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市 民 ア ン ケ ー ト 集 計 結 果  

 

・総合計画策定にあたり、市民の方を対象に、アンケート調査を行いました。 

・本アンケートの回収数は 732 通です。（web519 票，郵送 213 票） 

 

１  あ な た ご 自 身 に つ い て  

① 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０歳代

3.0%

２０歳代

10.1%

３０歳代

16.4%

４０歳代

21.3%５０歳代

13.8%

６０歳代

11.9%

７０歳以上

23.5%

（Ｎ＝732)

・回答者の年齢は、70歳以上が

23.5％と最も多く、次いで40歳

代となっています。 

岩井中学校区

48.8%

猿島中学校区

20.2%

東中学校区

13.1%

南中学校区

14.9%

その他

2.6%

無回答

0.4%

（Ｎ＝732)

・回答者の地域は、「岩井中学校区」

が48.8％と最も多く、次いで「猿

島中学校区」の順となっていま

す。 
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③ 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性

44.8%

女性

54.6%

無回答

0.5%

（Ｎ＝732)

・ 回 答 者 の 性 別 は 、「 女 性 」 が

54.6％とやや多くなっています。 

一人暮らし

6.7%

夫婦のみ

15.7%

２世代（親と子）

50.3%

３世代（親と子と

孫）以上

25.5%

その他

1.8%

（Ｎ＝732)

・回答者の家族構成は、「２世代（親

と子）」が50.3％と最も多く、次

いで「３世代（親と子と孫）以

上」が25.5％となっています。 
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⑤ 就労形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会社員

30.9%

自営業（農林漁

業）

5.1%

自営業（その他）

8.9%公務員・団体職

員

7.2%

パート・アルバイ

ト(派遣社員含)

14.8%

学生

4.6%

家事従事(主婦・

主夫)

10.4%

無職

16.0%

その他

2.2%

（Ｎ＝732)

・回答者の就労形態は、「会社員」が

30.9％と最も多く、次いで「無

職」となっています。 

・年齢別では、「会社員」は20～50

歳代で最も多く、60歳以上は「無

職」（60歳代はパート・アルバイ

ト(派遣社員含)と同率１位）が多

くなっています。 

回答者数 会社員
自営業（農
林漁業）

自営業（そ
の他）

公務員・団
体職員

パート・ア
ルバイト(派
遣社員含)

学生
家事従事
(主婦・主

夫)
無職 その他

人数 732 226 37 65 53 108 34 76 117 16

構成比 30.9% 5.1% 8.9% 7.2% 14.8% 4.6% 10.4% 16.0% 2.2%

人数 22 3 0 0 0 0 19 0 0 0

構成比 13.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.4% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 74 36 1 0 6 8 14 6 1 2

構成比 48.6% 1.4% 0.0% 8.1% 10.8% 18.9% 8.1% 1.4% 2.7%

人数 120 57 7 10 16 19 1 6 2 2

構成比 47.5% 5.8% 8.3% 13.3% 15.8% 0.8% 5.0% 1.7% 1.7%

人数 156 70 7 15 15 33 0 13 1 2

構成比 44.9% 4.5% 9.6% 9.6% 21.2% 0.0% 8.3% 0.6% 1.3%

人数 101 40 1 12 12 23 0 12 0 1

構成比 39.6% 1.0% 11.9% 11.9% 22.8% 0.0% 11.9% 0.0% 1.0%

人数 87 15 8 8 4 19 0 13 19 1

構成比 17.2% 9.2% 9.2% 4.6% 21.8% 0.0% 14.9% 21.8% 1.1%

人数 172 5 13 20 0 6 0 26 94 8

構成比 2.9% 7.6% 11.6% 0.0% 3.5% 0.0% 15.1% 54.7% 4.7%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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⑥ 通勤・通学先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県 内 の 通 勤 ・ 通 学 先       県 外 へ の 通 勤 ・ 通 学 先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・回答者の通勤・通学先は、「県内」

が32.1％と最も多く、次いで「市

内（自宅）」が28.1％となってい

ます。 

・県内の通勤・通学先では「常総

市」が最も多く、県外では「野田

市」が最も多くなっています。 

市内（自宅）

28.1%

市内（自宅以外）

22.2%

県内

32.1%

県外

15.3%

無回答

2.3%

（Ｎ＝523)

30.4%

14.3%

11.9%

11.9%

7.1%

6.0%

6.0%

2.4%

1.8%

1.8%

1.2%

1.2%

1.2%

1.2%

0.6%

0.6%

0.6%

0% 20% 40%

常総市

境町

つくば市

守谷市

古河市

下妻市

つくばみらい市

八千代町

土浦市

筑西市

結城市

取手市

阿見町

五霞町

笠間市

利根町

無回答

（N＝168）

26.3%

10.0%

3.8%

3.8%

2.5%

1.3%

1.3%

48.8%

2.5%

0% 20% 40% 60%

野田市

柏市

流山市

春日部市

杉戸町

幸手市

松伏町

その他

無回答

（N＝80）
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⑦ 居住年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１年未満

1.2% １～３年未満

3.1%

３～５年未満

3.0%

５～10年未満

4.1%

10～20年未満

12.3%

20～30 年未満

14.3%
30 年以上

61.6%

無回答

0.3%

（Ｎ＝732)

・回答者の居住年数は、「30年以

上」が61.6％と最も多く、次いで

「20～30年未満」が14.3％とな

っています。 

・居住年数が10年未満の方の割合は

20歳代24.3％、30歳代29.2％

となっています。 

 ＊小数点以下の四捨五入の関係で、下表の

足し上げとは数字が異なります。 

回答者数 １年未満
１～３年未

満
３～５年未

満
５～10年未

満
10～20年

未満
20～30 年

未満
30 年以上 無回答

人数 732 9 23 22 30 90 105 451 2

構成比 1.2% 3.1% 3.0% 4.1% 12.3% 14.3% 61.6% 0.3%

人数 22 0 0 0 0 19 3 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.4% 13.6% 0.0% 0.0%

