 15.6 26.6 16.7 8.9 14.1 24.5 0.5 18.8 8.9 6.8 6.3 1.6 17.2 2.6 19.3 8.3

52 59.6 21.2 21.2 28.8 15.4 17.3 11.5 30.8 5.8 23.1 13.5 7.7 17.3 1.9 34.6 9.6 3.8 7.7

117 33.3 14.5 14.5 28.2 21.4 12.0 16.2 25.6 1.7 18.8 8.5 7.7 12.0 2.6 29.9 4.3 21.4 9.4

88 44.3 8.0 23.9 13.6 11.4 5.7 8.0 14.8 0.0 18.2 9.1 5.7 5.7 2.3 23.9 3.4 6.8 22.7

113 46.9 13.3 19.5 26.5 15.0 10.6 14.2 18.6 0.9 19.5 8.8 12.4 8.0 2.7 22.1 7.1 8.0 4.4

5 20.0 40.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

全体

構成比

男性

女性

主婦（夫）

無職

その他

地
区
別

無回答

４０歳代

西部

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

東部

無回答

自営業
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対
象
者
数

（
人

）

南
部
総
合
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

託
麻
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー

熊
本
市
総
合
屋
内
プ
ー

ル

（
ア
ク
ア
ド
ー

ム
く
ま
も
と

）

熊
本
市
水
の
科
学
館

ふ
れ
あ
い
文
化
セ
ン
タ
ー

記
念
館

熊
本
市
国
際
交
流
会
館

熊
本
市
民
会
館

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

夢
も
や
い
館

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

熊
本
市
教
育
セ
ン
タ
ー

老
人
憩
い
の
家

介
護
予
防
支
援
施
設

高
齢
者
技
能
取
得
セ
ン
タ
ー

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

高
齢
者
生
き
が
い
作
業
所

障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

希
望
荘

567 38 22 76 27 9 32 71 93 12 8 0 7 13 2 0 2 4 4

- 6.7 3.9 13.4 4.8 1.6 5.6 12.5 16.4 2.1 1.4 0.0 1.2 2.3 0.4 0.0 0.4 0.7 0.7

187 9.6 4.3 12.8 3.7 1.1 7.5 15.5 17.6 0.0 0.5 0.0 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5

375 5.3 3.7 13.9 5.3 1.6 4.8 10.9 15.7 3.2 1.9 0.0 1.1 2.4 0.5 0.0 0.5 0.5 0.8

5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

61 6.6 1.6 23.0 3.3 0.0 3.3 11.5 8.2 3.3 3.3 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6

男性 18 11.1 5.6 22.2 0.0 0.0 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 43 4.7 0.0 23.3 4.7 0.0 2.3 16.3 9.3 4.7 4.7 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3

110 8.2 3.6 15.5 5.5 0.0 0.0 6.4 7.3 5.5 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0

男性 31 16.1 0.0 22.6 6.5 0.0 0.0 9.7 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 79 5.1 5.1 12.7 5.1 0.0 0.0 5.1 6.3 7.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0

111 10.8 4.5 21.6 8.1 2.7 6.3 15.3 22.5 0.9 0.9 0.0 4.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

男性 39 15.4 5.1 15.4 7.7 2.6 5.1 20.5 25.6 0.0 2.6 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 72 8.3 4.2 25.0 8.3 2.8 6.9 12.5 20.8 1.4 0.0 0.0 4.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

109 8.3 4.6 9.2 2.8 0.0 3.7 11.0 16.5 0.9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 2.8

男性 31 6.5 3.2 9.7 0.0 0.0 6.5 16.1 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2

女性 78 9.0 5.1 9.0 3.8 0.0 2.6 9.0 16.7 1.3 0.0 0.0 0.0 2.6 1.3 0.0 0.0 0.0 2.6

124 2.4 4.0 7.3 4.0 3.2 12.1 13.7 16.9 0.8 0.8 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0

男性 48 4.2 4.2 6.3 2.1 2.1 14.6 12.5 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0

女性 76 1.3 3.9 7.9 5.3 3.9 10.5 14.5 18.4 1.3 1.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0

48 2.1 4.2 4.2 4.2 2.1 8.3 20.8 31.3 2.1 2.1 0.0 2.1 8.3 2.1 0.0 2.1 2.1 0.0

男性 20 5.0 10.0 5.0 5.0 0.0 10.0 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女性 27 0.0 0.0 3.7 3.7 3.7 7.4 11.1 29.6 3.7 3.7 0.0 0.0 7.4 3.7 0.0 3.7 3.7 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50 10.0 0.0 10.0 0.0 6.0 6.0 14.0 20.0 2.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0

167 10.2 3.0 16.8 3.6 0.6 2.4 11.4 16.2 2.4 0.6 0.0 2.4 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6

82 4.9 3.7 13.4 3.7 0.0 6.1 8.5 8.5 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2

14 0.0 7.1 14.3 0.0 0.0 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

134 4.5 6.0 13.4 7.5 1.5 6.7 9.7 13.4 3.0 2.2 0.0 0.0 3.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.7

85 5.9 2.4 9.4 8.2 2.4 9.4 15.3 27.1 1.2 2.4 0.0 1.2 2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0

26 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 7.7 30.8 19.2 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 16.7 0.0 16.7 0.0 16.7 0.0 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

192 3.1 5.2 10.4 2.1 1.0 7.3 14.1 18.8 2.1 0.0 0.0 1.0 2.1 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0

52 19.2 0.0 26.9 5.8 0.0 0.0 19.2 21.2 1.9 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

117 6.8 3.4 15.4 4.3 5.1 7.7 14.5 18.8 3.4 0.9 0.0 0.9 2.6 0.9 0.0 0.9 1.7 0.9

88 13.6 1.1 18.2 1.1 0.0 3.4 4.5 9.1 1.1 0.0 0.0 2.3 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0

113 1.8 6.2 7.1 12.4 0.0 5.3 10.6 13.3 1.8 5.3 0.0 0.9 3.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9

5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部

西部

主婦（夫）

無回答

東部

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

４０歳代

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業

自営業

無職

その他
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対
象
者
数

（
人

）

環
境
総
合
研
究
所

リ
サ
イ
ク
ル
情
報
プ
ラ
ザ

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

消
費
者
セ
ン
タ
ー

総
合
女
性
セ
ン
タ
ー

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
あ
い
ぽ
ー

と

）

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
サ
ン
ラ
イ
フ
熊
本

）

職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

567 1 17 5 4 47 0 3 11 8 60 0 2

- 0.2 3.0 0.9 0.7 8.3 0.0 0.5 1.9 1.4 10.6 0.0 0.4

187 0.0 2.1 0.5 0.5 3.7 0.0 0.0 0.5 1.1 11.8 0.0 0.0

375 0.3 3.5 1.1 0.8 10.7 0.0 0.8 2.7 1.6 10.1 0.0 0.5

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

61 0.0 1.6 0.0 0.0 11.5 0.0 0.0 1.6 1.6 18.0 0.0 0.0

男性 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

女性 43 0.0 2.3 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 2.3 2.3 18.6 0.0 0.0

110 0.0 1.8 0.0 1.8 3.6 0.0 0.9 0.9 3.6 16.4 0.0 0.9

男性 31 0.0 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0

女性 79 0.0 1.3 0.0 1.3 3.8 0.0 1.3 1.3 5.1 16.5 0.0 1.3

111 0.0 7.2 1.8 0.0 6.3 0.0 0.0 0.9 0.0 8.1 0.0 0.0

男性 39 0.0 2.6 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0

女性 72 0.0 9.7 2.8 0.0 6.9 0.0 0.0 1.4 0.0 6.9 0.0 0.0

109 0.9 2.8 1.8 0.0 11.9 0.0 0.9 2.8 1.8 10.1 0.0 0.0

男性 31 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 3.2 9.7 0.0 0.0

女性 78 1.3 2.6 1.3 0.0 15.4 0.0 1.3 3.8 1.3 10.3 0.0 0.0

124 0.0 2.4 0.8 1.6 10.5 0.0 0.8 2.4 0.8 8.1 0.0 0.8

男性 48 0.0 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 2.1 12.5 0.0 0.0

女性 76 0.0 2.6 1.3 2.6 15.8 0.0 1.3 3.9 0.0 5.3 0.0 1.3

48 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 4.2 0.0 2.1 0.0 0.0

男性 20 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0

女性 27 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50 0.0 2.0 2.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 2.0 10.0 0.0 0.0

167 0.0 1.8 0.6 0.6 6.0 0.0 0.6 1.2 1.2 13.8 0.0 0.6

82 1.2 3.7 1.2 0.0 7.3 0.0 0.0 4.9 3.7 17.1 0.0 0.0

14 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0

134 0.0 6.0 1.5 1.5 11.2 0.0 0.7 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0

85 0.0 1.2 0.0 0.0 9.4 0.0 1.2 1.2 2.4 8.2 0.0 0.0

26 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 3.8

6 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

192 0.0 4.2 1.0 1.0 7.3 0.0 0.5 2.1 2.6 8.9 0.0 1.0

52 1.9 3.8 1.9 1.9 3.8 0.0 0.0 0.0 1.9 7.7 0.0 0.0

117 0.0 1.7 1.7 0.9 9.4 0.0 0.0 0.9 1.7 14.5 0.0 0.0

88 0.0 1.1 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.3 0.0 6.8 0.0 0.0

113 0.0 3.5 0.0 0.0 13.3 0.0 1.8 3.5 0.0 14.2 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

性
別

職
業
別

７０歳以上

無回答

５０歳代

６０歳代

農林漁業

自営業

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

３０歳代

４０歳代

西部

主婦（夫）

無職

その他

無回答

東部

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

中央

南部
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問１９. 問１７で「２．利用したことはない」と答えた方にお尋ねします。利用したことがない理由は何ですか。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「自分の希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない」37.9％が高く、以下、

「学習や活動に関する必要な情報がなかなか入手できない」25.4％、「一緒に学習や活動をする仲間がいない」16.9％、「どの

ような公共施設があるか知らない」16.4％、「関心がない」14.8％と続いている。 

性別では、「自分の希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない」が男性 30.0％、

女性 44.7％と、女性の方が約 15 ポイント高い。「関心がない」は男性 19.9％、女性 10.5％と２倍近い差がみられる。 

性別・年齢別に、上位の２項目をみると、「自分の希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・

時間が合わない」は、女性の 40 歳代 58.9％、50 歳代 51.0％、20 歳代 50.9％で、「学習や活動に関する必要な情報がなか

なか入手できない」は、男性 30 歳代 32.8％、女性 20 歳代 30.9％で高くなっている。 

 

 

37.9

25.4

16.9

16.4

14.8

11.4

11.1

10.9

5.8

5.8

2.8

2.7

1.0

9.1

4.3

3.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

自分の希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わ

ない

学習や活動に関する必要な情報（内容・時間・場所・費用）がなかなか入手できない

一緒に学習や活動をする仲間がいない

どのような公共施設があるか知らない

関心がない

夜間、休日に開館していない

身近なところに施設がない

費用がかかる

気軽に相談できる専門的な職員がいない

他の機関、あるいは自宅で学習しているため、利用する必要がない

施設への交通手段がない

託児サービスがない

施設自体が利用しづらい

その他

わからない

無回答
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対
象
者
数

（
人

）

自
分
の
希
望
に
合
う
講
座
や
教
室
な
ど
が
な
か

っ
た
り

、
講
座
や

教
室
な
ど
が
行
わ
れ
る
時
期
・
時
間
が
合
わ
な
い

学
習
や
活
動
に
関
す
る
必
要
な
情
報

（
内
容
・
時
間
・
場
所
・
費

用

）
が
な
か
な
か
入
手
で
き
な
い

一
緒
に
学
習
や
活
動
を
す
る
仲
間
が
い
な
い

ど
の
よ
う
な
公
共
施
設
が
あ
る
か
知
ら
な
い

関
心
が
な
い

夜
間

、
休
日
に
開
館
し
て
い
な
い

身
近
な
と
こ
ろ
に
施
設
が
な
い

費
用
が
か
か
る

気
軽
に
相
談
で
き
る
専
門
的
な
職
員
が
い
な
い

他
の
機
関

、
あ
る
い
は
自
宅
で
学
習
し
て
い
る
た
め

、
利
用
す
る

必
要
が
な
い

施
設
へ
の
交
通
手
段
が
な
い

託
児
サ
ー

ビ
ス
が
な
い

施
設
自
体
が
利
用
し
づ
ら
い

（
手
す
り
や
ス
ロ
ー

プ
が
な
い
　
な

ど

）

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

810 307 206 137 133 120 92 90 88 47 47 23 22 8 74 35 27

- 37.9 25.4 16.9 16.4 14.8 11.4 11.1 10.9 5.8 5.8 2.8 2.7 1.0 9.1 4.3 3.3

347 30.0 27.1 15.0 18.2 19.9 13.5 12.1 10.1 7.2 5.2 0.9 0.9 0.9 7.8 4.9 2.9

447 44.7 23.9 18.1 15.0 10.5 9.8 10.7 11.6 4.9 6.5 4.5 4.3 1.1 9.8 3.8 3.8

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

92 42.4 28.3 15.2 29.3 16.3 9.8 9.8 13.0 4.3 5.4 1.1 6.5 1.1 4.3 4.3 2.2

男性 37 29.7 24.3 10.8 27.0 27.0 8.1 10.8 13.5 8.1 5.4 0.0 0.0 0.0 8.1 5.4 2.7

女性 55 50.9 30.9 18.2 30.9 9.1 10.9 9.1 12.7 1.8 5.5 1.8 10.9 1.8 1.8 3.6 1.8

153 40.5 30.1 17.0 15.7 13.1 16.3 9.8 11.8 3.3 5.9 1.3 7.8 0.7 7.2 3.3 2.6

男性 58 29.3 32.8 19.0 13.8 20.7 20.7 5.2 12.1 5.2 6.9 0.0 3.4 0.0 8.6 1.7 1.7

女性 95 47.4 28.4 15.8 16.8 8.4 13.7 12.6 11.6 2.1 5.3 2.1 10.5 1.1 6.3 4.2 3.2

157 50.3 25.5 12.1 15.3 14.6 10.2 12.1 12.1 5.1 7.0 2.5 2.5 0.0 7.6 2.5 2.5

男性 67 38.8 29.9 11.9 20.9 13.4 13.4 16.4 10.4 7.5 4.5 0.0 1.5 0.0 9.0 4.5 6.0

女性 90 58.9 22.2 12.2 11.1 15.6 7.8 8.9 13.3 3.3 8.9 4.4 3.3 0.0 6.7 1.1 0.0

183 40.4 27.9 18.6 14.8 11.5 16.9 9.3 9.8 6.0 4.9 2.2 0.0 1.1 10.9 4.9 3.8

男性 85 28.2 27.1 11.8 16.5 18.8 20.0 7.1 9.4 5.9 4.7 0.0 0.0 2.4 11.8 7.1 2.4

女性 98 51.0 28.6 24.5 13.3 5.1 14.3 11.2 10.2 6.1 5.1 4.1 0.0 0.0 10.2 3.1 5.1

146 26.7 19.9 19.2 12.3 17.8 6.2 11.6 7.5 8.9 6.2 4.8 0.0 1.4 11.0 4.8 6.2

男性 74 27.0 25.7 18.9 17.6 23.0 6.8 14.9 6.8 8.1 5.4 1.4 0.0 1.4 2.7 5.4 2.7

女性 71 26.8 12.7 18.3 7.0 12.7 5.6 8.5 7.0 9.9 7.0 8.5 0.0 1.4 19.7 4.2 9.9

65 18.5 13.8 21.5 16.9 16.9 0.0 18.5 13.8 7.7 6.2 7.7 0.0 3.1 12.3 7.7 1.5

男性 25 24.0 12.0 20.0 16.0 20.0 0.0 24.0 8.0 8.0 4.0 8.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0

女性 38 13.2 15.8 21.1 15.8 15.8 0.0 15.8 18.4 7.9 7.9 7.9 0.0 5.3 18.4 10.5 2.6

14 14.3 35.7 14.3 14.3 28.6 14.3 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 7.1 0.0

22 22.7 22.7 9.1 13.6 31.8 4.5 9.1 0.0 9.1 13.6 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0

85 35.3 22.4 17.6 21.2 17.6 14.1 9.4 10.6 3.5 8.2 0.0 1.2 1.2 12.9 1.2 0.0

282 41.1 29.8 16.0 18.1 13.1 19.9 9.2 8.2 6.4 3.2 1.1 1.8 0.7 8.5 4.6 2.8

125 56.0 31.2 16.0 15.2 11.2 8.0 10.4 17.6 4.0 4.8 3.2 4.8 0.0 4.0 4.8 2.4

19 31.6 21.1 10.5 26.3 26.3 0.0 10.5 15.8 5.3 10.5 0.0 0.0 5.3 0.0 10.5 5.3

108 34.3 17.6 19.4 7.4 13.9 1.9 7.4 10.2 4.6 8.3 6.5 9.3 1.9 13.0 1.9 8.3

120 25.0 18.3 21.7 19.2 15.8 1.7 20.0 12.5 10.0 5.0 7.5 0.0 1.7 9.2 6.7 4.2

33 30.3 27.3 12.1 12.1 12.1 21.2 18.2 12.1 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 15.2 3.0 3.0

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

249 38.2 26.9 15.3 14.1 15.3 10.4 9.2 12.0 4.0 6.4 1.6 2.4 0.4 11.2 5.2 4.0

98 38.8 28.6 18.4 17.3 18.4 5.1 11.2 7.1 5.1 6.1 6.1 4.1 1.0 9.2 2.0 1.0

161 33.5 24.2 13.7 20.5 10.6 16.1 12.4 12.4 6.8 6.8 3.7 1.2 1.2 6.2 3.7 3.1

132 41.7 20.5 22.0 13.6 15.9 15.2 9.1 11.4 5.3 4.5 3.0 3.0 2.3 10.6 3.8 4.5

156 39.7 26.3 17.9 17.9 14.1 9.0 15.4 10.3 9.0 5.1 1.9 3.8 0.6 6.4 5.1 3.2

14 21.4 28.6 14.3 14.3 28.6 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 7.1 0.0

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

その他

無回答

東部

主婦（夫）

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職
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問２０. 熊本市内には公立公民館のほか、町内や校区で運営されている約４４０の地域公民館がありますが、あな

たはこの１年くらいの間に、熊本市内の地域公民館で学習や活動をしたことがありますか。最も近い番号

に１つだけ○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「良くしている」 5.5％、「時々している」10.7％と、合計 16.2％の人が利用している。これに対し、「あまりしていない」

13.7％、「全くしていない」68.6％と、合計 82.3％が利用していない。 

性別で、「良くしている」と「時々している」を合計した「利用」派をみると、男性 11.5％、女性 19.4％と女性の方が約８

ポイント高い。 

性別・年齢別に、「利用」派をみると、女性の 60 歳代 32.3％、70 歳以上 29.4％、男性 70 歳以上 22.9％で高い。なお、

20 歳代で男性 1.8％、女性 14.0％、30 歳代で男性 4.4％、女性 13.6％という結果で、若い年齢層でも「女性の高さ」が

みられるのは興味深い。 

 

 

5.5 10.7 13.7 68.6

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

良くしている 時々している あまりしていない 全くしていない 無回答
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対
象
者
数

（
人

）

良
く
し
て
い
る

時
々
し
て
い
る

あ
ま
り
し
て
い
な
い

全
く
し
て
い
な
い

無
回
答

1420 78 152 195 974 21

100 5.5 10.7 13.7 68.6 1.5

548 3.1 8.4 12.4 74.6 1.5

846 7.1 12.3 14.7 64.7 1.3

26 3.8 7.7 11.5 69.2 7.7

156 2.6 7.1 14.7 75.0 0.6

男性 56 0.0 1.8 16.1 82.1 0.0

女性 100 4.0 10.0 14.0 71.0 1.0

266 2.3 8.3 13.2 75.2 1.1

男性 90 1.1 3.3 6.7 86.7 2.2

女性 176 2.8 10.8 16.5 69.3 0.6

272 2.6 11.4 15.8 69.9 0.4

男性 107 1.9 11.2 12.1 73.8 0.9

女性 165 3.0 11.5 18.2 67.3 0.0

300 5.7 8.0 12.0 73.7 0.7

男性 118 0.8 6.8 10.2 81.4 0.8

女性 182 8.8 8.8 13.2 68.7 0.5

284 10.6 15.5 12.7 57.7 3.5

男性 128 6.3 12.5 14.8 63.3 3.1

女性 155 14.2 18.1 11.0 52.9 3.9

121 10.7 15.7 15.7 55.4 2.5

男性 48 10.4 12.5 18.8 58.3 0.0

女性 68 11.8 17.6 14.7 52.9 2.9

21 4.8 4.8 14.3 71.4 4.8

27 7.4 14.8 25.9 44.4 7.4

139 3.6 8.6 12.9 73.4 1.4

456 2.6 9.2 9.9 77.4 0.9

213 4.7 9.9 18.8 66.7 0.0

33 3.0 3.0 24.2 69.7 0.0

253 9.9 17.4 16.6 53.8 2.4

214 7.0 11.2 13.6 65.4 2.8

60 11.7 3.3 5.0 80.0 0.0

25 4.0 8.0 12.0 72.0 4.0

451 4.2 9.5 14.4 69.2 2.7

156 8.3 12.8 9.0 67.9 1.9

288 3.5 9.7 11.5 73.6 1.7

227 5.7 10.6 15.0 68.7 0.0

276 8.0 13.0 16.7 62.3 0.0

22 4.5 4.5 13.6 72.7 4.5無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他

無回答

東部

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別
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（６）ボランティア活動について 

 

問２１. 生涯学習の成果を社会に生かす方法のひとつとして、ボランティア活動がありますが、あなたがこれまで

に参加したことのあるボランティア活動はどのようなものですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけ

てください。 

 

【調査結果】 

「自然・環境保護に関する活動」15.7％、「交通安全に関する活動」12.0％、「青少年健全育成に関する活動」11.8％、「募

金活動、チャリティーバザー」10.4％までの４項目が 10％を超える活動率である。これに対し、「したことがない」は 47.8％

である。 

性別では、「自然・環境保護に関する活動」が男性 19.3％、女性 13.6％と、男性の方が約６ポイント高いが、「交通安全に

関する活動」、「青少年健全育成に関する活動」、「募金活動、チャリティーバザー」の３項目は約５ポイント女性の方が高い。「し

たことがない」は、男性 49.1％、女性 46.5％となっている。 

性別・年齢別に、上位の４項目をみると、「自然・環境保護に関する活動」は、男性の 20 歳代 28.6％、40 歳代 23.4％で、

「交通安全に関する活動」は、女性 40 歳代 28.5％で高い。「青少年健全育成に関する活動」は、女性の 40 歳代 25.5％、50

歳代 16.5％、男性 40 歳代 19.6％で、「募金活動、チャリティーバザー」は、女性の 20 歳代 20.0％、40 歳代 14.5％で高

い。また、「したことがない」は、男性の 50 歳代 58.5％、30 歳代 56.7％で高くなっている。 

全国調査では、「自然・環境保護に関する活動」15.4％、「体育・スポーツ・文化に関する活動」12.2％、「社会福祉に関す

る活動」・「募金活動、チャリティーバザー」 9.8％という結果で、熊本市民と比べ「社会福祉」「スポーツ・文化」領域での活

動率が高くなっている。「特にそういうことはしたことはない」は 54.7％と、熊本市民を約７ポイント上回る結果である。 

15.7

12.0

11.8

10.4

8.7

7.7

3.3

2.6

2.2

2.0

1.6

2.9

47.8

2.7

5.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自然・環境保護に関する活動

交通安全に関する活動

青少年健全育成に関する活動

募金活動、チャリティーバザー

体育・スポーツ・文化に関する活動

社会福祉に関する活動

自主防災活動や災害援助活動

保健・医療・衛生に関する活動

人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動

公共施設での活動

国際交流（協力）に関する活動

その他

したことがない

わからない

無回答

 

参考資料 

15.4

12.2

9.8

9.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

自然・環境保護に関する活動

体育・スポーツ・文化に関する活動

社会福祉に関する活動

募金活動、チャリティーバザー
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対
象
者
数

（
人

）

自
然
・
環
境
保
護
に
関
す
る
活
動

（
環
境
美
化

、
リ
サ
イ
ク
ル
活

動
な
ど

）

交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

（
子
ど
も
の
登
下
校
時
の
安
全
監
視
な

ど

）

青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
活
動

（
子
ど
も
会

、
ボ
ー

イ
ス
カ
ウ

ト
・
ガ
ー

ル
ス
カ
ウ
ト
活
動
な
ど

）

募
金
活
動

、
チ

ャ
リ
テ
ィ
ー

バ
ザ
ー

体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
に
関
す
る
活
動

（
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
指
導

、
学
校
で
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
な
ど

）

社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動

（
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
に
対
す
る

介
護

、
給
食

、
保
育
な
ど

）

自
主
防
災
活
動
や
災
害
援
助
活
動

保
健
・
医
療
・
衛
生
に
関
す
る
活
動

（
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど

）

人
々
の
学
習
活
動
に
関
す
る
指
導

、
助
言

、
運
営
協
力
な
ど
の
活

動

（
料
理

、
英
語

、
書
道
な
ど

）

公
共
施
設
で
の
活
動

（
公
民
館
に
お
け
る
託
児

、
博
物
館
の
展
示

説
明
員
な
ど

）

国
際
交
流

（
協
力

）
に
関
す
る
活
動

（
通
訳

、
難
民
援
助

、
技
術

援
助

、
留
学
生
援
助
な
ど

）

そ
の
他

し
た
こ
と
が
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 223 170 167 147 124 109 47 37 31 28 23 41 679 39 77

- 15.7 12.0 11.8 10.4 8.7 7.7 3.3 2.6 2.2 2.0 1.6 2.9 47.8 2.7 5.4

548 19.3 9.1 9.3 7.7 11.5 5.8 5.5 1.6 1.5 1.5 1.5 2.7 49.1 2.7 4.4

846 13.6 14.2 13.5 12.4 7.2 9.0 2.0 3.2 2.7 2.2 1.8 3.1 46.5 2.8 5.7

26 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 3.8 0.0 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 65.4 0.0 19.2

156 20.5 1.3 9.0 17.3 7.7 13.5 1.9 4.5 1.9 2.6 4.5 3.2 46.2 3.8 2.6

男性 56 28.6 1.8 5.4 12.5 7.1 7.1 3.6 0.0 1.8 1.8 1.8 3.6 48.2 3.6 1.8

女性 100 16.0 1.0 11.0 20.0 8.0 17.0 1.0 7.0 2.0 3.0 6.0 3.0 45.0 4.0 3.0

266 13.2 9.8 9.8 10.9 7.1 6.8 1.9 2.3 0.8 1.5 0.4 4.1 51.9 3.0 1.5

男性 90 16.7 2.2 6.7 8.9 10.0 4.4 2.2 3.3 0.0 0.0 1.1 4.4 56.7 2.2 1.1

女性 176 11.4 13.6 11.4 11.9 5.7 8.0 1.7 1.7 1.1 2.3 0.0 4.0 49.4 3.4 1.7

272 20.2 23.2 23.2 11.8 13.2 3.7 3.7 2.9 2.2 1.8 2.6 1.8 40.4 3.3 1.8

男性 107 23.4 15.0 19.6 7.5 19.6 2.8 4.7 3.7 0.0 0.9 1.9 1.9 40.2 5.6 1.9

女性 165 18.2 28.5 25.5 14.5 9.1 4.2 3.0 2.4 3.6 2.4 3.0 1.8 40.6 1.8 1.8

300 12.3 12.3 13.3 10.0 10.3 7.7 3.3 3.0 2.7 2.3 1.7 2.3 50.7 2.3 3.7

男性 118 12.7 9.3 8.5 7.6 11.9 2.5 6.8 0.8 1.7 1.7 1.7 0.8 58.5 1.7 2.5

女性 182 12.1 14.3 16.5 11.5 9.3 11.0 1.1 4.4 3.3 2.7 1.6 3.3 45.6 2.7 4.4

284 15.5 11.6 6.0 7.4 6.7 9.9 4.9 1.4 2.1 1.1 0.7 2.5 48.9 1.1 10.2

男性 128 21.1 11.7 5.5 4.7 7.8 10.2 7.8 0.8 1.6 1.6 0.8 2.3 47.7 0.8 8.6

女性 155 11.0 11.6 6.5 9.7 5.8 9.7 2.6 1.9 2.6 0.6 0.6 2.6 49.7 1.3 11.6

121 15.7 7.4 5.0 6.6 5.8 6.6 4.1 1.7 5.0 3.3 0.8 5.0 45.5 5.0 15.7

男性 48 16.7 10.4 8.3 8.3 10.4 10.4 6.3 0.0 6.3 4.2 2.1 6.3 37.5 4.2 10.4

女性 68 14.7 5.9 1.5 5.9 2.9 4.4 2.9 2.9 4.4 2.9 0.0 4.4 50.0 5.9 19.1

21 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 4.8 0.0 4.8 0.0 4.8 0.0 0.0 61.9 0.0 23.8

27 40.7 29.6 14.8 3.7 18.5 3.7 18.5 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 29.6 3.7 7.4

139 19.4 12.2 15.8 12.9 8.6 4.3 5.8 2.9 1.4 0.7 3.6 0.7 44.6 1.4 7.9

456 16.0 8.8 11.6 9.9 10.3 6.8 2.9 2.0 1.5 1.5 1.3 2.2 50.0 2.9 2.2

213 14.1 19.2 19.2 15.5 12.7 11.7 2.8 2.8 1.4 3.3 1.9 4.2 40.8 1.9 2.8

33 30.3 0.0 9.1 9.1 9.1 24.2 3.0 6.1 6.1 6.1 6.1 3.0 36.4 6.1 3.0

253 15.0 15.4 10.7 11.5 5.5 8.3 1.2 4.0 2.0 1.6 1.2 2.8 46.6 0.4 8.3

214 12.6 9.3 5.1 5.1 6.5 5.1 4.7 0.5 2.3 1.4 0.0 4.7 56.5 4.7 9.3

60 6.7 6.7 8.3 8.3 3.3 6.7 1.7 6.7 11.7 5.0 1.7 5.0 50.0 10.0 1.7

25 12.0 4.0 4.0 8.0 0.0 8.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 52.0 0.0 20.0

451 15.5 13.1 14.4 11.3 11.1 7.8 4.0 2.9 2.2 1.6 1.3 3.1 45.7 3.1 4.9

156 12.2 12.8 13.5 11.5 7.7 8.3 7.1 1.3 1.3 0.6 2.6 1.9 50.6 1.3 5.1

288 13.9 8.3 8.3 10.4 8.3 6.3 1.0 2.4 3.1 3.1 2.4 1.7 51.7 3.1 8.0

227 17.6 11.9 10.1 8.8 5.7 8.4 1.8 3.1 2.2 2.2 0.9 2.6 50.2 2.6 3.5

276 19.2 14.5 12.0 10.1 9.1 8.0 4.0 2.5 1.8 1.8 1.1 4.7 42.4 2.9 4.7

22 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 9.1 0.0 4.5 0.0 4.5 4.5 0.0 63.6 0.0 13.6

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

その他

無回答

東部

主婦（夫）

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職
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問２２. あなたは、今後とも、あるいは今後ボランティア活動に参加したいと思いますか。あてはまる番号に１つ

だけ○をつけてください。 

 

【調査結果】 

「参加したい」 8.4％、「機会があれば参加してみたい」59.6％と、合計 68.0％の人が、ボランティア活動の参加意向を持

っている。これに対し、「参加したいと思わない」は 13.8％である。この質問は、「わからない」が 16.9％と多いのが特徴で

ある。 

性別でみると、「参加したい」は男性 8.9％、女性 8.0％、「機会があれば参加してみたい」を合計した「参加」派は男性 69.1％、

女性 67.9％、「参加したいと思わない」は男性 14.4％、女性 13.4％と、いずれも差がない。 

性別・年齢別に、合計した「参加」派をみると、女性の 20 歳代 82.0％、40 歳代 72.8％、男性 50 歳代 74.6％で高い。

「参加したいと思わない」は、女性 70 歳以上 22.1％、男性 20 歳代 21.4％で高くなっている。 

全国調査では、「ぜひ参加してみたい」10.0％、「機会があれば参加してみたい」50.1％と、合計 60.1％が参加意向を持っ

ている。「参加してみたいと思わない」は 33.8％、「わからない」 6.0％という結果で、選択肢は異なるものの全体としてボラ

ンティア活動参加の意向を持つ人は熊本市民の方が約 8 ポイント高い。 

 

 

8.4 59.6 13.8 16.9

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

参加したい 機会があれば参加してみたい 参加したいと思わない わからない 無回答

 

 

 

参考資料 

50.1 33.8 6.010.0

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

ぜひ参加してみたい 機会があれば参加してみたい 参加してみたいと思わない わからない
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対
象
者
数

（
人

）

参
加
し
た
い

機
会
が
あ
れ
ば
参
加
し
て
み
た
い

参
加
し
た
い
と
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 119 847 196 240 18