人数 74 5 6 4 3 13 43 0 0

構成比 6.8% 8.1% 5.4% 4.1% 17.6% 58.1% 0.0% 0.0%

人数 120 3 13 7 12 15 8 61 1

構成比 2.5% 10.8% 5.8% 10.0% 12.5% 6.7% 50.8% 0.8%

人数 156 1 4 6 13 27 18 87 0

構成比 0.6% 2.6% 3.8% 8.3% 17.3% 11.5% 55.8% 0.0%

人数 101 0 0 1 1 11 22 66 0

構成比 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 10.9% 21.8% 65.3% 0.0%

人数 87 0 0 1 0 0 2 84 0

構成比 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 2.3% 96.6% 0.0%

人数 172 0 0 3 1 5 9 153 1

構成比 0.0% 0.0% 1.7% 0.6% 2.9% 5.2% 89.0% 0.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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⑧ お住まいになるきっかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.6%

20.9%

20.8%

8.9%

7.8%

4.1%

3.1%

2.5%

1.6%

0.7%

0.3%

0.3%

0.1%

3.7%

0.1%

0% 20% 40% 60%

生まれてから住んでいる

自分や配偶者の実家がある

結婚・離婚等

家族との同居・近居

自分の就職・転勤・転職

親の転居による

配偶者の就職・転勤・転職

子どもの入園・進学・通学等

生活環境等の条件が良い

家族の介護

保育所等の子育て環境が良い

子どもの教育環境が良い

子育て環境や、教育環境以外の公的サービスが良い

その他

無回答
（N＝732）

・お住まいになるきっかけは、「生まれてから住んでいる」が54.6％と最も多く、次いで

「自分や配偶者の実家がある」「結婚・離婚等」の順となっています。 

・年齢別でみると、30歳代より上では、「結婚・離婚等」が20％以上となっています。 

回答者
数

生まれ
てから
住んで
いる

自分や
配偶者
の実家
がある

自分の
就職・転
勤・転職

配偶者
の就職・
転勤・転

職

結婚・離
婚等

子どもの
入園・進
学・通学

等

親の転
居によ

る

家族の
介護

家族と
の同居・

近居

生活環
境等の
条件が
良い

保育所
等の子
育て環
境が良

い

子どもの
教育環
境が良

い

子育て
環境

や、教
育環境
以外の
公的

サービ
スが良

い

その他 無回答

人数 732 400 153 57 23 152 18 30 5 65 12 2 2 1 27 1

構成比 54.6% 20.9% 7.8% 3.1% 20.8% 2.5% 4.1% 0.7% 8.9% 1.6% 0.3% 0.3% 0.1% 3.7% 0.1%

人数 22 17 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0

構成比 77.3% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 74 44 17 9 3 6 1 8 0 8 1 0 0 1 2 0

構成比 59.5% 23.0% 12.2% 4.1% 8.1% 1.4% 10.8% 0.0% 10.8% 1.4% 0.0% 0.0% 1.4% 2.7% 0.0%

人数 120 65 34 9 5 26 4 4 1 12 0 1 0 0 5 0

構成比 54.2% 28.3% 7.5% 4.2% 21.7% 3.3% 3.3% 0.8% 10.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0%

人数 156 85 42 9 3 32 6 7 1 10 4 0 0 0 3 0

構成比 54.5% 26.9% 5.8% 1.9% 20.5% 3.8% 4.5% 0.6% 6.4% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0%

人数 101 54 28 7 2 23 1 3 0 13 1 0 0 0 2 0

構成比 53.5% 27.7% 6.9% 2.0% 22.8% 1.0% 3.0% 0.0% 12.9% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0%

人数 87 54 6 4 0 23 1 3 0 7 1 0 1 0 2 0

構成比 62.1% 6.9% 4.6% 0.0% 26.4% 1.1% 3.4% 0.0% 8.0% 1.1% 0.0% 1.1% 0.0% 2.3% 0.0%

人数 172 81 24 19 10 42 4 3 3 13 5 0 0 0 13 1

構成比 47.1% 14.0% 11.0% 5.8% 24.4% 2.3% 1.7% 1.7% 7.6% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 0.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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２  坂 東 市 の 住 み ご こ ち 等 に つ い て  

① 坂東市の住みごこち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

住みやすい

14.9%

どちらかといえば

住みやすい

39.5%

どちらかといえば

住みにくい

23.4%

住みにくい

9.8%

どちらともいえな

い

11.7%

無回答

0.7%

（Ｎ＝732)

・坂東市の住みごこちは、

「どちらかといえば住み

やすい」が39.5％と最も

多く、次いで「どちらか

といえば住みにくい」が

23.4％となっています。 

・年齢別でみると、「どちら

かといえば住みにくい」

「住みにくい」への回答

が50歳代までは３割を超

えています。 

回答者数 住みやすい
どちらかと

いえば住み
やすい

どちらかと
いえば住み

にくい
住みにくい

どちらとも
いえない

無回答

人数 732 109 289 171 72 86 5

構成比 14.9% 39.5% 23.4% 9.8% 11.7% 0.7%

人数 22 5 5 6 4 2 0

構成比 22.7% 22.7% 27.3% 18.2% 9.1% 0.0%

人数 74 5 25 23 12 9 0

構成比 6.8% 33.8% 31.1% 16.2% 12.2% 0.0%

人数 120 11 43 35 17 12 2

構成比 9.2% 35.8% 29.2% 14.2% 10.0% 1.7%

人数 156 11 69 39 20 17 0

構成比 7.1% 44.2% 25.0% 12.8% 10.9% 0.0%

人数 101 11 46 26 7 11 0

構成比 10.9% 45.5% 25.7% 6.9% 10.9% 0.0%

人数 87 16 38 16 4 13 0

構成比 18.4% 43.7% 18.4% 4.6% 14.9% 0.0%

人数 172 50 63 26 8 22 3

構成比 29.1% 36.6% 15.1% 4.7% 12.8% 1.7%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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② 住みやすいと考える理由 