100 8.4 59.6 13.8 16.9 1.3

548 8.9 60.2 14.4 15.5 0.9

846 8.0 59.9 13.4 17.6 1.1

26 7.7 38.5 15.4 23.1 15.4

156 7.7 69.2 13.5 9.6 0.0

男性 56 7.1 60.7 21.4 10.7 0.0

女性 100 8.0 74.0 9.0 9.0 0.0

266 7.5 57.1 16.9 18.0 0.4

男性 90 7.8 57.8 15.6 17.8 1.1

女性 176 7.4 56.8 17.6 18.2 0.0

272 6.6 65.4 11.8 16.2 0.0

男性 107 6.5 64.5 13.1 15.9 0.0

女性 165 6.7 66.1 10.9 16.4 0.0

300 9.3 63.0 9.0 18.0 0.7

男性 118 9.3 65.3 9.3 16.1 0.0

女性 182 9.3 61.5 8.8 19.2 1.1

284 10.9 54.2 15.5 16.9 2.5

男性 128 11.7 54.7 15.6 16.4 1.6

女性 155 10.3 54.2 15.5 17.4 2.6

121 7.4 46.3 19.0 22.3 5.0

男性 48 10.4 56.3 16.7 12.5 4.2

女性 68 4.4 41.2 22.1 27.9 4.4

21 4.8 47.6 19.0 19.0 9.5

27 14.8 51.9 11.1 18.5 3.7

139 7.2 65.5 10.8 15.8 0.7

456 7.0 65.1 13.4 14.3 0.2

213 7.5 63.4 11.3 17.8 0.0

33 15.2 63.6 15.2 6.1 0.0

253 10.7 55.7 12.6 19.4 1.6

214 7.5 46.7 20.6 21.0 4.2

60 13.3 56.7 13.3 16.7 0.0

25 4.0 56.0 16.0 16.0 8.0

451 8.6 60.1 13.1 17.1 1.1

156 9.6 57.1 12.8 17.3 3.2

288 8.3 59.7 16.0 15.6 0.3

227 8.4 58.1 12.3 20.7 0.4

276 7.6 62.3 14.5 14.1 1.4

22 4.5 50.0 13.6 22.7 9.1無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職

その他

無回答

東部

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

主婦（夫）

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別
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問２３. 問２２で「１．参加したい」、「２．機会があれば参加してみたい」と答えた方にお尋ねします。今後、ど

のようなボランティア活動に参加してみたいと思いますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてくだ

さい。 

 

【調査結果】 

「自然・環境保護に関する活動」38.6％、「社会福祉に関する活動」25.3％、「体育・スポーツ・文化に関する活動」20.0％、

「交通安全に関する活動」19.7％までの４項目が高い。 

性別では、「自然・環境保護に関する活動」が男性 45.6％、女性 34.1％と、男性の方が約 10 ポイント高い。「体育・スポ

ーツ・文化に関する活動」は約 15 ポイント、「交通安全に関する活動」は約６ポイントと、男性の方が高い。これに対し、「社

会福祉に関する活動」は、男性 16.4％、女性 31.1％と、女性の方が約 15 ポイント高くなっている。 

性別・年齢別に、上位の４項目をみると、「自然・環境保護に関する活動」は、男性の 60 歳代 51.8％、50 歳代 46.6％、

40 歳代 46.1％で、「社会福祉に関する活動」は、女性の 50 歳代 37.2％、60 歳代 36.0％、40 歳代 33.3％で高い。「体育・

スポーツ・文化に関する活動」は、男性の 20 歳代 47.4％、30 歳代 35.6％、40 歳代 32.9％で、「交通安全に関する活動」

は、男性の 70 歳以上 37.5％、60 歳代 31.8％で高くなっている。 

全国調査では、「自然・環境保護に関する活動」38.0％、「社会福祉に関する活動」31.1％、「体育・スポーツ・文化に関す

る活動」27.6％の３項目が高く、以下、「自主防災活動や災害救助活動」16.5％、「交通安全に関する活動」14.8％と続いて

いる。 

38.6

25.3

20.0

19.7

13.8

13.7

12.9

11.2

10.7

10.0

9.1

2.0

7.2

1.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

自然・環境保護に関する活動

社会福祉に関する活動

体育・スポーツ・文化に関する活動

交通安全に関する活動

保健・医療・衛生に関する活動

募金活動、チャリティーバザー

自主防災活動や災害援助活動

人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動

公共施設での活動

国際交流（協力）に関する活動

青少年健全育成に関する活動

その他

わからない

無回答

 

参考資料 

38.0

31.1

27.6

16.5

14.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

自然・環境保護に関する活動

社会福祉に関する活動

体育・スポーツ・文化に関する活動

自主防災活動や災害救助活動

交通安全に関する活動
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対
象
者
数

（
人

）

自
然
・
環
境
保
護
に
関
す
る
活
動

（
環
境
美
化

、
リ
サ
イ
ク
ル
活

動
な
ど

）

社
会
福
祉
に
関
す
る
活
動

（
高
齢
者
や
障
が
い
者
な
ど
に
対
す
る

介
護

、
給
食

、
保
育
な
ど

）

体
育
・
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
に
関
す
る
活
動

（
ス
ポ
ー

ツ
・
レ
ク
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
指
導

、
学
校
で
の
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
な
ど

）

交
通
安
全
に
関
す
る
活
動

（
子
ど
も
の
登
下
校
時
の
安
全
監
視
な

ど

）

保
健
・
医
療
・
衛
生
に
関
す
る
活
動

（
病
院
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な

ど

）

募
金
活
動

、
チ

ャ
リ
テ
ィ
ー

バ
ザ
ー

自
主
防
災
活
動
や
災
害
援
助
活
動

人
々
の
学
習
活
動
に
関
す
る
指
導

、
助
言

、
運
営
協
力
な
ど
の
活

動

（
料
理

、
英
語

、
書
道
な
ど

）

公
共
施
設
で
の
活
動

（
公
民
館
に
お
け
る
託
児

、
博
物
館
の
展
示

説
明
員
な
ど

）

国
際
交
流

（
協
力

）
に
関
す
る
活
動

（
通
訳

、
難
民
援
助

、
技
術

援
助

、
留
学
生
援
助
な
ど

）

青
少
年
健
全
育
成
に
関
す
る
活
動

（
子
ど
も
会

、
ボ
ー

イ
ス
カ
ウ

ト
・
ガ
ー

ル
ス
カ
ウ
ト
活
動
な
ど

）

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

966 373 244 193 190 133 132 125 108 103 97 88 19 70 17

- 38.6 25.3 20.0 19.7 13.8 13.7 12.9 11.2 10.7 10.0 9.1 2.0 7.2 1.8

379 45.6 16.4 29.3 23.5 6.6 9.8 21.4 9.2 7.4 8.7 10.3 2.1 7.9 1.8

575 34.1 31.1 13.7 17.2 18.6 16.5 7.5 12.5 12.9 10.8 8.3 1.9 7.0 1.6

12 33.3 25.0 25.0 16.7 8.3 0.0 8.3 8.3 8.3 16.7 8.3 0.0 0.0 8.3

120 37.5 25.0 28.3 7.5 13.3 15.8 5.8 10.8 14.2 19.2 7.5 0.0 7.5 0.8

男性 38 42.1 13.2 47.4 7.9 5.3 10.5 13.2 13.2 7.9 15.8 5.3 0.0 5.3 0.0

女性 82 35.4 30.5 19.5 7.3 17.1 18.3 2.4 9.8 17.1 20.7 8.5 0.0 8.5 1.2

172 37.8 19.2 23.3 22.1 17.4 18.6 9.3 11.0 13.4 12.2 12.8 1.2 7.0 0.6

男性 59 44.1 16.9 35.6 22.0 11.9 18.6 13.6 6.8 6.8 10.2 11.9 1.7 10.2 1.7

女性 113 34.5 20.4 16.8 22.1 20.4 18.6 7.1 13.3 16.8 13.3 13.3 0.9 5.3 0.0

196 36.7 27.6 20.4 23.0 18.4 11.2 12.2 13.3 13.3 12.2 12.2 2.6 8.7 1.5

男性 76 46.1 18.4 32.9 25.0 6.6 6.6 17.1 7.9 10.5 11.8 14.5 2.6 10.5 1.3

女性 120 30.8 33.3 12.5 21.7 25.8 14.2 9.2 16.7 15.0 12.5 10.8 2.5 7.5 1.7

217 39.6 25.8 18.9 14.3 10.6 14.3 12.9 12.0 9.2 7.4 6.5 3.2 8.3 1.4

男性 88 46.6 9.1 28.4 17.0 2.3 12.5 20.5 11.4 9.1 8.0 8.0 4.5 10.2 1.1

女性 129 34.9 37.2 12.4 12.4 16.3 15.5 7.8 12.4 9.3 7.0 5.4 2.3 7.0 1.6

185 41.6 28.6 15.1 25.4 11.9 13.5 19.5 9.7 7.0 5.9 8.1 1.6 4.9 1.1

男性 85 51.8 20.0 20.0 31.8 8.2 5.9 31.8 7.1 4.7 5.9 11.8 1.2 2.4 1.2

女性 100 33.0 36.0 11.0 20.0 15.0 20.0 9.0 12.0 9.0 6.0 5.0 2.0 7.0 1.0

65 35.4 21.5 10.8 27.7 9.2 4.6 20.0 7.7 6.2 0.0 4.6 3.1 7.7 9.2

男性 32 31.3 21.9 15.6 37.5 6.3 3.1 31.3 12.5 3.1 0.0 6.3 0.0 9.4 9.4

女性 31 41.9 22.6 6.5 19.4 9.7 6.5 9.7 3.2 6.5 0.0 3.2 6.5 6.5 9.7

11 45.5 36.4 27.3 18.2 0.0 0.0 9.1 9.1 0.0 18.2 9.1 0.0 0.0 9.1

18 61.1 16.7 22.2 27.8 0.0 11.1 27.8 5.6 5.6 0.0 5.6 0.0 11.1 5.6

101 44.6 23.8 18.8 17.8 8.9 16.8 16.8 5.0 7.9 10.9 9.9 3.0 9.9 5.0

329 42.2 22.5 26.7 18.2 12.2 11.6 14.9 10.9 11.2 9.1 10.9 0.9 7.3 0.6

151 32.5 33.1 18.5 17.9 15.2 20.5 6.0 11.9 13.9 7.9 9.3 2.6 6.6 1.3

26 42.3 23.1 30.8 0.0 19.2 3.8 7.7 11.5 19.2 34.6 7.7 0.0 0.0 0.0

168 31.0 26.8 8.9 24.4 22.6 16.1 7.7 11.9 11.9 11.3 7.1 2.4 8.9 1.8

116 37.9 23.3 16.4 27.6 9.5 8.6 19.8 11.2 3.4 6.0 6.9 3.4 6.0 2.6

42 35.7 26.2 19.0 11.9 14.3 14.3 14.3 23.8 14.3 14.3 7.1 2.4 4.8 0.0

15 46.7 26.7 26.7 13.3 6.7 0.0 6.7 13.3 6.7 20.0 13.3 0.0 0.0 6.7

310 39.0 27.4 18.4 17.7 16.1 13.5 12.6 11.6 11.6 10.6 10.0 2.6 6.8 1.6

104 41.3 25.0 22.1 20.2 14.4 20.2 22.1 8.7 17.3 8.7 11.5 1.0 8.7 1.0

196 37.2 24.0 21.9 17.3 13.8 15.8 11.7 10.2 10.2 13.8 7.1 2.6 6.1 3.1

151 35.1 25.8 16.6 23.2 11.9 6.6 7.3 9.9 6.0 7.9 9.9 2.0 11.3 2.0

193 40.4 22.8 21.8 22.3 11.9 14.5 14.5 13.5 10.4 6.7 7.8 1.0 5.7 0.5

12 41.7 25.0 25.0 16.7 0.0 0.0 8.3 16.7 0.0 25.0 8.3 0.0 0.0 8.3

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

その他

無回答

東部

主婦（夫）

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職
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（７）熊本市における生涯学習の推進について 

 

問２４. 今後、生涯学習をもっと盛んにしていくために、熊本市は、どのようなことに力を入れるべきだと思いま

すか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

 

【調査結果】 

トップには、「生涯学習関連施設などにおける講座の内容を充実する」と「生涯学習関連施設などにおける講座に関する情報

提供や相談窓口を充実する」の２項目が 34.8％で並び、「市民の要望や満足度などを把握し、反映していく」32.5％が続いて

いる。以下、「生涯学習関連施設などにおける開館時間を拡大する」24.9％、「学校図書館やグラウンドなど、学校をもっと地

域に開放して、市民が活用できるようにする」23.7％、「情報を一元化して提供するなど、行政・民間・大学・ＮＰＯなどの、

現在あるいろいろな教育機関の連携をとる」22.5％、「学習施設の利用申込を、熊本市ホームページを通じてできるようにする」

21.5％と続き、合計７項目が 20％を超える要望となっている。 

 

性別でみると、「生涯学習関連施設などにおける講座の内容を充実する」が男性 30.3％、女性 37.8％と女性の方が約７ポイ

ント高く、また、「学校図書館やグラウンドなど、学校をもっと地域に開放して、市民が活用できるようにする」が男性 27.0％、

女性 21.9％と男性の方が約５ポイント高いくらいで、上位の項目では差は大きくない。下位の項目ではあるが「誰でも利用し

やすいよう、学習施設を改善する」は男性 10.6％、女性 16.5％と女性の方が約６ポイント高い。 

 

性別・年齢別に、上位の３項目をみると、「生涯学習関連施設などにおける講座の内容を充実する」は、女性の 40 歳代 50.3％、

20 歳代 44.0％、30 歳代 43.2％で、「生涯学習関連施設などにおける講座に関する情報提供や相談窓口を充実する」は、男

性の 70 歳以上 41.7％、40 歳代 40.2％、女性 20 歳代 40.0％で高い。「市民の要望や満足度などを把握し、反映していく」

は、女性の 40 歳代 38.2％、30 歳代 37.5％、男性 20 歳代 37.5％と、男女を問わず 20 歳代から 40 歳代で高くなってい

る。このほかの上位の項目では、「生涯学習関連施設などにおける開館時間を拡大する」が女性の 30 歳代 36.9％、20 歳代

36.0％で、「学校図書館やグラウンドなど、学校をもっと地域に開放して、市民が活用できるようにする」が男性 20 歳代 39.3％

で、「情報を一元化して提供するなど、行政・民間・大学・ＮＰＯなどの、現在あるいろいろな教育機関の連携をとる」が男性

の 40 歳代 31.8％、30 歳代 31.1％で、「学習施設の利用申込を、熊本市ホームページを通じてできるようにする」が女性 20

歳代 38.0％、男性の 20 歳代 35.7％、30 歳代 33.3％で特に高くなっている。それぞれの年齢層のライフスタイルに即した

要望がうかがわれる。 

 

全国調査では、「生涯学習関連施設などにおけるサービスを充実する」37.4％、「ボランティア活動を支援する」28.0％、「住

民のニーズや満足度などを把握し、反映していく」26.8％、「学校図書館やグラウンドなど学校をもっと地域に開放する」23.7％、

「生涯学習に関する専門職員を育成する」22.1％、「情報を一元化して提供するなど、現在あるいろいろな施設間の連携をとる」

20.4％の６項目が 20％を超える要望である。 
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34.8

34.8

32.5

24.9

23.7

22.5

21.5

14.2

13.3

12.8

12.0

11.8

8.5

2.5

6.9

7.8

5.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

生涯学習関連施設などにおける講座の内容を充実する

生涯学習関連施設などにおける講座に関する情報提供や相談窓口を充実する

市民の要望（ニーズ）や満足度などを把握し、反映していく

生涯学習関連施設などにおける開館時間を拡大する

学校図書館やグラウンドなど、学校をもっと地域に開放して、市民が活用できるようにする

情報を一元化して提供するなど、行政・民間・大学・NPOなどの、現在あるいろいろな教育機関

の連携をとる

学習施設の利用申込を、熊本市ホームページを通じてできるようにする

誰でも利用しやすいよう、学習施設を改善する

生涯学習に関する専門職員を育成する

情報提供などボランティア活動を支援する

ある程度費用がかかっても良いので、質の高い講座やセミナーを開催する

生涯学習を通して身に付けた成果を評価する制度やしくみを作る

社会教育団体、青少年団体などの自主的な活動を活発にさせたり、その活動を支援する

その他

特にない

わからない

無回答

 
 
 

参考資料 

37.4

28.0

26.8

23.7

22.1

20.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

生涯学習関連施設などにおけるサービスを充実する

ボランティア活動を支援する

住民のニーズや満足度などを把握し、反映していく

学校図書館やグラウンドなど学校をもっと地域に開放する

生涯学習に関する専門職員を育成する

情報を一元化して提供するなど、現在あるいろいろな施設間の連携をとる
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対
象
者
数