①で１～２（住みやすい、どちらかといえば住みやすい）に回答した方のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

57.3%

48.7%

27.4%

22.1%

18.8%

11.6%

10.1%

9.5%

5.5%

5.3%

2.0%

2.0%

0.8%

0.5%

2.0%

1.5%

0% 50% 100%

災害に強い・災害が少ない

自然が豊かである

治安が良い

隣近所の関係が良い

買い物が便利

住宅や居住環境が良好である

子育て環境が良い

都心部や大規模商業施設に近い

高齢者や障がい者への福祉サービスが良い

道路が整備されている

教育・文化環境が良い

医療が充実している

地域産業や商店街など賑わい・活気がある

働く場所が多い

その他

無回答
（N＝398）

・住みやすいと考える理由は、「災害に強い・災害が少ない」が57.3％と最も多く、次い

で「自然が豊かである」の順となっています。 

・年齢別でみると、20歳代までは「自然が豊かである」が最も多く、逆に「災害に強い・

災害が少ない」の割合が低いのが特徴となっています。 

回答者
数

子育て
環境が
良い

教育・
文化環
境が良

い

高齢者
や障が
い者へ
の福祉
サービ
スが良

い

医療が
充実し
ている

治安が
良い

災害に
強い・災
害が少
ない

隣近所
の関係
が良い

自然が
豊かで
ある

道路が
整備さ
れてい

る

都心部
や大規
模商業
施設に
近い

買い物
が便利

住宅や
居住環
境が良
好であ

る

働く場
所が多

い

地域産
業や商
店街な
ど賑わ

い・活気
がある

その他 無回答

人数 398 40 8 22 8 109 228 88 194 21 38 75 46 2 3 8 6

構成比 10.1% 2.0% 5.5% 2.0% 27.4% 57.3% 22.1% 48.7% 5.3% 9.5% 18.8% 11.6% 0.5% 0.8% 2.0% 1.5%

人数 10 0 0 0 0 4 4 1 9 0 1 1 1 0 1 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 10.0% 90.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%

人数 30 2 0 1 1 3 12 1 17 3 6 12 4 0 0 1 0

構成比 6.7% 0.0% 3.3% 3.3% 10.0% 40.0% 3.3% 56.7% 10.0% 20.0% 40.0% 13.3% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0%

人数 54 8 1 1 0 15 32 11 23 2 8 11 5 0 0 1 0

構成比 14.8% 1.9% 1.9% 0.0% 27.8% 59.3% 20.4% 42.6% 3.7% 14.8% 20.4% 9.3% 0.0% 0.0% 1.9% 0.0%

人数 80 9 3 0 0 20 47 14 43 3 8 12 11 1 0 4 1

構成比 11.3% 3.8% 0.0% 0.0% 25.0% 58.8% 17.5% 53.8% 3.8% 10.0% 15.0% 13.8% 1.3% 0.0% 5.0% 1.3%

人数 57 6 2 4 1 24 34 6 25 2 6 6 8 1 0 1 2

構成比 10.5% 3.5% 7.0% 1.8% 42.1% 59.6% 10.5% 43.9% 3.5% 10.5% 10.5% 14.0% 1.8% 0.0% 1.8% 3.5%

人数 54 7 2 2 1 13 30 16 24 3 4 12 4 0 2 1 2

構成比 13.0% 3.7% 3.7% 1.9% 24.1% 55.6% 29.6% 44.4% 5.6% 7.4% 22.2% 7.4% 0.0% 3.7% 1.9% 3.7%

人数 113 8 0 14 5 30 69 39 53 8 5 21 13 0 0 0 1

構成比 7.1% 0.0% 12.4% 4.4% 26.5% 61.1% 34.5% 46.9% 7.1% 4.4% 18.6% 11.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.9%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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③ 住みにくいと考える理由 

①で３～４（どちらかといえば住みにくい、住みにくい）に回答した方のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・住みにくいと考える理由は、「公共交通の便が悪い」が78.6％と最も多く、次いで「買

い物が不便」「医療体制が不十分」の順となっています。 

・年齢別でみると、すべての年齢で、「公共交通の便が悪い」が最も多いのが特徴です。 

回答者
数

子育て
環境が
悪い

教育・文
化環境
が悪い

高齢者
や障が
い者へ
の福祉
サービ
スが不
十分

医療体
制が不
十分

治安が
悪い

災害に
弱い・災
害が多

い

隣近所
の関係
に不満
がある

自然が
少ない・
活用が
不十分

道路整
備が不
十分

公共交
通の便
が悪い

買い物
が不便

住宅や
居住環
境が悪

い

働く場所
が少な

い

地域産
業や商
店街な
どが衰

退してい
る

その他 無回答

人数 243 30 33 17 74 25 6 15 2 52 191 93 13 33 63 15 1

構成比 12.3% 13.6% 7.0% 30.5% 10.3% 2.5% 6.2% 0.8% 21.4% 78.6% 38 .3% 5.3% 13.6% 25.9% 6.2% 0.4%

人数 10 0 1 0 0 1 0 0 0 3 9 4 0 3 3 0 0

構成比 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 90.0% 40 .0% 0.0% 30.0% 30.0% 0.0% 0.0%

人数 35 3 4 1 6 6 1 1 1 4 27 19 1 5 9 2 0

構成比 8.6% 11.4% 2.9% 17.1% 17.1% 2.9% 2.9% 2.9% 11.4% 77.1% 54 .3% 2.9% 14.3% 25.7% 5.7% 0.0%

人数 52 12 7 1 15 3 0 4 0 15 36 17 5 7 10 7 0

構成比 23.1% 13.5% 1.9% 28.8% 5.8% 0.0% 7.7% 0.0% 28.8% 69.2% 32 .7% 9.6% 13.5% 19.2% 13.5% 0.0%