（
人

）

生
涯
学
習
関
連
施
設
な
ど
に
お
け
る
講
座
の
内
容
を
充
実
す
る

生
涯
学
習
関
連
施
設
な
ど
に
お
け
る
講
座
に
関
す
る
情
報
提
供
や
相

談
窓
口
を
充
実
す
る

市
民
の
要
望

（
ニ
ー

ズ

）
や
満
足
度
な
ど
を
把
握
し

、
反
映
し
て
いく

生
涯
学
習
関
連
施
設
な
ど
に
お
け
る
開
館
時
間
を
拡
大
す
る

学
校
図
書
館
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
ど

、
学
校
を
も

っ
と
地
域
に
開
放
し

て

、
市
民
が
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る

情
報
を
一
元
化
し
て
提
供
す
る
な
ど

、
行
政
・
民
間
・
大
学
・

N
P
O
な
ど
の

、
現
在
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
教
育
機
関
の
連
携
を
と
る

学
習
施
設
の
利
用
申
込
を

、
熊
本
市
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
を
通
じ
て
で
き

る
よ
う
に
す
る

誰
で
も
利
用
し
や
す
い
よ
う

、
学
習
施
設
を
改
善
す
る

（
手
す
り
や

ス
ロ
ー

プ
の
設
置
な
ど

）

生
涯
学
習
に
関
す
る
専
門
職
員

（
社
会
教
育
主
事

、
司
書

、
学
芸

員

、
体
育
指
導
者
な
ど

）
を
育
成
す
る

情
報
提
供
な
ど
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
支
援
す
る

あ
る
程
度
費
用
が
か
か

っ
て
も
良
い
の
で

、
質
の
高
い
講
座
や
セ
ミ

ナ
ー

を
開
催
す
る

生
涯
学
習
を
通
し
て
身
に
付
け
た
成
果
を
評
価
す
る
制
度
や
し
く
み

を
作
る

（
単
位
認
定

、
表
彰

、
指
導
者
登
録
な
ど

）

社
会
教
育
団
体

、
青
少
年
団
体
な
ど
の
自
主
的
な
活
動
を
活
発
に
さ

せ
た
り

、
そ
の
活
動
を
支
援
す
る

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1420 494 494 461 354 336 320 305 202 189 182 170 167 121 35 98 111 81

- 34.8 34.8 32.5 24.9 23.7 22.5 21.5 14.2 13.3 12.8 12.0 11.8 8.5 2.5 6.9 7.8 5.7

548 30.3 35.9 32.1 23.9 27.0 24.5 22.4 10.6 14.4 13.9 13.7 11.7 10.4 2.6 6.9 8.4 3.8

846 37.8 34.0 33.0 26.2 21.9 21.9 21.4 16.5 12.9 12.3 11.0 12.1 7.3 2.4 7.1 7.0 6.6

26 30.8 34.6 23.1 3.8 11.5 3.8 3.8 15.4 3.8 7.7 7.7 3.8 7.7 3.8 0.0 23.1 15.4

156 37.8 37.8 36.5 32.7 32.1 24.4 37.2 16.7 16.7 11.5 14.1 17.9 5.8 2.6 2.6 6.4 4.5

男性 56 26.8 33.9 37.5 26.8 39.3 23.2 35.7 17.9 16.1 12.5 14.3 12.5 8.9 3.6 1.8 7.1 3.6

女性 100 44.0 40.0 36.0 36.0 28.0 25.0 38.0 16.0 17.0 11.0 14.0 21.0 4.0 2.0 3.0 6.0 5.0

266 40.6 34.2 36.8 35.7 22.9 25.9 29.3 9.8 13.5 11.3 7.5 13.5 5.3 5.3 3.4 7.1 0.8

男性 90 35.6 30.0 35.6 33.3 25.6 31.1 33.3 7.8 13.3 10.0 7.8 13.3 4.4 4.4 2.2 8.9 1.1

女性 176 43.2 36.4 37.5 36.9 21.6 23.3 27.3 10.8 13.6 11.9 7.4 13.6 5.7 5.7 4.0 6.3 0.6

272 43.8 38.2 37.9 30.9 28.7 29.0 24.6 12.9 16.5 12.9 15.1 14.7 11.4 2.6 4.4 5.5 2.9

男性 107 33.6 40.2 37.4 29.9 29.0 31.8 25.2 7.5 13.1 13.1 20.6 14.0 13.1 3.7 1.9 8.4 2.8

女性 165 50.3 37.0 38.2 31.5 28.5 27.3 24.2 16.4 18.8 12.7 11.5 15.2 10.3 1.8 6.1 3.6 3.0

300 34.3 37.7 32.7 27.0 25.0 24.3 21.0 16.3 13.7 13.7 12.7 11.0 9.7 1.3 7.0 5.7 5.0

男性 118 32.2 34.7 33.1 27.1 24.6 22.0 25.4 10.2 16.1 12.7 12.7 14.4 11.0 0.8 10.2 3.4 2.5

女性 182 35.7 39.6 32.4 26.9 25.3 25.8 18.1 20.3 12.1 14.3 12.6 8.8 8.8 1.6 4.9 7.1 6.6

284 25.0 29.2 27.5 12.0 16.9 16.5 8.5 14.1 10.6 14.1 13.0 8.8 9.9 0.4 13.0 10.6 9.9

男性 128 25.0 35.9 25.0 14.1 21.9 19.5 10.2 11.7 14.1 18.0 12.5 7.8 12.5 0.8 11.7 14.1 3.9

女性 155 25.2 23.2 29.0 10.3 12.9 14.2 7.1 15.5 7.7 11.0 13.5 9.7 7.1 0.0 14.2 7.7 14.8

121 22.3 29.8 19.0 6.6 17.4 10.7 11.6 19.8 8.3 13.2 7.4 3.3 7.4 3.3 12.4 13.2 14.0

男性 48 27.1 41.7 25.0 8.3 31.3 16.7 6.3 12.5 14.6 16.7 12.5 6.3 10.4 4.2 12.5 6.3 14.6

女性 68 19.1 22.1 14.7 5.9 8.8 7.4 16.2 25.0 4.4 11.8 4.4 1.5 5.9 2.9 13.2 16.2 14.7

21 33.3 38.1 19.0 4.8 14.3 4.8 4.8 9.5 4.8 9.5 14.3 4.8 4.8 4.8 0.0 19.0 19.0

27 11.1 37.0 14.8 14.8 18.5 14.8 7.4 18.5 11.1 7.4 3.7 7.4 11.1 0.0 25.9 14.8 11.1

139 28.1 30.2 26.6 30.2 28.8 24.5 17.3 12.9 9.4 7.2 12.9 8.6 10.8 2.2 7.2 4.3 7.2

456 36.6 37.5 37.7 33.3 23.9 24.8 29.6 9.6 11.8 12.7 14.0 12.1 5.9 3.1 4.4 7.2 2.4

213 39.9 36.6 37.6 32.9 28.6 27.2 23.0 21.6 18.3 19.2 12.2 20.7 12.2 1.4 2.8 7.5 2.8

33 27.3 36.4 33.3 33.3 42.4 24.2 33.3 21.2 24.2 12.1 15.2 21.2 6.1 6.1 0.0 3.0 6.1

253 41.5 34.0 31.6 15.8 19.8 21.3 19.4 15.4 11.9 11.1 11.1 9.1 6.3 2.4 6.3 6.7 7.5

214 26.2 29.9 25.7 9.8 17.3 15.4 10.3 16.8 13.1 14.0 7.9 7.9 12.6 2.3 15.0 11.7 10.7

60 35.0 36.7 30.0 21.7 26.7 21.7 20.0 8.3 20.0 11.7 11.7 8.3 6.7 1.7 11.7 8.3 3.3

25 36.0 36.0 16.0 4.0 16.0 12.0 4.0 8.0 8.0 8.0 16.0 8.0 4.0 4.0 0.0 16.0 20.0

451 33.9 36.6 33.3 26.4 24.8 22.2 20.4 15.5 11.1 13.3 10.6 11.8 8.2 3.5 7.3 8.0 5.1

156 42.3 32.1 33.3 25.6 24.4 24.4 24.4 14.1 12.8 12.2 15.4 11.5 9.6 1.9 10.3 9.6 5.1

288 36.1 38.2 29.2 23.3 24.7 23.3 20.5 15.6 12.2 11.8 13.2 10.8 8.3 2.8 4.9 6.6 5.9

227 31.3 26.9 33.9 25.1 19.8 24.7 18.9 11.9 18.1 11.0 7.5 11.5 5.3 0.4 6.6 8.8 6.6

276 33.7 36.2 34.1 25.0 24.3 21.0 25.7 12.7 15.2 15.2 14.5 12.7 11.6 2.2 7.2 6.2 5.4

22 31.8 36.4 18.2 9.1 13.6 4.5 9.1 13.6 4.5 9.1 13.6 18.2 4.5 4.5 0.0 18.2 13.6

地
区
別

全体

構成比

男性

女性

無回答

２０歳代

年
齢
別

性
別

職
業
別

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

農林漁業

自営業

その他

無回答

東部

主婦（夫）

無回答

北部

常勤の給与所得者

パート・アルバイト

学生

西部

中央

南部

無職
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（８）自由意見 

 

問 25 熊本市の生涯学習の推進について、ご意見がありましたら自由にお書きください。 

Ⅰ 学習や活動の情報に関すること  
（１）広報・情報提供に関すること 

1. PR 不足ではないでしょうか。市政だより、町内回覧だけでなく、もう少し TV 等のメディアも積極的に

利用して欲しいと思う。 

 

2. 家にはパソコンがないので情報収集がしにくい。もっと情報が入りやすくしてほしい。 

 

3. 生け花、煎茶、フラワーアレンジメントの免許をもっています。現在ささやかですが教室を開いています。

生け花やフラワーアレンジメントをする人はいつもきれいな花をながめながら、心豊かに手を動かすので

認知症の予防になると聞きます。老人ホームやいろいろな施設に、ボランティアで行っても良いと思いま

すが、そんなのに関する募集とかをしてもらいたいと思います(教えに行く方の募集です）。 

 

4. 一番なのは今ある物や開催されているものを有効利用することですね。県内の公共施設や観光資源にあら

ためて目を向けさせる努力をすること。そして熊本にあるゴールデンラークスやロアッソというスポーツ

団体を通してさらに県民・市民の一体感を深め、マスコミも利用して発信してはどうでしょうか。 

 

5. 一般市民には浸透していないので積極的に反映させていく事が大切であると思う。 

 

6. 興味があるし社会貢献もしなくてはと思っているが、１人ではどうしてよいか分からない。また、退職し

てから人とのつながりを持つため、仲間作りのため、互いに助け合いながら打ち込むことをやりたい。家

庭菜園もやってみたいのでノウハウを教えてもらえる所・相談できる所等の情報がほしい。頭の体操のた

めにはマージャンをやりたいが、この情報も知りたい。 

 

7. 熊本市が生涯学習を推進しようとしている事自体初めて知った。生涯学習を推進すると市民にどういった

メリットがあるのか伝えた上で、「熊本市は生涯学習を推進しています」ともっとアピールする必要があ

るのではないでしょうか。 

 

8. 熊本市は生涯学習の推進の為、あらゆる施設やパンフレットで宣伝しているつもりかも知れませんが、公

共施設や市政だよりというものは偏った情報源であると思います。本当にもっと推進したければ民間施設

やお店、テレビＣＭなど多少お金をかけてもしない限り、今以上の効果は得られないのでは。 

 

9. 熊本市ホームページはパソコンがない人、また面倒くさい人などは情報を得ることが出来ませんので、出

来れば市政だよりで詳しく載せられた方がゆっくり見られていいのではと思います。というより強く希望

します。 

 

10. 熊本に越してきて２年になります。知人もいないため、生涯学習を通じて交流を図りたいとは思っていま

す。しかしまだまだ受け身であり、自分からアクションを起こすまでの気持ちはありません。チラシの配

布やテレビ放映などでもっと身近に情報が入手でき、気軽に参加できるようになればと思います。 
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11. 公民館での生き生きサロン活動、とても良いと思います。１人暮らしの老人等が積極的に出かけられるよ

うぜひ情報が必要と思います。 

 

12. この度、初めて生涯学習のことについて内容も良くわかりました。以前テレビで修了証書を受けられてい

るのを見て知ったことでした。また、どこへ、いつ等の質問は良くわかりません。もう少し、わかりやす

い情報を教えてもらいたいと思ったことでした。年齢を重ねると難しい気がします。 

 

13. 市の生涯学習、行ってみたいとは常々思っているのですが、時間帯が合わないものが多く残念に思ってい

ます。市政だよりでもみますが、内容は豊富であると思います。このようなアンケートにより生涯学習に

対する取り組みの前向きな感じが伝わってきますのでこれからも色々な情報の提供お願いします。 

 

14. 市民の関心を引くという行動が出来てないように感じる。何でもかんでもは出来ないのだから出来そうな

学習の啓発をするべきだ。 

 

15. 情報が伝わっていない。広報の充実を。 

 

16. 普段仕事をしていて時間がとりにくい者にとっては、生涯学習についての情報すら入ってこないのが現状

だと思う。高齢者の方は、空いている時間を見つけて参加しやすいと思う。仕事の方は、子どもたちの通

う教育機関を通じての連絡が一番情報を得やすいと思います。それが親子参加型などであれば参加する確

率が上がると思います。また、講座に参加したときに他の講座の紹介や宣伝があると次の参加にもつなが

るのではないでしょうか。 

 

17. 学びたいと思っているがやり方がわからない人も多いので、人々に知らせる必要がある。 

 

18. 学ぶことに終わりは無いという姿勢でずっと過ごしております。各個人の意志があれば現在の熊本市政だ

よりの載っているもので充分楽しめそうな気がしますが。様々な方々が学習意識を高めるような啓発も大

切かなと思います。 

 

19. 身近に指導者としているのに、公共の場では教えることが出来ず、生徒さんも指導者も公募したらどうで

しょうか？ 

 

20. 私は北部の青少年ホームに行っていましたが、中央と比べて生徒数が少ないと感じました。地域にもよる

のかもしれませんが市も合併でどんどん大きくなるでしょうからもっと宣伝してせっかくの施設をムダ

にしないようにしてほしいと思います。 

 

21. 生涯学習の内容などを今ひとつ知りません。市政だよりで一度取り上げてみられたらどうでしょうか。ま

た、各施設で生涯学習への説明会を地域別にされたらいかがでしょうか。 

 

22. 50 歳代後半ですがわりと自由に時間が使えるようになって勉強したいと思う。好きな歴史や文学の事も

もっと知りたいと思いますが、情報を知りたい。市政だよりや市のホームページの充実を願います。 
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23. ほとんど生涯学習に関しての知識が無いので、まずは生涯学習の考え方を浸透させるべきだと思う。 

 

24. 身近な所で学べる様、情報が市政だよりなどに分かりやすく多人数が受けられる様にしてほしい。 

 

25. 関係ないかもしれませんが熊本市民としてもっと熊本の知識を深めたいという欲求はあります。熊本市内

に向けて市のコマーシャルをするのも良いのではないでしょうか。熊本市に関する百科辞典もあれば面白

い。 

 

26. 市は知らせるだけで教えてくれない。市は知っていても市民に教えない。 

 

（２）インターネットの活用に関すること 
 

1. インターネットで内容を見て申し込みできるようにしてほしい。 

 

2. 携帯電話をもっと活用していけば若い世代とも、もっとつながっていけると思う。 

 

3. 現在、税金は払っているが「市政だより」が届いておらず、インターネットの環境もないため熊本市が取

り組んでいる生涯学習についての情報に触れる機会がありません。熊本市のモバイルサイトを見ましたが、

私のように携帯電話だけの市民もいると思うのでモバイルサイトをもっと充実したものにすると良いの

ではないかと思います。今回のアンケートで生涯学習がどのようなものか認識することが出来てよかった

です。 

 

4. 公民館で開催される講座の申し込みを「往復はがき」とかでなく「インターネットの抽選」にする方法も

取り入れてほしい。 

 

Ⅱ 学習や活動の内容に関すること  
 

1. 九州市民大学のような講座を希望します。 

 

2. 熊本市の生涯学習については、教養的なもの社会問題、道徳・哲学的なものなど取り込んで推進してもら

いたい。 

 

3. 熊本の歴史、文化を市民が理解し、郷土に誇りが持てるような活動を計画していただきたい。 

 

4. 現在、公民館にて太極拳を 10 年続けていますが、最近男性も増えて大変喜ばしい事と思っています。ま

だ男性参加が限られているようですので高齢化の時代に入り、退職後の男性が積極的に参加されるような

学習の場を期待いたします。 

 