人数 59 13 11 0 21 8 3 3 1 8 47 16 2 11 18 3 0

構成比 22.0% 18.6% 0.0% 35.6% 13.6% 5.1% 5.1% 1.7% 13.6% 79.7% 27.1% 3.4% 18.6% 30.5% 5.1% 0.0%

人数 33 1 4 5 12 3 0 2 0 8 32 12 1 4 9 2 0

構成比 3.0% 12.1% 15.2% 36.4% 9.1% 0.0% 6.1% 0.0% 24.2% 97.0% 36 .4% 3.0% 12.1% 27.3% 6.1% 0.0%

人数 20 0 2 3 7 1 0 1 0 4 16 9 2 2 7 0 1

構成比 0.0% 10.0% 15.0% 35.0% 5.0% 0.0% 5.0% 0.0% 20.0% 80.0% 45 .0% 10.0% 10.0% 35.0% 0.0% 5.0%

人数 34 1 4 7 13 3 2 4 0 10 24 16 2 1 7 1 0

構成比 2.9% 11.8% 20.6% 38.2% 8.8% 5.9% 11.8% 0.0% 29.4% 70.6% 47 .1% 5.9% 2.9% 20.6% 2.9% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

78.6%

38.3%

30.5%

25.9%

21.4%

13.6%

13.6%

12.3%

10.3%

7.0%

6.2%

5.3%

2.5%

0.8%

6.2%

0.4%

0% 50% 100%

公共交通の便が悪い

買い物が不便

医療体制が不十分

地域産業や商店街などが衰退している

道路整備が不十分

教育・文化環境が悪い

働く場所が少ない

子育て環境が悪い

治安が悪い

高齢者や障がい者への福祉サービスが不十分

隣近所の関係に不満がある

住宅や居住環境が悪い

災害に弱い・災害が多い

自然が少ない・活用が不十分

その他

無回答
（N＝243）
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④ 坂東市に親しみを感じるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

感じている

24.7%

どちらかといえば

感じている

49.9%

どちらかといえば

感じていない

15.8%

感じていない

8.6%

無回答

1.0%

（Ｎ＝732)

・親しみを感じるかどうか

は、「どちらかといえば感

じている」が49.9％と最

も多く、次いで「感じて

いる」が24.7％となって

います。 

・年齢別では、30、50歳

代を除き、あまり差が見

られないのが特徴です。 

回答者数 感じている
どちらかと
いえば感じ

ている

どちらかと
いえば感じ
ていない

感じていな
い

無回答

人数 732 181 365 116 63 7

構成比 24.7% 49.9% 15.8% 8.6% 1.0%

人数 22 6 11 3 2 0

構成比 27.3% 50.0% 13.6% 9.1% 0.0%

人数 74 24 33 11 6 0

構成比 32.4% 44.6% 14.9% 8.1% 0.0%

人数 120 20 57 21 20 2

構成比 16.7% 47.5% 17.5% 16.7% 1.7%

人数 156 27 89 25 15 0

構成比 17.3% 57.1% 16.0% 9.6% 0.0%

人数 101 17 56 22 5 1

構成比 16.8% 55.4% 21.8% 5.0% 1.0%

人数 87 25 45 11 5 1

構成比 28.7% 51.7% 12.6% 5.7% 1.1%

人数 172 62 74 23 10 3

構成比 36.0% 43.0% 13.4% 5.8% 1.7%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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⑤ 坂東市に住み続けたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

今の地域にずっ

と住み続けたい

52.7%

市内の別の地

域に住みたい

4.1%

茨城県内の他の

市町村に移り住

みたい

8.9%

県外に移り住み

たい

8.7%

わからない

25.3%

無回答

0.3%

（Ｎ＝732)

・住み続けたいかどうかは、「今

の地域にずっと住み続けたい」

が52.7％と最も多く、次いで

「わからない」が25.3％とな

っています。 

・年齢別では、10歳代、30歳代

では「わからない」が多くなっ

ています。 

回答者数
今の地域
にずっと住
み続けたい

市内の別
の地域に
住みたい

茨城県内
の他の市

町村に移り
住みたい

県外に移り
住みたい

わからない 無回答

人数 732 386 30 65 64 185 2

構成比 52.7% 4.1% 8.9% 8.7% 25 .3% 0.3%

人数 22 4 1 2 7 8 0

構成比 18.2% 4.5% 9.1% 31.8% 36.4% 0.0%

人数 74 24 9 12 9 20 0

構成比 32.4% 12.2% 16.2% 12.2% 27 .0% 0.0%

人数 120 40 9 12 16 42 1

構成比 33.3% 7.5% 10.0% 13.3% 35.0% 0.8%

人数 156 76 2 15 13 50 0

構成比 48.7% 1.3% 9.6% 8.3% 32 .1% 0.0%

人数 101 49 4 12 5 31 0

構成比 48.5% 4.0% 11.9% 5.0% 30 .7% 0.0%

人数 87 61 1 4 5 15 1

構成比 70.1% 1.1% 4.6% 5.7% 17 .2% 1.1%

人数 172 132 4 8 9 19 0

構成比 76.7% 2.3% 4.7% 5.2% 11 .0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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⑥ 移り住みたい自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆回答が８以上の自治体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.8%

37.2%

32.6%

9.3%

9.3%

6.2%

6.2%

2.3%

0.8%

0.8%

0.8%

0.0%

0.0%

5.4%

0% 20% 40% 60%

つくば市

茨城県外の都道府県

守谷市

境町

わからない・今はまだ決めていない

古河市

その他の県内市町村

常総市

水戸市

土浦市

下妻市

筑西市

五霞町

その他（N＝129）

回答者数 つくば市 守谷市 境町
その他の
県内市町

村

茨城県外
の都道府

県

わからな
い・今はま
だ決めてい

ない

その他

人数 129 50 42 12 8 48 12 7

構成比 38.8% 32.6% 9.3% 6.2% 37 .2% 9.3% 5.4%

人数 9 1 3 0 0 4 2 0

構成比 11.1% 33.3% 0.0% 0.0% 44.4% 22.2% 0.0%

人数 21 9 5 3 3 8 2 1

構成比 42.9% 23.8% 14.3% 14.3% 38 .1% 9.5% 4.8%

人数 28 15 9 4 3 12 0 3

構成比 53.6% 32.1% 14.3% 10.7% 42 .9% 0.0% 10.7%

人数 28 11 10 2 1 9 3 0

構成比 39.3% 35.7% 7.1% 3.6% 32.1% 10.7% 0.0%

人数 17 7 6 2 0 4 2 1

構成比 41.2% 35.3% 11.8% 0.0% 23.5% 11.8% 5.9%

人数 9 4 5 0 0 2 1 1

構成比 44.4% 55.6% 0.0% 0.0% 22.2% 11.1% 11.1%

人数 17 3 4 1 1 9 2 1

構成比 17.6% 23.5% 5.9% 5.9% 52.9% 11.8% 5.9%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

・移り住みたい自治体は、「つく

ば市」が38.8％と最も多く、

次いで「茨城県外の都道府県」

「守谷市」の順となっていま

す。 

・年齢別でみると、40歳代より

上では、「守谷市」の意向が多

くなるのが特徴です。 

県外の行き先（全 48 人） 

・千葉県 24 人 

・東京都 15 人 

・神奈川県 10 人 

（複数回答可能） 
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⑦ 転出先を選ぶ際の着眼点や転出を希望する理由 

⑤で３（茨城県内の他の市町村に移り住みたい）もしくは４（県外に移り住み

たい）に回答した方のみ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・転出先を選ぶ際の着眼点については、「交通の便が良い」が69.8％と最も多く、ついで

「普段の買い物が便利」38.8％の順となっています。 

・全ての年齢で、「交通の便が良い」が最も多くなっています。２位は、20～50歳代は

「普段の買い物に便利」が多くなっています。 

69.8%

38.8%

23.3%

20.2%

11.6%

11.6%

11.6%

10.1%

9.3%

8.5%

7.8%

6.2%

4.7%

4.7%

4.7%

3.9%

3.1%

2.3%

0.8%

0.0%

4.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80%

交通の便が良い

普段の買い物が便利

医療施設が多い・医療が充実している

飲食・娯楽・おしゃれに関することが便利

親や親せきが近くにいる

職場や学校がある

老後の暮らしが安心できる

居住環境が良い

子どもの教育環境が良い

子育て環境が良い

道路・下水道等の都市基盤が整備されている

自然環境が良い

知人や友人が近くにいる

災害に強い・防災体制が整っている

治安が良い

近所の雰囲気が良い

生まれ育った場所である

歴史や文化が豊かである

結婚・離婚等の都合

住宅規模や土地建物の価格など、 住宅事情が合っている

その他

無回答（N＝129）
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◆年齢別回答（回答数が 10 以上の項目のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者
数

親や親
せきが

近くにい
る

職場や
学校が
ある

交通の
便が良

い

普段の
買い物
が便利

飲食・娯
楽・お

しゃれに
関するこ
とが便

利

道路・下
水道等
の都市
基盤が
整備さ
れてい

る

医療施
設が多
い・医療
が充実
している

老後の
暮らしが
安心で
きる

子どもの
教育環
境が良

い

子育て
環境が
良い

居住環
境が良

い

人数 129 15 15 90 50 26 10 30 15 12 11 13

構成比 11.6% 11.6% 69.8% 38.8% 20.2% 7.8% 23.3% 11.6% 9.3% 8.5% 10.1%

人数 9 0 1 9 4 5 0 1 1 1 0 1

構成比 0.0% 11.1% 100.0% 44.4% 55.6% 0.0% 11.1% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1%

人数 21 6 7 14 8 5 1 1 0 1 5 2

構成比 28.6% 33.3% 66.7% 38.1% 23.8% 4.8% 4.8% 0.0% 4.8% 23.8% 9.5%

人数 28 5 3 18 9 4 3 8 2 5 6 2

構成比 17.9% 10.7% 64.3% 32.1% 14.3% 10.7% 28.6% 7.1% 17.9% 21.4% 7.1%

人数 28 2 2 18 13 7 3 7 2 4 0 4

構成比 7.1% 7.1% 64.3% 46.4% 25.0% 10.7% 25.0% 7.1% 14.3% 0.0% 14.3%

人数 17 0 2 14 10 4 2 5 1 0 0 1

構成比 0.0% 11.8% 82.4% 58.8% 23.5% 11.8% 29.4% 5.9% 0.0% 0.0% 5.9%

人数 9 1 0 7 2 0 0 3 4 0 0 0

構成比 11.1% 0.0% 77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 17 1 0 10 4 1 1 5 5 1 0 3

構成比 5.9% 0.0% 58.8% 23.5% 5.9% 5.9% 29.4% 29.4% 5.9% 0.0% 17.6%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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⑧ 坂東市が優れていると思うこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.8%