5. 現代社会は、多大の物や施設にあふれ踊っていると思えます。本当に自が自のために死に至るまで精神を

立ち上げるくらいの気構えで生涯学習にとりくむ意気があるかないかでしょう。生涯学習とはなにか日本

人が忘れ去ったもうひとつの自然界との共生学習があるのではないでしょうか。 
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6. これを読むと若い人向きの学習が多いようですが、私は高齢者ですがもう少し高齢者向きの講座やセミナ

ー等を多く入れていただいたらどうかと思いました。 

 

7. 昨年、沖縄に行った時「泡盛マイスター」の講習会を受けてアドバイザーの資格を取得できることを知り

ました。熊本でも「焼酎マイスター」のようなおもしろい講習会があれば楽しいと思いますが。 

 

8. 市政だよりにいろいろと載っているので、やってみたいのはいっぱいあります。もう少し子供と一緒にで

きるダンス(親子)、他パン作りなど親子でできるものを多くとり入れてほしいです。 

 

9. 市政だよりを見ていると、5，6 才の子供が参加できる内容のものがかなり少ないと思います。小学生の

英語やスポーツなど、あるいは、塾のような学習できる場を 5，6 千円の月謝でもっと増やせばいいと思

います。 

 

10. 大学などと連絡をとり，各校内の施設を使っての学習や大学の専門の人の生活ももっと聞きたい。一つの

テーマを長く学ぶ。 

 

11. 体力増進に役立つ講座を増設してほしい。 

 

12. 地産地消の郷土料理の講習など若いお母さん方が集まってできれば、子供の食にも興味をもたれていろん

な方向にいい影響をもたらすように思います。 

 

13. パソコンに力を入れてほしい。 

 

14. 昔からある熊本の食生活の普及。田舎食の伝統を見直し食生活を通じて生活習慣病にならない体作りに力

を注いでほしい。 

 

15. もしかして実施されているかもしれませんが、リクエストを受け付けて検討してもらえると嬉しいです。

市政だよりで募集している講座の内容をインターネットで詳しく(写真などもついて）知り、申し込みが

できると便利だと思います。 

 

16. 老人のため認知症防止を考えた生涯学習を設けてほしい。 

 

17. ２０～６０歳代の仕事をしている人、小学校以下の子供がいる人は、生涯学習に時間を割く余裕はないと

思う。職場から勤務の改善、子育てサポートなどしていかなければならないがそれは無理だと思うので生

涯学習を盛んにするのなら７０歳以上か、子育てもある程度落ち着いた主婦などにターゲットをしぼり広

めていけばよいのではないか。 

 

18. 生涯学習の講座の内容がいつもワンパターンのような気がします。時間帯も午前中だけだったり午後だけ

だったりで受けてみたい講座があっても仕事をしている方は、午前は無理。逆に子供がいる方は、夜や休

日は無理だろうということは、わかっているのだからもう少しみんなが受けやすいようカリキュラムを考

えるべき。 
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19. 熊大の研究センターなどと連携をとりながら、質の高い講座を開講してほしい。経済、金融、地方自治、

文学、芸術、男女共同参画などをテーマにした中身の濃いものがほしい。素人向けの１～２回の講演、お

しゃべりでおわるものでなく、６～１０回続いて、じっくり学習できるようなものがほしい。あわせて、

市民会館を利用して、音楽芸術活動におけるセミナーの開催など、市民が身近に芸術に接する機会をたく

さんつくってほしい。大学の教授の出前講座を、公民館や、女性センターを活用してやってほしい。北九

州市のムーブのように、専門の研究員をおいて、女性フォーラムの開催やアジアとの交流などの研究もし

てほしい。 

 

20. 税金を使って費用のかかった施設や専門者を雇うより、質の高い教育内容を充実させるべき。学習意欲よ

りも与えられる情報が多すぎて結局何から始めたらよいのか分からない。自発的に始めたいと思った時、

受け止めてくれる市であってほしい。 

 

21. 公民館の講座は年配の方向けが多いような気がします。子育て真っ最中の子供のいる母親は、受講はほぼ

不可能です。幼稚園に行き出すと午前の講座は受けやすくなりますが行事などで行く機会を逃します。お

母さんたちがリフレッシュできるように託児つきの若い人向けの講座があると良いと思います。若い方を

取り込むと後に広がっていくと思います。 

 

22. 公民館の料理や編み物教室に興味があり、一度参考写真を見せていただいたところ年配の方ばかりで勇気

が出ずあきらめたことがあります。若い人向けへの情報提供、講座の開設があると嬉しい。新米主婦の方

へ等。紅茶やコーヒーの専門家「ティーインストラクター」など新しい専門学習もあればよい。 

 

23. 公開講座を市立公民館で受けられると近くなので交通費も助かります。特に西部公民館では、知的講座が

少なく物足りなく思っています。熊本の歴史、人物にもっと県民・市民自身が知っておくべきことは、沢

山あると思います。昨年の人権週間の講座で熊本の女性の素晴らしさを知り、もっとゆっくり詳しく聞き

たいと思いました。 

 

24. 公民館で初級クラスを終了してからの継続クラスが難しいように思います。更に高めるために個人レッス

ンしかないのが残念です。 

 

25. 生涯学習は、年配の方のためにあるイメージ。 

 

26. 話の内容がかたすぎて若いニーズにはむずかしいです。 

 

27. 数年前に公民館の講座を受けたことがあります。エアロビクスでしたが講師の人は他でもエアロビクスを

経営されていたので勧誘をしてきたり、商品をすすめたりしてきたので迷惑しました。また、発表会があ

り、発表会中心の練習となりエアロビが出来ず、衣装代がかかったりで嫌になりやめました。講座だけを

教えてほしい。発表会はしなくていいです。目的が違います。そういうところを改善してほしい。 

 

28. 数年前に公共施設で受講したことがありますが、ほとんどの方が暇つぶしをされているように思いました。

そのせいか、先生もあまり熱心ではなく意欲がわきませんでした。結局 2・3 ヶ月で別の民間教室に通い

ました。もっと講座の質を高めなければ施設の利用者は同じ人の掛け持ちになったままだと思います。 
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Ⅲ 生涯学習環境の整備充実に関すること  
 
（１）学習環境に関すること 

1. 公民館で応募しても定員制で春から出来なかったことが残念でした。 

 

2. 市政だよりなど見ていると色々な講座の種類が載っていますが、時間が昼間の時間帯が多く、また人数制

限があり仕事をしている人にとっては受講しにくいのではないだろうかと思います。以前申し込んだ経験

がありましたが、抽選の為、はずれてしまいました。人気のある講座は難しいと思い、その後は申し込み

さえ止めてしまいました。時間帯でいえば 18 時以降より 19 時以降等を増やしてもらえたらと思います。

要望ですが参考にしてほしいと思います。 

 

3. 公民館である講座を受けたかったのですが人数が集まらずに結局出来ないという事がありました。こうい

う場合もあるのでぜひ少人数でもできるようにしてもらえると嬉しいのですが･･･。 

 

4. 以前、市民センターを利用したことがありますが既存の団体の権益が存在し、新規団体は手続きやその他

で利用しづらかった。スポーツ施設についてもよやくまくん方式にして予約、抽選、申し込みをネットで

やって公平にオープンにしてほしい。ただし、よやくまくんの利用料金についての支払い方法は利用者の

立場を無視しているので県のひばりネット方式に改めるべきだと思う。 

 

5. 熊本市花園にある職業訓練校（センター）を利用したいのですが、場所が不便な所にある為なかなか通え

ません。せっかく資格取得に良い内容が沢山あるけど利用できないのはもったいない。同じ内容、金額で

各公民館もしくは、交通の便の良い所で受講できればいいです。 

 

6. 県立図書館への持ち込み（参考書等）を許可してほしい。熊本市には勉強する場所がない。 

 

7. 仕事をしている方が多いと思います。昼間活動が出来ないのでリフレッシュする意味でも体育館、ナイタ

ーグランドを使用するところを増やせばいいと思います。 

 

8. 動物園をもっと大きく、楽しい場所にしてください。 

 

9. 図書館での勉強をさせてほしい。近所の龍田支所ではできないため、隣町の図書館へ行かなければならな

い。とにかく図書館など学習の場をもっと多く、充実させて欲しい。 

 

10. 夜間や休日も利用出来る公共施設を増やしてほしい。 

 

11. 70 代になりますと出席しようと思っても交通の便が悪いとなかなか出かけられません。地域コミュニテ

ィセンター等身近な施設での公開講座等あれば、より楽しみが増えると思います。ぜひお願いいたします。 

 

12. 育児・介護中の場合でも受けられる様な環境作りをしてほしい。要介護までいかない、要支援の段階の老

人(初期の認知症等）が参加できる様な場も増やしてほしい。 

 

13. 障がい者や高齢者も全ての人が参加できるような講座やシステムを整備してほしい。特に外に出ることが
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できない障がい者や高齢者にも受けることが出来る、楽しむことが出来る機会や、空間場所を提供できな

ければ全ての市民に平等とはいえないと思います。 

 

14. 地域でのお年寄りの学び、楽しめる場所を作ってほしい。 

 

15. 小さな子供がいるとなかなか自分の自由な時間が取れないのでいろんな学習や活動をしたくても出来な

い。託児施設を設けて趣味に関することや再就職するための準備が出来るようになればとてもありがたい

です。 

 

16. 中心部だけでなく郡部などにも質の良い講座をお願いします。地方のお年を召した方の活力源になるよう

なものを出来るだけ増やしていただけたらと思います。 

 

17. 長嶺校区には、社会教育や生涯学習をする施設がありません。ぜひ、建設をしていただきたいと思います。

県立大学はとても良い施設で充実しています。東部と託麻の中間で益々発展してゆくと思いますので子供

からお年寄りまで幅広く使える施設（託児所など）や図書が借りられる、運動が出来る、多目的ホールを

もった施設があれば市民の生涯学習がさらに進むと思います。よろしくお願いします。 

 

18. 何をするにしても時間、場所が決まっています。難しいこととはわかっていますが、ちょっと空いた時間

に立ち寄れたり、子どもの習い事などの合間にできることなどあったら嬉しいです。あと、高齢者がいか

にも老人会といった感じの集まりに最近では出るのを渋ります。 

 

19. 各家庭で各自の好きな時間帯でも学習できるように通信教育的制度があればと思います。加えて年間 2 回

ほど大学キャンパスを開放したスクーリングを開催できれば参加者も増えるのではないかと。 

 

20. 市政だよりを見て受講しようと思ったことはあったが勤務日が不規則である為講習を受けられない日が

出て来るので受けられなかった。インターネットを利用した昼夜問わずいつでも受けられる様な講座があ

ったらとても利用しやすくなるので是非とも実施してもらいたい。 

 

21. 問 24 の 7 では、現社会の現状から学校の施錠をしっかりとし、子供を守るという状況の中、生涯学習の

目的での小・中学校などの開放というのは危険と考えます。公民館や多数が利用する施設などを利用する

方が賢明かと考えます。 

 

22. 結婚し、出産したので、育児に都合の良い就職につけるように、資格を取得したい。その他、就職に有利

な資格を取得したいと思っている人は、たくさんいると思うので、そういった教室を身近な所で、開いて

ほしいです。また、託児所もかねていれば、尚良いですが・・・。 

 

23. 「パレア」の利用を多くしてほしい。出かけようと思っても交通の便を真っ先に考えてしまう。 

 

24. 自営業のため、休日などないので夜間も活動できるよう閉館時間の延長等が希望です。 

 

25. 現在、育児＆妊娠中なので公共の施設での学習を進めるのであればそういう人たちも利用しやすいインフ

ラ整備をしてほしい。子供が集まる保健センターにオムツ換えのスペースが無かったり古かったり市の施
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設はとにかく使いづらい。あっても形だけという印象が強い。 

 

26. 図書館は、おおよそ夕方５時ぐらいで閉館します。市民の文化程度を上げるためにも夜間開放されてはい

かがですか。生涯学習は高齢者のイメージが強いです。講座自身を夜間にも広げてほしいですね。 

 

27. 現在、小学校の部活の指導員をしています。一日(週３～４）2 時間やっていますが、その時間を作る為、

家事や家族の世話などかなりハードなスケジュールでやっています。しかし、家族の理解があるためとて

も充実した日々を送っています。生涯学習は話を聞くだけでなく現場で汗を流し、沢山の子供達や保護者

の方と交流し、自分自身の成長にはかかせない事と思っています。施設の問題としては、体育館の老朽化

が目につき特に、小・中学校の体育館には差がありすぎます。情報誌や宣伝にお金をかけるより、使用施

設をきれいにすれば自然に人は集まると思います。 

 

28. 高齢になっても行ける様に近くの公民館で出来れば嬉しい。便利になるようにバスの環状があるといい。 

 

29. 子育てのコミュニティをもっと増やして欲しいと思う。 

 

30. 公民館の講座等は、仕事をしている者には申し込み時間帯とかが合わず、申し込みにくい。 

 

31. 仕事が不規則な時間帯の人にも利用できる時間帯などさまざまなニーズに応えられるような講座もある

と良いと思う。 

 

32. 市政だよりなどで、公民館で行なわれている教室の内容を見て参加してみたいのがあるのですが、平日の

午前や午後が多く仕事をもっている人にとっては参加が難しいと思います。土、日や夜の教室があると参

加しやすいのではないかと思います。公民館の活動や教室の内容を広く伝える工夫が必要だと思います。 

 

33. 普段生涯学習をしてはいますが、今回改めて生涯学習というものを考えさせられ、ますます自分を磨き向

上していかなければと思いました。やはり開講されている時間が問題です。仕事が終わりいく時間帯には、

限りがあり民間の教室になります。出費も多額になると思います。公共施設において時間帯を多種多様で

お願いしたいと思います。 

 

34. スポーツをしたり、ボランティア活動もとても興味はあるのですが交代勤務をしており土・日・祝日も関

係なく仕事をしています。ほとんどの活動は、日勤勤務の方対象になっていますので全く参加できません。

不定休の方も多いと思いますのでその辺をもう少し考えていただければもっと興味を持つ人も増えるの

では。時間が合わなければあきらめるしかないのですか。 

 

35. 休みが不定なのでそういう人でも参加できるように何とかできるような方法を考えてほしい。 

 

36. 以前、アクアビクスに３ヶ月通いました。費用は安くてよかったのですが、勤務調整が難しく、その場所

に迷惑をかけたのではないかと思い、続けませんでした。時間、曜日が選べなかったのが残念です。 

 

37. 平日の午前中などの講座は仕事で参加することができないのでもっと夕方(夜間）に開講される講座が増

えたらいいと思います。 
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38. 若い時には理解出来なかったことでも、年齢を重ねることで経験等で理解出来る様になると思いますので

夜間教育の充実をお願いします。 

 

（２）学習成果の活用に関すること 
 

1. 芸術的に質の高いものの発表の場を学校などで行ったりして、子供達に子供の頃からそういったものに接

するチャンスを与えてみてはどうでしょうか？一生懸命学んだ成果を発表する場を作るという意味では

学習者も励みになり、ボランティア活動にもつながると思います。また、子供達が学校の勉強以外で興味

あるものとしてとらえてくれればいいきっかけになるかもしれません。熊本の伝統芸能やモダンなものま

でいろいろ考えられると思います。 

 

2. 生涯学習を通して身につけた成果が、ニートやフリーターの就職に役に立ったり、シングルマザーの就職

に役に立つ事が増えるといい。また、そういった資格をとるための学習などの内容が増えるといいと思い

ます。 

 

3. 数日前にテレビで生涯学習に近い番組を見ました。問 24 の１２のように他者から自分の評価として認め

てもらえればもっとやる気が出てくると思います。また、認定されそれを活かせるようにしてもらいたい

です。 

 

4. 高齢者は、学ぶことも大切ですが、自分の持っている知識を使ってボランティア活動をしたり、仲間と話

をしながら楽しみを見つけ健康維持に努める等、毎日の生活に活かすことも大切ではないかと思います。 

 

 

（３）民間、大学、地域等との連携に関すること 
 

1. 各学校に市民活動を援助したり相談に乗ったりする窓口または人を置き、地域と学校、子供の活動がスム

ーズに行くようにすればいいと思う。どうしても公民館や市役所を通すとなると複雑なイメージがあるし

学校の先生の負担になる。もっと民間の力を借りるべき。 

 

2. 現在市民のみなさんの生涯学習に関する情報元は、行政機関や民間教育事業所や放送メディアなどの様々

な情報媒体により提供がされていると思います。それぞれの機関によって独自に提供されているものが多

く、必ずしも市民の求めに応じたものではないと思います。今後ますます多種多様化していくと思われる

市民の学習ニーズを考える時、関連機関団体からの一方的情報提供だけでなく今回のアンケートのように

民と官で連携の取れた整備をしてほしいです。 

 