38.3%

32.7%

22.8%

18.6%

16.1%

13.0%

7.5%

4.5%

4.0%

2.0%

0.5%

0.3%

1.2%

1.2%

0% 20% 40% 60%

自然が豊かである

農業や農産物が豊かである

災害に強い（地盤が安定している等）

住宅あたりの土地面積が広い

圏央道などがあり地理的に優位性がある

開発の余地があり、発展が見込める

特にない

歴史や文化が豊かである

子育て支援が充実している

福祉・医療が充実している

教育環境が良い

魅力的な観光資源がある

市の魅力を伝えるPRが上手

その他

無回答
（N＝732）

・坂東市が優れていると思うこと

は、「自然が豊かである」が

44.8％と 最も多 く 、次い で

「農業や農産物が豊かである」

の順となっています。 

・また、年齢別でみると、20歳

代、30歳代では「住宅あたり

の面積が広い」への回答が多い

のが特徴です。 

回答者
数

子育て
支援が
充実し
ている

教育環
境が良

い

福祉・医
療が充

実してい
る

災害に
強い（地
盤が安

定してい
る等）

自然が
豊かで
ある

歴史や
文化が
豊かで
ある

圏央道
などが
あり地
理的に
優位性
がある

開発の
余地が
あり、発
展が見
込める

住宅あ
たりの
土地面
積が広

い

農業や
農産物
が豊か
である

魅力的
な観光
資源が
ある

市の魅
力を伝
えるPR
が上手

特にな
い

その他 無回答

人数 732 33 15 29 239 328 55 136 118 167 280 4 2 95 9 9

構成比 4.5% 2.0% 4.0% 32.7% 44.8% 7.5% 18.6% 16.1% 22.8% 38.3% 0.5% 0.3% 13.0% 1.2% 1.2%

人数 22 0 0 1 8 10 4 3 2 4 10 1 0 4 0 0

構成比 0.0% 0.0% 4.5% 36.4% 45.5% 18.2% 13.6% 9.1% 18.2% 45.5% 4.5% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0%

人数 74 3 1 0 20 32 9 13 21 28 25 1 0 8 2 0

構成比 4.1% 1.4% 0.0% 27.0% 43.2% 12.2% 17.6% 28.4% 37.8% 33.8% 1.4% 0.0% 10.8% 2.7% 0.0%

人数 120 9 2 3 32 54 12 18 22 36 54 0 0 12 3 0

構成比 7.5% 1.7% 2.5% 26.7% 45.0% 10.0% 15.0% 18.3% 30.0% 45.0% 0.0% 0.0% 10.0% 2.5% 0.0%

人数 156 9 4 3 47 71 12 26 20 34 58 1 0 26 2 0

構成比 5.8% 2.6% 1.9% 30.1% 45.5% 7.7% 16.7% 12.8% 21.8% 37.2% 0.6% 0.0% 16.7% 1.3% 0.0%

人数 101 2 2 4 34 40 6 24 14 14 30 0 1 21 0 0

構成比 2.0% 2.0% 4.0% 33 .7% 39.6% 5.9% 23.8% 13.9% 13.9% 29.7% 0.0% 1.0% 20.8% 0.0% 0.0%

人数 87 5 2 5 28 31 4 18 13 20 34 0 0 12 0 2

構成比 5.7% 2.3% 5.7% 32.2% 35.6% 4.6% 20.7% 14.9% 23.0% 39.1% 0.0% 0.0% 13.8% 0.0% 2.3%

人数 172 5 4 13 70 90 8 34 26 31 69 1 1 12 2 7

構成比 2.9% 2.3% 7.6% 40 .7% 52.3% 4.7% 19.8% 15.1% 18.0% 40.1% 0.6% 0.6% 7.0% 1.2% 4.1%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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⑨ 坂東市が劣っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.4%

40.6%

26.4%

24.5%

17.9%

14.6%

14.1%

11.1%

9.4%

4.6%

2.5%

1.9%

5.3%

1.5%

0% 50% 100%

交通の便が悪い

魅力的な観光資源が少ない

道路整備が遅れている

福祉・医療が良くない

人口増加のための取組みが不十分である

市の魅力のPRが不十分である

子育て支援が不十分である

行政サービスが不十分である

教育環境が悪い

自然の保全・活用が不十分

防災体制が整っていない

特にない

その他

無回答（N＝732）

回答者数

子育て
支援が
不十分
である

教育環
境が悪

い

福祉・医
療が良く

ない

防災体
制が整っ
ていない

自然の
保全・活
用が不
十分

道路整
備が遅

れている

交通の
便が悪

い

行政
サービス
が不十

分である

人口増
加のた
めの取
組みが
不十分
である

魅力的
な観光
資源が
少ない

市の魅
力のPR
が不十

分である

特にない その他 無回答

人数 732 103 69 179 18 34 193 530 81 131 297 107 14 39 11

構成比 14.1% 9.4% 24.5% 2.5% 4.6% 26.4% 72.4% 11.1% 17.9% 40.6% 14.6% 1.9% 5.3% 1.5%

人数 22 0 4 3 0 0 5 21 1 1 11 2 0 0 0

構成比 0.0% 18.2% 13.6% 0.0% 0.0% 22.7% 95.5% 4.5% 4.5% 50.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 74 15 4 10 1 0 17 54 9 19 32 14 0 5 0

構成比 20.3% 5.4% 13.5% 1.4% 0.0% 23.0% 73.0% 12.2% 25.7% 43.2% 18.9% 0.0% 6.8% 0.0%

人数 120 44 17 36 4 4 33 75 16 24 36 14 2 8 1

構成比 36.7% 14.2% 30.0% 3.3% 3.3% 27.5% 62.5% 13.3% 20.0% 30.0% 11.7% 1.7% 6.7% 0.8%

人数 156 29 30 52 4 6 30 109 17 29 57 26 0 12 0

構成比 18.6% 19.2% 33.3% 2.6% 3.8% 19.2% 69.9% 10.9% 18.6% 36.5% 16.7% 0.0% 7.7% 0.0%

人数 101 4 10 28 1 6 32 84 16 21 49 9 3 4 0

構成比 4.0% 9.9% 27.7% 1.0% 5.9% 31.7% 83.2% 15.8% 20.8% 48.5% 8.9% 3.0% 4.0% 0.0%

人数 87 9 4 24 5 8 21 61 10 19 39 10 1 3 1

構成比 10.3% 4.6% 27.6% 5.7% 9.2% 24.1% 70.1% 11.5% 21.8% 44.8% 11.5% 1.1% 3.4% 1.1%

人数 172 2 0 26 3 10 55 126 12 18 73 32 8 7 9

構成比 1.2% 0.0% 15.1% 1.7% 5.8% 32.0% 73.3% 7.0% 10.5% 42.4% 18.6% 4.7% 4.1% 5.2%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

・坂東市が劣っていると思うこと

は 、「 交 通 の 便 が 悪 い 」 が

72.4％と 最も多 く 、次い で

「魅力的な観光資源が少ない」

の順となっています。 

・また、年齢別でみると、30歳

代では「子育て支援が不十分で

ある」への回答が多いのが特徴

です。 
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⑩ 坂東市に住むことを知人・友人に勧めたいと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

勧めたい

5.3%

どちらかといえば

勧めたい

29.4%

どちらかといえば

勧めたくない

42.3%

勧めたくない

20.6%

無回答

2.3%

（Ｎ＝732)

・坂東市に住むことを知人・友人

に勧めたいと思うかは、「どち

らかといえば勧めたくない」が

42.3％と 最も多 く 、次い で

「どちらかといえば勧めたい」

の順となっています。 

・また、年齢別でみると、20～

40歳代では「勧めたい」「どち

らかといえば勧めたい」への回

答が３割未満と低くなっていま

す。 

回答者数 勧めたい
どちらかと

いえば勧め
たい

どちらかと
いえば勧め

たくない

勧めたくな
い

無回答

人数 732 39 215 310 151 17

構成比 5.3% 29.4% 42.3% 20.6% 2.3%

人数 22 2 5 9 6 0

構成比 9.1% 22.7% 40.9% 27.3% 0.0%

人数 74 4 17 36 17 0

構成比 5.4% 23.0% 48.6% 23.0% 0.0%

人数 120 6 27 53 33 1

構成比 5.0% 22.5% 44.2% 27.5% 0.8%

人数 156 2 40 71 41 2

構成比 1.3% 25.6% 45.5% 26.3% 1.3%

人数 101 3 33 44 21 0

構成比 3.0% 32.7% 43.6% 20.8% 0.0%

人数 87 5 29 34 17 2

構成比 5.7% 33.3% 39.1% 19.5% 2.3%

人数 172 17 64 63 16 12

構成比 9.9% 37.2% 36.6% 9.3% 7.0%

人数 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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⑪ 人口減や高齢化に不安を感じるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

感じる

59.3%

どちらかといえば

感じる

29.5%

どちらかといえば

感じない

6.1%

感じない

3.8%

無回答

1.2%

（Ｎ＝732)

回答者数 感じる
どちらかと
いえば感じ

る

どちらかと
いえば感じ

ない
感じない 無回答

人数 732 434 216 45 28 9

構成比 59.3% 29.5% 6.1% 3.8% 1.2%

人数 22 11 6 5 0 0

構成比 50.0% 27.3% 22.7% 0.0% 0.0%

人数 74 41 25 5 3 0

構成比 55.4% 33.8% 6.8% 4.1% 0.0%

人数 120 78 23 8 10 1

構成比 65.0% 19.2% 6.7% 8.3% 0.8%

人数 156 91 46 11 7 1

構成比 58.3% 29.5% 7.1% 4.5% 0.6%

人数 101 59 34 5 3 0

構成比 58.4% 33.7% 5.0% 3.0% 0.0%

人数 87 51 30 2 2 2

構成比 58.6% 34.5% 2.3% 2.3% 2.3%

人数 172 103 52 9 3 5

構成比 59.9% 30.2% 5.2% 1.7% 2.9%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

・人口減や高齢化に不安を感じる

か ど う か は 、「 感 じ る 」 が

59.3％と 最も多 く 、次い で

「どちらかといえば感じる」の

順となっています。 

・また、年齢別でみると、10歳

代を除き、大きな差は見られま

せん。 
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⑫ 坂東市は子育ての場として魅力的なまちだと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

思う

5.6%

どちらかといえば

思う

40.3%

どちらかといえば

思わない

34.2%

思わない

16.8%

無回答

3.1%

（Ｎ＝732)

回答者数 思う
どちらかと
いえば思う

どちらかと
いえば思わ

ない
思わない 無回答

人数 732 41 295 250 123 23

構成比 5.6% 40.3% 34.2% 16.8% 3.1%

人数 22 3 9 6 4 0

構成比 13.6% 40.9% 27.3% 18.2% 0.0%

人数 74 6 20 35 13 0

構成比 8.1% 27.0% 47.3% 17.6% 0.0%

人数 120 8 40 42 30 0

構成比 6.7% 33.3% 35.0% 25.0% 0.0%

人数 156 4 63 58 30 1

構成比 2.6% 40.4% 37.2% 19.2% 0.6%

人数 101 5 44 35 17 0

構成比 5.0% 43.6% 34.7% 16.8% 0.0%

人数 87 0 46 26 11 4

構成比 0.0% 52.9% 29.9% 12.6% 4.6%

人数 172 15 73 48 18 18

構成比 8.7% 42.4% 27.9% 10.5% 10.5%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

・坂東市は子育ての場として魅力

的なまちだと思うかは、「どち

らかといえば思う」が40.3％

と最も多く、次いで「どちらか

といえば思わない」の順となっ

ています。 

・また、年齢別でみると、20～

30歳代は「どちらかといえば

思わない」が最も多くなってい

ます。 
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⑬ ２人目の壁について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

思う

8.3%

思わない

9.8%

無回答

81.8%

（Ｎ＝732)

回答者数 思う 思わない 無回答

人数 732 61 72 599

構成比 8.3% 9.8% 81.8%

人数 22 1 1 20

構成比 4.5% 4.5% 90.9%

人数 74 7 9 58

構成比 9.5% 12.2% 78.4%

人数 120 21 19 80

構成比 17.5% 15.8% 66.7%

人数 156 20 17 119

構成比 12.8% 10.9% 76.3%

人数 101 8 13 80

構成比 7.9% 12.9% 79.2%

人数 87 2 6 79

構成比 2.3% 6.9% 90.8%

人数 172 2 7 163

構成比 1.2% 4.1% 94.8%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

・２人目の壁については、「思わ

な い 」 が 9.8 ％ 、「 思 う 」 が

8.3％ですが、年齢別でみる

と、30～40歳代は「思う」へ

の回答が「思わない」をやや上

回っています。 
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⑭ ２人目の壁を感じる理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