3. 生涯学習といってもいろんな物がある中でそれらの情報を知ることがまず市民には大切だと思います。そ

こから参加が増えてくると思います。最近では、ＮＰＯ法人や自主サークルなどが増えてきていますが、

それぞれが個別で活動するよりも連携を取り合うことでよりニーズに対応していけるのではないでしょ

うか。 

 

4. 生涯学習を行なうためには、ある程度の時間が必要だと思います。毎日遅くまで残業し、休日まで働いて

いる方々も少なくないようです。そこで民間の企業と共同で推進していくようなことを検討してはいかが
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でしょうか。 

 

5. 時間帯と講座を絞って一般の人でも参加できるような講座を地域の大学に開学してもらう。若い学生と机

を並べることでお互いに向上心を高めることが出来ると考えます。教官は一般向けの授業を準備する労も

用さず、高いレベルでの学習が可能となります。 

 

Ⅳ 生涯学習全般へのご意見（複数の内容にまたがるご回答）  
 

1. ①公民館等の講座内容の充実＝高齢者も二桁生まれの世代で高学歴者である。おざなりの講座を数だけ増

やすのはいかがなものでしょう。②図書館の内容の充実＝身近な所で利用できる公民館の図書館は生涯学

習を志す者にとって必要不可欠ですが、蔵書があまりにも少ない。専門書は期待しないが、実用書、文学

作品等は一般からの寄贈などをつのり、もっと増やせないものでしょうか。それからあまりにも汚いもの

は、衛生上よくないのでは・・・。読み捨てにする文庫本など殆ど新品同様なのを 10 円で売ったり、回

収日に出したりしています。 

 

2. 以前、ルーテルまで通っていたので県立大学で安く、英会話等をしてほしい。費用がかからないようにし

てほしい。生涯学習も大切ですが、働く場所を多くしてください。 

 

3. ①健康、体力増進など利用拡大させる施策を推進してもらいたい。例えば保健所などをもっと利用開放さ

せるとか。②６０歳以上からでも入学できる様な趣味、教養、ボランティア学習などある程度自由な時間

帯で学べる公共施設を作ってもらいたい。③健康、体力づくりを継続してできる様なアドバイザー制度や

施設や指導員を増やしてもらいたい。 

 

4. いつでもどこでも自由に行う学習活動、そのことが至福の時です。時間にしばられないでいつまでも「興

味関心を持てる」ことをさがして、一生を終えたいですね。高齢者になって芽生えるのではなく、小中高

の教育の中に取り入れて欲しいです。自発性を養うことが大切だと思います。 

 

5. いろいろなところにジョギングコースを作る。市周辺の市町と連携し図書館の利用ができるようにする。

道路の植え込みの雑草の除草ボランティアをその地域に呼びかけ市も援助する。 

 

6. 学習する講座に定員があり、人気のものは常にいっぱいで枠を広げてほしい。講座によっては、高齢者ば

かりのものもあり、老若男女問わず気軽に参加できるものにしてほしい。熊本市に住んでいてまだまだ地

元の事をよく知らない市民が多いので、若年齢層対象に講座の種類、家族などで参加できるものもほしい

と思います。熊本市の今後の積極的な活動に期待しております。 

 

7. 近年サービス業に従事しておりましたが就業時間が遅く、休日も平日のみで通いたい講座があっても断念

せざるを得ませんでした。公的機関の開館時間や講座を充実させるよりフリーで通える民間講座に助成金

などあれば通いやすいです。また、公民館にはがきを出したとしても当たった事がないのでどういう抽選

方法なのか知りたいです。パソコンや携帯で応募できるようにしてほしいです。 

 

 

8. 熊本市の生涯学習といったら市政だよりに掲載している内容しか知りません。他にピンときません。内容
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にも偏りがあると思います。多少費用がかかっても魅力ある内容だったら人は集まると思うし、内容を公

募してもいいかと思います。それから、希望として託児をもっと充実していただくと幅が広がるし助かり

ます。私は、指導する立場の人間でもありますが、指導する側と受ける側の疎通がもっとスムーズに出来

るように、アンケート内にもありましたが登録制度をより充実させるなどするとお互いにメリットが生ま

れると思います。 

 

9. 生涯学習で修了証か資格証を出すことにしたらと思います。１年間の受講の結果としての展示会、舞台発

表がありますが、受講している全員をその対象にしていますが、希望者のみにしてもらいたい。発表会が

嫌な人も結構おられます。講師との話し合いの場で検討してみてください。何年間か受講した事がありま

すが７～８割女性に占められていると思います。男性の講座参加が多くなるような魅力的な講座を考えて

みてください。 

 

10. 生涯学習という言葉にピンと来たことがなかった。概念が包括的すぎ、漠然としすぎている。学習とは、

元来結果を望んで行なうものだ。しかしここでの生涯学習とは、必ずしも成果を求めない。それで話がや

やこしくなる。一般に目的があいまいな学習は時間の無駄使いにつながる。私は、市の税金、時間、人材

が無駄に使われることを懸念する。まずは、生涯学習の内実を検討し、生産的な活動、消費的活動を分け、

それぞれの目的にあった政策が行なわれるべきである。 

 

11. 生涯学習という言葉は知っていてもどんな内容のものなのか、不明な点が多いのでもっと積極的にＰＲ活

動をしていってほしいと思います。また、少子化でもありなかなか同世代の子と触れ合ったりする機会が

ないので、子育てサークルと育児のベテランの方をタイアップさせるなどした取り組みがあってもおもし

ろいと思います。少しでも育児ノイローゼなどが解消できるといいなと思います。 

 

12. 月に 1 回程度の講演会を開いてほしい。開催の日時、場所等の PR(通知)を確実に周知徹底してほしい。 

 

13. 平日仕事をしている人でも週末や週１日は、休みだと思うのでそういう人たちをターゲットにすれば推進

に繋がると思います。主婦の方は、市政だよりなどよく目にされると思うので若い人たちに目に入るよう

に更にＰＲしていければ誰でも参加しやすい環境ができるように思います。 

 

14. 学ぶことは人生を豊かにしてくれると思います。ハード面の充実は予算的なものがあるでしょうが、今あ

る施設を有効に利用しながら特にソフト面の充実を図っていったらいいと思います。人材面でもさまざま

な能力や技術を持った人がたくさんいると思うので協力を仰いだらいいと思います。また、生涯学習のニ

ーズをよく把握し学んでみたいと思うような内容のものを選択していただきたいです。とにかく市のほう

で推進に力を入れられるのはとてもいいことだと思います。 

 

15. もっと沢山の講座を沢山の人が利用しやすいよう、インターネットや広告でのお知らせだけでなくニュー

スやコマーシャルでも案内をすべきだと思います。料金も少し高めのような気がします。もう少し安かっ

たら行くのにという講座もいくつかありました。 

 

16. 私は会社員で働いているので市民センターなどに行き出したのは子供がきっかけでした。児童館に行き、

おたよりで見て、キッズダンスやパソコン短期講習など無料で受けた事があります。仕事は平日なので、

主に土、日しかその活動に参加出来ないので、もっと土、日に参加出来るのもがあればどんどんして行き
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たいと思っています。外国（ニュージーランド）ではボランティアをしたい人が行く所があり、色々なボ

ランティア勧めて（紹介）くれるんです。もちろん無料奉仕ですが、何か人の為に役立つ事をしたいと思

ったらすぐ出来るのです。日本でもあればいいですね。やってみてとても良かったのです。 

 

17. 色々な活動に参加したいと思っていますが、案内が分かりにくかったりで何かをみれば全て案内が載って

いるというのはありがたいですね。活動が１年間、半年間、３ヶ月とありますが取り掛かりとして単回（１

回だけ）の活動というのも参加するきっかけとしていいかも。 

 

18. 学習に参加したいと思っても機会と情報が少ない。 

 

19. 親子で参加できる生涯学習等の充実。生涯学習を知る機会を増やしてほしい。実用的（家庭菜園など）な

生涯学習の充実。 

 

20. 団塊の世代と言われるようにたくさん知恵を持った元気なお年寄りの方がたくさんいらっしゃるのでそ

の方達の知恵を反映させて（活用して）いろいろな講座を開いていく。“父も母も働いていて、子どもが

ひとりうちにいる”ような状態は成長に好ましくないので、お年寄りと子ども達を交流させて相互によい

影響を与えあうようなシステムは作れないのだろうか。テレビで見たことがあるので、調べて取り組んで

ほしい。（青少年の犯罪が低齢化しているのをみると、少し昔の形に家族の形が戻るといいと思う。三世

代いて、働き盛りの父、母は外貨を稼ぐなど・・・。） 

 

21. 小・中学校は、場所柄必ず近くにあるという利点があり、シニアや育児世代、社会人にとってもまた、学

生にとっても通いやすいと思います。なかなか難しい所もあると思いますがやはり公民館は遠いです。歩

いていける所ではないことが多いです。ストーリーテラー養成講座を受けたことがありますが受講修了証

ぐらいは出してもらえるとボランティアに出る勇気につながったかもと思いました。熊本の「良か余暇計

画」頑張ってください。 

 

22. 「生涯学習について」の内容がわからない。 

 

23. アカデミックな蔵書の書店と芸能関係を誘致してください。アンケートの主旨とは違うかもしれませんが、

自治体はインフラ充実のみ行なって運用面は民間に任せた方が良いと思います。教育面にもっと力を入れ

たほうが良いでしょう。 

 

24. 熊本市の職員の方はもう少し市民の意見を聞き、それに応えていくべきだと思う。時間を有効に使える活

動をもっともっと増やしてほしい。 

 

25. 講座の内容の充実はもちろんのことですが、行きたくても行けない方（身体の不自由な方など）のために

足代わりとなって連れて行ってくださるボランティアの充実など大変なことだろうと思いますが、少しず

つでも門を開けてくださればと思います。 

 

26. 子育てをしていると、色々とやってみたいと思うが、まず安心して子供を預けられる所がない。次に、受

けてみたい内容がない。 
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27. 今後も積極的な生涯学習の推進を期待します。 

 

28. 参加者の若返りを目指すべきでは。 

 

29. 指導者の質の向上を願います。 

 

30. 趣味を生涯学習に含めるのであれば、あらゆる趣味（オタクといわれるものも含めて）を肯定し推進する

覚悟が熊本市にあるのでしょうか。また、生涯学習の推進にはその前提となる時間的余裕、経済的余裕の

創出が不可欠と考えますが、熊本市にはそこまでの根性の入った生涯学習の推進を望みます。 

 

31. 生涯学習と大上段に構えなくても地道な心の触れ合い活動も重視してください。ご活躍を祈念いたします。 

 

32. 生涯学習の推進についてではないかもしれないが、熊本はそれぞれの分野に関する専門家が少なすぎる。

私は障がい児教育を大学で専攻しているが熊本は、障がい児（者）に対するケアや支援が特に遅れており

各小・中学校にいるコーディネーターの先生も学校によってはひどすぎる所もある。小学校の中には、Ｌ

ＤとＡＤＨＤの区別もつかないコーディネーターもいるようだ。障がい児教育だけではなく、他分野でも

そうかもしれないが生涯学習だけでなく子供たち一人ひとりのためにも専門家を増やすべきではないで

しょうか。 

 

33. 生涯学習を聞くとある程度年輩の方達はついむずかしく思われるのではないでしょうか？もう少し身近

に感じたいしボランティアにしても、誰でも参加できるやり方があるのではないでしょうか？特に年寄り

の方はカタカナ語になってしまえばそれだけで気後れしてしまいそうです。事故や事件等があるから慎重

にならざるをえないのでしょうがもう少し気軽に考えてもよいのではないでしょうか？ 

 

34. 何にでも言える事ですが一人ひとりの意見をちゃんと聞いて反映させてもらいたい。 

 

35. 本アンケートでそういう取り組みがあることを初めて知りました。もっと楽しくする工夫が必要と思いま

す。熊本の歴史探訪スタンプラリー（クイズで商品を出すなど）等観光地の駐車場整備も必要かと思いま

すが。 

 

Ⅴ その他のご意見  
 
（１）生涯学習の呼称に関すること 

1. 「生涯学習」という名称が硬いイメージなので誰でも手軽に参加できるようなネーミングにして広く市民

に呼びかけるようにしてはいかがでしょうか。 

 

2. 「生涯学習」のネーミングが少々堅苦しい感じがします。また、中高年者向けの様にも捉えがちです。例

えば「ユビキタス学習」「・・・脳活塾」など若年層にもピンとくるネーミングであってほしい。 

 

3. 生涯学習という言葉に対してあまり身近に感じられずこのアンケートに答える際、戸惑いがかなりありま

した。 
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4. まず｢生涯学習」という言葉が分かりづらく、誰にでも分かりやすい言葉にしたらどうかと思う。市政だ

よりなどで目にする講座などに関しては、興味をもったとしてもなぜだかそれ以上に入りこんでいけない。

時間が合わないのか…色々と理由はあるが、もう少し誰もが参加していきやすくなればよいと思います。 

 

5. 生涯学習という言葉は、字を見てわかっても内容までは、よくわかってないというのが多いと思います。

行きたくても場所が遠いという事が多いです。 

 

（２）ご自身の学習活動に関すること 
 

1. アンケートを通じて生涯学習を考えてみようと思いました。寿命が長くなったことも生涯学習は大事なこ

とだと思います。とにかく、みんながもっとお互いに仲良くなって心が通じ合い、事件が無いように心の

結びつきにつなげていくこともあるのではないかと。 

 

2. 今、月の半分くらいは仕事に出ていて、ローテーションでやっているので曜日がなかなかとれません。参

加したいのはやまやまだが、時間がとれないのが現状です。 

 

3. 音楽を通して明るく楽しい活動のリーダー的役割を果したい。 

 

4. 学習したいと思いますが、まだすぐは出来ないです。 

 

5. 熊本市の生涯学習は大変盛んになってきていると思います。時間を見つけて出来るだけ参加したいと思い

ます。 

 

6. 結構、あちこちで講演等が開かれており参加しておられる方も多いと思います。私は残念ながら仕事が忙

しく休日もままなりませんが退職後は大いに活動範囲を広げていきたいと思っています。 

 

7. 現在公民館など無料講座のみ受講を楽しんでいます。 

 

8. 現在仕事でなかなか利用できない。そのためかあまり情報も入ってこない。仕事をやめたら、低料金で出

来ることを考えている。 

 

9. 現在は子育てが忙しく、なかなか時間がありませんが時間に余裕が出来れば参加したいと思っております。

子育て支援の方にはもっと力を入れてほしいです。 

 

10. 子育て部活の送り迎えと自分の時間が全然無い状態です。ボランティア活動はずっとしたいと思っており

ます。 

 

11. 子育ても終わりここ１・２年自分探しをしていた所へ幸田市民センターへのパソコン教室を回覧板で知り、

申し込みをしたところ受講の連絡が届き、早速受講しました。安い費用でとても充実し、満足いたしまし

た。定期的に受講できればと思います。生涯学習についてももっと積極的に情報に耳を傾けて行きたいと

思っています。 

 



 69 

12. これから熊本市も老人が多くなると思います。私はこれまで、一人暮らしの方が、自宅で倒れておられ、

もう少し早く見つけてあげたら、寝たきりにならなくてよかったのにと思うことが何回もありました。私

だけで４～５人の方を見てきました。この様に一人暮らしの方を助けてあげる事の出来る町に出来たらと

心から思っています。これは、社会福祉に関する活動になると思います。どうかその様な事にも力を入れ

ていただきたいと思います。私もこの様な活動には、ボランティアとして参加したいと思います。 

 

13. 昨年 6 月から心の電話を受講し、無事に修了し現在活用して生かしております。私は昭和 40 年代公民館

の青年学級で諸々の講座を学び楽しい青春時代を過ごしました。今後も色々学びたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

14. 仕事や家事で時間がないので今現在はやめているが、時間を作ってまた、趣味などをはじめようと思って

います。そして友達をたくさん作り、社会福祉に関する活動まで手を伸ばせたらと思います。 

 

15. 市政だよりなどで色々な公共施設においての講座をたくさん目にしますが、余暇の過ごし方と問われまし

ても休日は子どもの部活動への協力や、平日も家事、パート、塾の送り迎えなどでまとまって何時間かの

ゆとりのある自分のための時間を作り出すことはよほどの家族の協力や理解が無ければもてない状況で

す。が、パートから（託児のようなもの）学べることも多く今の私の学習の場でもあります。将来的には

趣味的なものを楽しみたいです。 

 

16. 市の生涯学習施策については、まだよく理解していません。ちょうど退職の時期を迎えているので今後の

人生をどう価値のあるものにしていくか考えたいと思っています。 

 

17. 生涯学習講座などには参加したことがなく、活動についてはあまり知りませんが、現在の行政サービスに

ある程度満足しています。ただ個人的には大学の公開講座をもっと充実して、色々な内容の学習が出来る

よう数を増やしてもらいたいと思います。 

 

18. 「生涯学習とは」を読んで人々が生涯のいつまでもどこでも自由に行う学習、自分から進んで行うのが大

事だと思います。人間は悪い心、善の良い心の戦いであって生涯学習をしようと思うのは良い心が強く出

ている証拠です。まずは自分自身を見つめ考え、悪い心を反省することで生涯学習を受けさせてもらえば

一層ためになり、身にしみることだと思います。 

 

19. 生涯学習に参加する前に私は視力回復の手術をしなければならないと考えております。予定通り回復でき

なかったらまた、違った道で何か学習できたらよいなと考えます。このアンケートを読むにあたって 2 時

間かかりました。今後は、聞き取りアンケートに答えたいと思います。 

 

20. 視力障がいになったため積極性を失いましたが引きこもりはしたくない。出来るだけ社会にご迷惑をおか

けしないように心がけトレーニングジムに通い健康維持に努めている。自助努力で頑張りたいと思います。 

 

21. 先日市民会館で青年商工会議所主催の金美齢さんの講演会を聞きました。大変感銘を受けました。そして

体いっぱい元気をもらって帰ったことですが、素晴らしい講演会なども時々はあるといいと思います。個

人的には、趣味はたくさんありますので機会があれば市の講座にも参加したいと思いますし、人生の終わ

りは世の中のためにも努力したいと思います。熊本市が他の市に負けない元気と希望のある市であります
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ようにと願っています。 

 

22. 退職したら何か学習したいとは思っています。 

 

23. 問 18 に施設の名があるけど、見聞きしたことが無い所が多い。熊本市に 30 年近く住んでいるが、市政

だより等、いかに自分が見てないかが分かりました。このアンケートを書いたことで、毎回見るように心

がけたいです。 

 

24. 土曜の午後に開かれる学習などあればぜひ参加したいという気持ちがあります。 

 

25. なかなか忙しくて参加等は、難しいと思われますが色々情報をホームページにより内容を調べてみたいと

思います。 

 

26. 習いたいことは、いっぱいありますが仕事が不規則で休みの日は、疲れを取るのでいっぱいで時間があり

ません。退職したらぜひ行きたいです。 

 

27. 費用も安くいつも利用したいと考えていますが、時間が合わない事と、学習したいと思う内容が近くでは

なく遠くの会場だったりと、なかなか利用できないでいます。 

 

28. ボランティアには興味はありますが、今の私の状態では、時間がありません。在宅介護の母親が居ります。

将来時間が出来たら･･･夢ですね!!(仕事も持っています） 

 

29. 老人ホームなどで童謡等歌えたらいいなあと思っていますが、どうしていいか全然分かりません。将来そ

ういうことをしたいと思い歌とピアノを練習しております。 

 

30. 若い頃やり残した勉強を定年後、大学の通信教育など利用してやりたいと思う。 

 

31. 若い人たちと一緒に何かしてみたい。素直な子供たちを見てみたい。 

 

32. 私の場合、仕事などで疲れていた時体を動かす運動が好きなので、安い支出で、でも楽しめる、そして近

い場所があればぜひ、生涯学習の１つとして参加したいです。 

 

33. 年をとってから余暇を過ごす時に生涯学習があったらすごく便利なのでこれからも推進していってほし

いと思います。 

 

34. 私は書道を勉強中です。今は母の介護をやりながらですから、完全に空いた時間はほとんどありませんが、

将来は、（いつになるか分かりませんが）ボランティアで書道の指導のお手伝いぐらいなら、やってもい

いと考えています。（もっとも、私のレベルを認めていただけた場合ですが・・・） 

 

35. 私は引きこもり主婦なので仲間がいれば心強い。きっかけがあれば多少なりともボランティアに参加した

いです。 
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36. 高齢者（６９歳）とまではいかないかも知れませんが、趣味的なものはなく情報も入らないし仲間もいな

いので。 

 

37. バスで出かけたりせず地域の公民館で学習できるのが一番です。金をかけずにできる事を選んでいます。

（無収入の為）ボランティア活動での交通費ぐらい（バス代）出してくれると有難いと思いました。 

 

38. 人生を豊かにするのは、知識、教育と教養と思います。熊本に生まれてよかった。水のきれいな県、自然

を大事にしていきたいと思います。 

 

（３）その他 
1. （問に答えることになりませんが、機会がないので）生涯学習以前に小・中学校の教育の改善が先決では

ありませんか。私の時代にはまだ先生方（小･中･高）への社会的な信頼と尊敬の念が残っていたように思

います。中学までの授業がしっかりしておれば、多くの人々がおのずと人は生涯学ぶべきだと思うでしょ

う。そのため市として機会の充実を図る施策を模索されていることには、感謝します。 

 

2. 今、現在共稼ぎをしなきゃ、生活されない家庭がたくさんあり、その為には子どもを安心して預ける所、

学校が終わって、家に帰っても誰もいない。子供を預ける場所も人数が限られている今現在です。安心し

て子供を預ける場所をどうにかしてほしい。私の娘が子供を預ける所が無いから仕事も出来ないと悩んで

います。ちなみに孫が今年一年生になります。※学習も必要だと思いますが、まずは、子供を預ける施設

がいります。 

 

3. 以前公民館の自主講座を受講したが、平日の午前だったせいか年寄りばかりで若い世代が入りづらく、居

心地が悪く半年でやめた。他の若い人もそうだった。年齢がかたよるとわがままが前面にでて何でも若い

人がいいと役を押し付けられる。料金や時間はとても都合が良いが年齢の偏りで利用しづらいのが本音で

す。 

 

4. 経済が不安定で、金持ちと貧乏の二極化がはじまっており地域住民は生涯学習を受ける余裕もなくなりつ

つある。 

 

5. 以前センターの講演を聞きに行ったのですが、窓口の対応が悪く、講演内容は良かったのですが、その施

設に入るのがおっくうになりました。隣の女性センターはいいのですが･･･。 

 

6. 以前センターの講座に 5 年ほど通いましたが急に先生が変わり、そのままやめてしまいました。1 人で参

加するほうなので慣れるまでに時間がかかり残念でした。 

 

7. 熊本市の職員の市民に対する説明を明確にできる教育に携わりたい。職員各部署のたらいまわしが多すぎ

る。政務調査費の開示にいかにして知るかを学びたい。 

 

8. 子供の教育や生活にお金がかかり生涯学習どころではない。 

 

9. このアンケートが来るまで知りませんでした。 
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10. 生涯学習について周囲からの情報もあまり無く、推進していることを知りませんでした。アンケートも活

用している人を対象にした方が、経費の削減になると思います。興味の無い人に郵送するより違うことに

力を入れたほうが良いと思います。はがきも無駄だと思います。 

 

11. 生涯学習の本当の意味が分からない。 

 

12. 入会時、３ヶ月分位まとめて入金しなければならないと聞いて受ける気が無くなった。手頃の会費だとも

っと沢山の人が受講するのではないかと思います。 

 

13. 農業園芸の仕事をしているため、施設を利用することはまったくありません。生涯学習とは自分が情報を

使ってこそ初めていきるので十人十色でよいと思う。情報はあふれているのでそのままでも良いと思いま

す。何でも探すことも楽しみの一つだと思う。 

 

14. もっと利用しやすい機関にしてほしい。施設の数、講座数、料金においてそのように感じます。生涯学習

は、もちろん大切なことですが、その前に就業率を上げる取り組みをしてほしいです。現在、1 年 8 ヶ月

就職できていません。それまでの習い事もやめざるを得なくなりました。心と金銭にゆとりがないと新た

なことに挑戦する志も沸き起こりません。 

 

15. 役人仕事にならないように。 

 

16. 私は、この紙面を見て学習、施設、色々な場所があることを知りました。元気な時は、母達、主人の病気

の介護と忙しく自分が習いたい時は身体が思うようになりません。元気な人は、ボランティア活動をひと

つでもお願いいたします。 

 

17. 個人の先生でも、公民館などをかりれば活動しやすくていいのではないかとも思います。 

 

18. 生涯学習というけどいろんな面で余裕が無いと難しいと思う。今は、生活していくだけで精一杯だから。 
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３．回答者属性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

ア） 性別 

 

対
象
者
数

（
人

）

男
性

女
性

無
回
答

1420 548 846 26

100 38.6 59.6 1.8

全体

構成比  

38.6 59.6

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

 

 

 

イ） 年齢 

 

対
象
者
数

（
人

）

２
０
歳
代

３
０
歳
代

４
０
歳
代

５
０
歳
代

６
０
歳
代

７
０
歳
以
上

無
回
答

1420 156 266 272 300 284 121 21

100 11.0 18.7 19.2 21.1 20.0 8.5 1.5

全体

構成比  

11.0 18.7 19.2 21.1 20.0 8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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ウ） 世帯構成 

 

対
象
者
数

（
人

）

親
・
子

（
２
世
代

）

夫
婦
だ
け

単
身

親
・
子
・
孫

（
３
世
代

）

そ
の
他

無
回
答

1420 691 328 156 153 64 28

100 48.7 23.1 11.0 10.8 4.5 2.0

全体

構成比  

48.7 23.1 11.0 10.8 4.5

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

 

 

 

エ） 職業 

 

対
象
者
数

（
人

）

常
勤
の
給
与
所
得
者

（
会
社
員
・
公
務
員
等

）

家
事
に
専
念
し
て
い
る
主
婦

（
夫

）

無
職

パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

（
学
生
は
除
く

）

自
営
業

学
生

農
林
漁
業

そ
の
他

無
回
答

1420 456 253 214 213 139 33 27 60 25

100 32.1 17.8 15.1 15.0 9.8 2.3 1.9 4.2 1.8

全体

構成比  

17.8 15.1 15.0 9.8 4.232.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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オ） 居住年数 

 

対
象
者
数

（
人

）

３
年
未
満

３
年
～

５
年
未
満

５
年
～

１
０
年
未
満

１
０
年
～

２
０
年
未
満

２
０
年
以
上

無
回
答

1420 87 32 90 201 988 22

100 6.1 2.3 6.3 14.2 69.6 1.5

全体

構成比  

6.1 6.3 14.2 69.6

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

 

 

 

カ） 居住地 

 

対
象
者
数

（
人

）

東
部

中
央

北
部

南
部

西
部

無
回
答

1420 451 288 276 227 156 22

100 31.8 20.3 19.4 16.0 11.0 1.5

全体

構成比  

31.8 20.3 19.4 16.0 11.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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キ） 余暇の過ごし方 （3 つ以内） 

 

対
象
者
数

（
人

）

テ
レ
ビ
や
ビ
デ
オ
を
見
る

家
族
・
知
人
と
話
を
す
る

趣
味

旅
行

家
庭
で
読
書
す
る

散
歩

ス
ポ
ー

ツ
・
ダ
ン
ス
な
ど

映
画
・
観
劇

家
庭
で
音
楽
を
聴
く

図
書
館
や
美
術
館
な
ど
に
通
う

自
然
体
験

何
も
し
な
い

パ
チ
ン
コ
な
ど

ゲ
ー

ム

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

学
校
・
教
室
へ
通
う

そ
の
他

無
回
答

1420 726 641 453 300 260 252 234 215 167 117 98 78 73 59 41 37 176 24

- 51.1 45.1 31.9 21.1 18.3 17.7 16.5 15.1 11.8 8.2 6.9 5.5 5.1 4.2 2.9 2.6 12.4 1.7

全体

構成比  

51.1

45.1

31.9

21.1

18.3

17.7

16.5

15.1

11.8

8.2

6.9

5.5

5.1

4.2

2.9

2.6

12.4

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

テレビやビデオを見る

家族・知人と話をする

趣味

旅行

家庭で読書する

散歩

スポーツ・ダンスなど

映画・観劇

家庭で音楽を聴く

図書館や美術館などに通う

自然体験

何もしない

パチンコなど

ゲーム

ボランティア活動

学校・教室へ通う

その他

無回答
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４．調 査 票 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 以下の質問にお答えください。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

Ⅰ 生涯学習に対するイメージについてお聞きします。 

 

問１. あなたは、「生涯学習」という言葉を聞いたことがありますか。最も近い番号に１つだけ○をつけてく

ださい。 

（いずれか１つに○） 

１．聞いたことも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．聞いたことがない 

 

 

問２. 「生涯学習」という言葉から、どのようなイメージを持ちますか。あてはまる番号にいくつでも○を

つけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．幼児期から高齢期まで、生涯を通じて学ぶこと 

２．趣味･教養を高めること 

３．職業上必要な知識･技能を身につけること 

４．高齢者の生きがいを充実すること 

５．生活を楽しみ、心を豊かにする活動をすること 

６．公民館など自治体の講座や教室における学習活動 

７．カルチャーセンターやスポーツクラブなど、民間の講座や教室における学習活動 

８．学校における学習活動 

９．健康・体力づくりをすること 

１０．その他（                                    ） 

１１．わからない 
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Ⅱ 生涯学習に関する現在の取り組みについてお聞きします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３. 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。あてはまる番号に１つだけ○

をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．したことがある ··········································問４へお進みください 

２．特にそういうことはしていない ··························問１０へお進みください 

３．わからない ············································問１１へお進みください 

 

 

→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問４. この１年くらいの間に、あなたが行った生涯学習はどのようなものですか。あてはまる番号にいくつ

でも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．趣味的なもの（音楽、美術、生け花、舞踊、書道など） 

２．教養的なもの（文学、歴史、科学など） 

３．社会問題（社会・時事問題、国際問題、環境問題など）の学習 

４．健康づくり・スポーツ（健康法、医学、美容、栄養、水泳など） 

５．家庭生活に役立つ学習（料理、裁縫、編み物など） 

６．育児・教育（幼児教育・教育問題など）に関する学習 

７．職業上必要な知識・技能（仕事に関連した資格取得など）の習得 

８．語学学習（英会話など） 

９．パソコン・インターネットに関すること 

１０．ボランティア活動やそのために必要な知識・技能の習得（手話、点訳、介護など） 

１１．自然体験や生活体験などの体験活動（キャンプ・登山・ハイキングなど） 

１２．勤労体験 

１３．その他（                                    ） 

 

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

や公民館における講座などの社会教育等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、ボランティア活動、趣味などのさまざまな学習活動をいいます（具体的な内

容は問４の選択肢を参照）。 
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→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問５. 生涯学習をするようになった理由は何ですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．趣味を豊かにするため 

２．教養を高めるため 

３．高度な専門的知識を得るため 

４．他の人との親睦を深めたり、友人を得たりするため 

５．家庭・日常生活や地域をよりよくするため 

６．現在の仕事や将来の就職・転職に役立てるため 

７．社会の進歩に遅れないよう、世の中のことを知るため 

８．自由時間を有効に活用するため 

９．老後の人生を有意義にするため 

１０．健康・体力づくりのため 

１１．興味があったため 

１２．ボランティア活動に興味があり、それに必要な知識を得るため 

１３．その他（                                    ） 

１４．特に理由はない 

 

→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問６. あなたは、どのようなかたちで生涯学習を行っていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけて

ください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．公民館が行う講座や教室 

２．市や県などの行政が主催する講座や教室（公民館講座を除く） 

３．学校（高等学校、専門学校、大学など）の公開講座 

４．学校（高等学校、専門学校、大学など）の正規課程 

５．同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動 

６．放送大学 

７．図書館・博物館・美術館などを利用しての自主的な学習 

８．民間のカルチャーセンターやスポーツクラブの講座や教室 

９．NPO（民間非営利団体）が主催する講座や教室 

１０．民間の通信教育 

１１．ラジオ・テレビの講座番組 

１２．パソコンソフトを使った学習 

１３．インターネットを活用した学習 

１４．書店で本を購入して自宅で学習 

１５．その他（                                    ） 

１６．わからない 

 



 - 83 - 

 

→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問７. 生涯学習に関する情報をどのように得ていますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．テレビ、ラジオ 

２．チラシ・ポスター 

３．フリーペーパーなど、無料配布の情報紙（誌） 

４．インターネット 

５．市政だより 

６．熊本市ホームページ 

７．公共施設の窓口 

８．自治会・町内会の回覧板や掲示板 

９．家族や友人、知人からの口伝え 

１０．学校や職場からの推薦（機関誌、掲示板、パンフレットなども含む） 

１１．有料の新聞・雑誌 

１２．その他（                                    ） 

１３．特にない 

１４．わからない 

 

 

→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問８. 生涯学習を行うために月にいくらぐらい支出していますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてく

ださい。 

（いずれか１つに○） 

１．千円未満 ５．1 万円～2 万円未満 

２．千円～3 千円未満 ６．2 万円～3 万円未満 

３．3 千円～5 千円未満 ７．3 万円以上 

４．5 千円～1 万円未満  
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→ 問３で「１．したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問９. あなたが、生涯学習を通じて身に付けた知識・技能や経験は、どのような場面で活かされていますか。

あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．家庭生活や地域での活動 

２．仲間づくり、友達づくり 

３．生活の潤いや生きがいづくり 

４．ボランティア活動 

５．仕事や就職 

６．資格の取得 

７．さらなる知識・技能の向上 

８．学業、学校生活 

９．他の人の学習やスポーツ、文化活動などの指導 

１０．自分の健康の維持・増進 

１１．その他（                                    ） 

１２．活かされていない 

１３．活かそうとは思わない 

１４．わからない 

 

 

→ 問３で「２．特にそういうことはしていない」と答えた方にお尋ねします 

問１０. それはどうしてですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．仕事や家事が忙しくて時間がない 

２．子どもや親などの世話を頼める人がいない 

３．費用がかかる 

４．必要な情報（内容・場所・時間・費用）がなかなか入手できない 

５．一緒に学習や活動する仲間がいない 

６．適当な指導者がいない 

７．身近なところに施設や場所がない 

８．希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合わない 

９．家族や職場など、周囲の理解が得られない 

１０．きっかけがつかめない 

１１．めんどうだ 

１２．そういうことは好きではない 

１３．特に必要はない 

１４．その他（                                    ） 

１５．わからない 
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Ⅲ 生涯学習に関する今後の取り組みについてお聞きします。 

 

→ ここからはまた、全員にお尋ねします 

問１１. あなたは、今後とも、あるいは今後、生涯学習をしたいと思いますか。最も近い番号に１つだけ○

をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．したいと思う ··········································問１２へお進みください 

２．機会があればしてみたい ································問１２へお進みください 

３．したいと思わない ······································問１５へお進みください 

４．わからない ············································問１５へお進みください 

 

 

→ 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします 

問１２. あなたは今後、どのような学習や活動をしたいですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてく

ださい。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．趣味的なもの（音楽、美術、生け花、舞踊、書道など） 

２．教養的なもの（文学、歴史、科学など） 

３．社会問題（社会・時事問題、国際問題、環境問題など）の学習 

４．健康づくり・スポーツ（健康法、医学、美容、栄養、水泳など） 

５．家庭生活に役立つ学習（料理、裁縫、編み物など） 

６．育児・教育（幼児教育・教育問題など）に関する学習 

７．職業上必要な知識・技能（仕事に関連した資格取得など）の習得 

８．語学学習（英会話など） 

９．パソコン・インターネットに関すること 

１０．ボランティア活動やそのために必要な知識・技能の習得（手話、点訳、介護など） 

１１．自然体験や生活体験などの体験活動（キャンプ・登山・ハイキングなど） 

１２．勤労体験 

１３．その他（                                    ） 

１４．わからない 



 - 86 - 

 

→ 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします 

問１３. あなたが生涯学習をする場合、学習や活動しやすい曜日や時間帯はいつですか。あてはまる番号に

いくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．平日の午前 

２．平日の午後 

３．平日の夜間（午後６時以降） 

４．土曜日の午前 

５．土曜日の午後 

６．土曜日の夜間（午後６時以降） 

７．日曜・祝日の午前 

８．日曜・祝日の午後 

９．日曜・祝日の夜間（午後６時以降） 

１０．活動したいが時間が取れない 

１１．わからない 

 

 

→ 問１１で「１．したいと思う」、「２．機会があればしてみたい」と答えた方にお尋ねします 

問１４. 今後、生涯学習を行うために月にいくらぐらいまで支出を考えますか。あてはまる番号に１つだけ

○をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．千円未満 ５．1 万円～2 万円未満 

２．千円～3 千円未満 ６．2 万円～3 万円未満 

３．3 千円～5 千円未満 ７．3 万円以上 

４．5 千円～1 万円未満 ８．わからない 
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Ⅳ 公開講座についてお聞きします。 

 

→ ここからはまた、全員にお尋ねします 

 

問１５. 最近、多くの大学、短期大学や高等専門学校、専修学校、各種学校、高等学校などで、一般市民を

対象とした公開講座などが開催されていますが、あなたは、機会があれば、このような公開講座を受

けてみたいと思いますか。最も近い番号に１つだけ○をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．受けてみたい ··········································問１６へお進みください 

２．機会があれば受けてみたい ······························問１６へお進みください 

３．受けてみたいと思わない ································問１７へお進みください 

４．わからない ············································問１７へお進みください 

 

 

→ 問１５で「１．受けてみたい」、「２．機会があれば受けてみたい」と答えた方にお尋ねします 

問１６. あなたが公開講座などを受ける場合、どのようなことを希望しますか。あてはまる番号にいくつで

も○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．大学などの公開講座数をもっと増やして多様な学習が受けられるようにする 

２．生活に身近なテーマ・親しみやすい内容の講座を増やす 

３．自分の可能な時間帯で受けられるような講座を増やす 

４．大学などの公開講座を公民館などの身近な施設で受けられるようにする 

５．インターネットなどを活用して、自宅にいながらにして受けられるようにする 

６．公開講座に関する情報を提供する 

７．公開講座を受ける際の経済的な支援または無償措置を行う 

８．受講場所に一時託児施設などを設ける 

９．受講場所にフリースペース（休憩所）を設ける 

１０．修了証・皆勤賞などを発行する 

１１．その他（                                    ） 

１２．特にない 

１３．わからない 
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Ⅴ 公共施設の利用についてお聞きします。 

 

→ ここからはまた、全員にお尋ねします 

問１７. あなたはこの１年くらいの間に、熊本市内の公共施設を利用して、学習や活動をしたことがありま

すか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．利用したことがある ····································問１８へお進みください 

２．利用したことはない ····································問１９へお進みください 

 

→ 問１７で「１．利用したことがある」と答えた方にお尋ねします 

問１８. あなたが学習や活動の際、利用した施設はどこですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてく

ださい。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．熊本市立公民館 ２５．熊本市国際交流会館 

２６．熊本市民会館 （中央、西部、南部、東部、龍田、託麻、幸田、

清水、秋津、大江、花園、北部（北部東分館・

西里分館）、飽田、五福、河内、天明） ２７．子育て支援センター 

２．熊本県民交流館パレア ２８．夢もやい館 

３．地域コミュニティセンター ２９．母子福祉センター 

４．熊本市立図書館 ３０．熊本市教育センター 

５．熊本県立図書館（・熊本近代文学館） ３１．老人憩いの家 

６．熊本博物館 

７．熊本市現代美術館 

３２．介護予防支援施設 
（お達者文化会館、南部万年青会館、東部はつらつ交

流会館） 

８．熊本県立美術館 ３３．高齢者技能取得センター 

９．森林学習館 ３４．老人福祉センター 

１０．熊本市動植物園 ３５．高齢者生きがい作業所 

１１．くまもと工芸会館 ３６．障害者福祉センター希望荘 

１２．食品交流会館（フードパル熊本内） ３７．環境総合研究所 

１３．子ども文化会館 ３８．リサイクル情報プラザ 

１４．熊本市立金峰山少年自然の家 ３９．動物愛護センター 

１５．熊本城 ４０．消費者センター 

１６．旧細川刑部邸 ４１．総合女性センター 

１７．熊本市総合体育館・青年会館 ４２．市民活動支援センター（あいぽーと） 

１８．田迎公園運動施設（浜線健康パーク） ４３．勤労青少年ホーム 

１９．南部総合スポーツセンター ４４．勤労者福祉センター（サンライフ熊本） 

２０．託麻スポーツセンター ４５．職業訓練センター 

２１．熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） ４６．その他（             ） 

２２．熊本市水の科学館 ４７．わからない 

２３．ふれあい文化センター  

２４．記念館  

 （夏目漱石内坪井旧居、横井小楠記念館・四時軒、

徳富記念園、熊本洋学校教師ジェーンズ邸、小

泉八雲熊本旧居、御馬下の角小屋、後藤是山記

念館、リデル、ライト両女史記念館） 
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→ 問１７で「２．利用したことはない」と答えた方にお尋ねします 

問１９. 利用したことがない理由は何ですか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．身近なところに施設がない 

２．夜間、休日に開館していない 

３．費用がかかる 

４．託児サービスがない 

５．施設自体が利用しづらい（手すりやスロープがない など） 

６．学習や活動に関する必要な情報（内容・時間・場所・費用）がなかなか入手できない 

７．一緒に学習や活動をする仲間がいない 

８．気軽に相談できる専門的な職員がいない 

９．自分の希望に合う講座や教室などがなかったり、講座や教室などが行われる時期・時間が合

わない 

１０．他の機関、あるいは自宅で学習しているため、利用する必要がない 

１１．施設への交通手段がない 

１２．関心がない 

１３．どのような公共施設があるか知らない 

１４．その他（                                    ） 

１５．わからない 

 

 

→ ここからはまた、全員にお尋ねします 

問２０. 熊本市内には公立公民館のほか、町内や校区で運営されている約４４０の地域公民館がありますが、

あなたはこの１年くらいの間に、熊本市内の地域公民館で学習や活動をしたことがありますか。最も

近い番号に１つだけ○をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．良くしている 

２．時々している 

３．あまりしていない 

４．全くしていない 
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Ⅵ ボランティア活動についてお聞きします。 

 

問２１. 生涯学習の成果を社会に生かす方法のひとつとして、ボランティア活動がありますが、あなたがこ

れまでに参加したことのあるボランティア活動はどのようなものですか。あてはまる番号にいくつで

も○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．公共施設での活動（公民館における託児、博物館の展示説明員など） 

２．青少年健全育成に関する活動（子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト活動など） 

３．体育・スポーツ・文化に関する活動（スポーツ・レクリエーション指導、学校でのクラブ活

動の指導など） 

４．人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動（料理、英語、書道など） 

５．自然・環境保護に関する活動（環境美化、リサイクル活動など） 

６．国際交流（協力）に関する活動（通訳、難民援助、技術援助、留学生援助など） 

７．社会福祉に関する活動（高齢者や障がい者などに対する介護、給食、保育など） 

８．保健・医療・衛生に関する活動（病院ボランティアなど） 

９．交通安全に関する活動（子どもの登下校時の安全監視など） 

１０．自主防災活動や災害援助活動 

１１．募金活動、チャリティーバザー 

１２．その他（                                    ） 

１３．したことがない 

１４．わからない 

 

 

問２２. あなたは、今後とも、あるいは今後ボランティア活動に参加したいと思いますか。あてはまる番号

に１つだけ○をつけてください。 

（いずれか１つに○） 

１．参加したい ············································問２３へお進みください 

２．機会があれば参加してみたい ····························問２３へお進みください 

３．参加したいと思わない ··································問２４へお進みください 

４．わからない ············································問２４へお進みください 

 

 



 - 91 - 

 

→ 問２２で「１．参加したい」、「２．機会があれば参加してみたい」と答えた方にお尋ねします 

問２３. 今後、どのようなボランティア活動に参加してみたいと思いますか。あてはまる番号にいくつでも

○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．公共施設での活動（公民館における託児、博物館の展示説明員など） 

２．青少年健全育成に関する活動（子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウト活動など） 

３．体育・スポーツ・文化に関する活動（スポーツ・レクリエーション指導、学校でのクラブ活

動の指導など） 

４．人々の学習活動に関する指導、助言、運営協力などの活動（料理、英語、書道など） 

５．自然・環境保護に関する活動（環境美化、リサイクル活動など） 

６．国際交流（協力）に関する活動（通訳、難民援助、技術援助、留学生援助など） 

７．社会福祉に関する活動（高齢者や障がい者などに対する介護、給食、保育など） 

８．保健・医療・衛生に関する活動（病院ボランティアなど） 

９．交通安全に関する活動（子どもの登下校時の安全監視など） 

１０．自主防災活動や災害援助活動 

１１．募金活動、チャリティーバザー 

１２．その他（                                    ） 

１３．わからない 
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Ⅶ 熊本市における生涯学習の推進についてお聞きします。 

 

問２４. 今後、生涯学習をもっと盛んにしていくために、熊本市は、どのようなことに力を入れるべきだと

思いますか。あてはまる番号にいくつでも○をつけてください。 

（あてはまるものすべてに○） 

１．生涯学習関連施設などにおける講座の内容を充実する 

２．生涯学習関連施設などにおける開館時間を拡大する 

３．生涯学習関連施設などにおける講座に関する情報提供や相談窓口を充実する 

４．生涯学習に関する専門職員（社会教育主事、司書、学芸員、体育指導者など）を育成する 

５．情報を一元化して提供するなど、行政・民間・大学・NPO（民間非営利団体）などの、現在

あるいろいろな教育機関の連携をとる 

６．学習施設の利用申込を、熊本市ホームページを通じてできるようにする 

７．学校図書館やグラウンドなど、学校をもっと地域に開放して、市民が活用できるようにする 

８．誰でも利用しやすいよう、学習施設を改善する（手すりやスロープの設置など） 

９．ある程度費用がかかっても良いので、質の高い講座やセミナーを開催する 

１０．市民の要望（ニーズ）や満足度などを把握し、反映していく 

１１．社会教育団体、青少年団体などの自主的な活動を活発にさせたり、その活動を支援する 

１２．生涯学習を通して身に付けた成果を評価する制度やしくみを作る（単位認定、表彰、指導者

登録など） 

１３．情報提供などボランティア活動を支援する 

１４．その他（                                    ） 

１５．特にない 

１６．わからない 

 

 

問２５. 熊本市の生涯学習の推進について、ご意見がありましたら自由にお書きください。 
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以下の質問は、調査を統計的に分析するために必要な設問です。できるかぎりご記入をお願いします。 

 

ア） あなたの性別を教えてください。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１．男性  ２．女性 

 

 

イ） 平成 20 年 1 月 1 日時点のあなたの年齢を教えてください。あてはまる番号に１つだけ○をつけてく

ださい。 

１．２０歳代  ４．５０歳代 

２．３０歳代  ５．６０歳代 

３．４０歳代  ６．７０歳以上 

 

 

ウ） あなたの世帯構成を教えてください。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１．単身  ４．親・子・孫（３世代） 

２．夫婦だけ  ５．その他 

３．親・子（２世代）  

 

 

エ） あなたの職業を教えてください。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１．農林漁業  ５．学生 

２．自営業  ６．家事に専念している主婦（夫） 

３．常勤の給与所得者（会社員・公務員等） ７．無職 

４．パート・アルバイト（学生は除く） ８．その他（              ） 

 

 

オ） あなたは熊本市に住んでどれくらいになりますか。あてはまる番号に１つだけ○をつけてください。 

１．３年未満  ４．１０年～２０年未満 

２．３年～５年未満  ５．２０年以上 

３．５年～１０年未満  
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カ） あなたのお住まいの地区を教えてください。回答欄の１～５に１つだけ○をつけてください。 

回答欄 該当区域（小学校区域） 

１．東部 
砂取、健軍、秋津、泉ヶ丘、帯山、若葉、尾ノ上、西原、託麻東、託麻西、  

託麻北、桜木、東町、帯山西、月出、健軍東、託麻南、山ノ内、長嶺、桜木東 

２．西部 
城西、花園、白坪、高橋、池上、城山、松尾東、松尾西、松尾北、小島、中島、 

芳野、河内 

３．中央 
壺川、碩台、白川、城東、慶徳、一新、五福、向山、黒髪、大江、本荘、春竹、 

古町、春日、出水、託麻原、白山 

 ４．南部 
画図、日吉、川尻、力合、御幸、田迎、出水南、城南、田迎南、飽田東、  

飽田南、飽田西、中緑、銭塘、奥古閑、川口、日吉東 

 ５．北部 
池田、清水、龍田、城北、高平台、楠、麻生田、武蔵、弓削、楡木、川上、 

西里、北部東 

 

 

キ） あなたは、余暇をどのようにして過ごしますか。主な番号に３つ以内で○をつけてください。 

（○は３つ以内） 

１．家族・知人と話をする １０．映画・観劇 

２．家庭で読書する １１．パチンコなど 

３．家庭で音楽を聴く １２．学校・教室へ通う 

４．テレビやビデオを見る １３．図書館や美術館などに通う 

５．ゲーム １４．自然体験（キャンプ・登山・ハイキング 

６．ボランティア活動 など） 

７．スポーツ・ダンスなど １５．旅行 

８．趣味 １６．何もしない 

９．散歩 １７．その他（             ） 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 
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