80.3%

39.3%

29.5%

23.0%

23.0%

11.5%

16.4%

4.9%

0% 50% 100%

経済的な負担が増えるから

職場復帰など仕事上に影響があるから

1人目の子育てで手いっぱいだから

育児ストレスが増えそうだから

自身や配偶者の年齢や体力面で不安ある

から

現在の住居では部屋数や面積が足りない

から

その他

無回答

（N＝61）

回答者数
経済的な
負担が増
えるから

1人目の
子育てで
手いっぱ
いだから

育児スト
レスが増
えそうだ

から

職場復帰
など仕事
上に影響
があるか

ら

自身や配
偶者の年
齢や体力
面で不安
あるから

現在の住
居では部
屋数や面
積が足り
ないから

その他 無回答

人数 61 49 18 14 24 14 7 10 3

構成比 80.3% 29.5% 23.0% 39.3% 23.0% 11.5% 16.4% 4.9%

人数 1 0 0 0 0 0 1 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

人数 7 6 2 3 2 0 2 3 0

構成比 85.7% 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 28.6% 42.9% 0.0%

人数 21 18 9 7 12 5 2 4 1

構成比 85.7% 42.9% 33.3% 57.1% 23.8% 9.5% 19.0% 4.8%

人数 20 17 5 4 7 7 0 3 0

構成比 85.0% 25.0% 20.0% 35.0% 35.0% 0.0% 15.0% 0.0%

人数 8 7 2 0 2 2 2 0 0

構成比 87.5% 25.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0%

人数 2 0 0 0 1 0 0 0 1

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

人数 2 1 0 0 0 0 0 0 1

構成比 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

・２人目の壁を感じる理由は、

「経済的な負担が増えるから」

が80.3％と最も多く、次いで

「職場復帰など仕事上に影響が

あるから」が39.3％となって

います。 

・年齢別では、30歳代で「職場

復帰など仕事上に影響があるか

ら」「1人目の子育てで手いっ

ぱいだから」が多くなっていま

す。 
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３  坂 東 市 の 施 策 に つ い て  

（１）坂東市の満足度、重要度 

①  満 足 度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 全体及び年齢別満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度の算出方法について 

 

満足度の算出にあたっては 

「満足」・・・・・・・・・・・４点 

「どちらかといえば満足」・・・３点 

「どちらかといえば不満」・・・２点 

「不満」・・・・・・・・・・・１点 

として点数をつけて足した上で、上記４項目の回答者数で割ることで、満足度を求

めました。 

そのため、平均点は 2.5 点になります。 

・満足度については、全体では「学校給食の充実」の満足度が最も高く、「地域

公共交通の確保・維持・改善」が最も低くなっています。 

・また、年齢別でみると、満足度が高い項目としては、10歳代、30、40歳代

では「災害情報の発信力強化」、50歳代では「官民防災協定締結の促進」が

高くなっています。 

・満足度の低い項目については、20歳代では「結婚支援体制の充実」、50歳代

では「土地情報の整理促進」、70歳代以上では「生活関連道路の改良」が低

くなっています。 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.12 2.40 1.52 2.18 2.25 2.32 2.10 2.10
子育て支援の充実 2.33 3.00 1.93 2.16 2.32 2.42 2.41 2.53
学校教育環境の整備・充実 2.28 2.58 2.15 2.14 2.19 2.33 2.35 2.46
学校給食の充実 2.64 3.22 3.00 2.33 2.48 2.45 2.75 2.88
高齢者支援の充実 2.44 2.80 2.57 2.50 2.30 2.34 2.38 2.57
市民協働の推進 2.42 2.44 2.32 2.54 2.24 2.39 2.56 2.51
行政運営の効率化 2.14 2.11 2.10 1.87 2.07 2.10 2.36 2.38
市民サービスの向上 2.41 2.50 2.38 2.26 2.22 2.25 2.61 2.74
市民意向を中心とした財政投資 2.01 2.25 1.83 1.75 1.87 1.93 2.32 2.36
災害情報の発信力強化 2.58 3.29 2.47 2.55 2.49 2.42 2.66 2.73
官民防災協定締結の促進 2.49 3.00 2.42 2.39 2.31 2.52 2.54 2.67
地域公共交通の確保・維持・改善 1.83 1.59 1.78 1.70 1.61 1.83 1.99 2.16
土地情報の整備促進 2.01 2.33 2.08 1.90 1.83 1.79 2.11 2.31
生活関連道路の改良 1.97 2.14 2.05 2.00 1.80 1.86 2.14 2.06
上下水道事業経営基盤の強化 2.17 2.73 2.63 2.03 1.97 1.95 2.23 2.34
農業の担い手確保 2.00 2.56 2.10 1.79 1.86 2.00 2.07 2.14
営農支援の充実 2.08 2.29 2.04 1.86 1.90 2.12 2.24 2.30
地元農産物のPR強化 2.26 2.87 2.35 2.21 2.14 2.18 2.40 2.27
工業団地への早期企業誘致 2.35 2.75 2.46 2.43 2.16 2.35 2.33 2.41
圏央道効果を活かした事業の推進 2.00 2.88 2.04 1.92 1.80 1.93 2.12 2.14
回答者数 732 22 74 120 156 101 87 172

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目
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表 男性の年齢別満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 男性の年齢別満足度（全体との差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・男性の年齢別データでみると、20歳代では「結婚支援体制の充実」への不満が非常に多

く、全年齢の平均より-0.67下回っています。また、結婚支援体制の充実が最下位なの

は、10歳代（他2項目と同率）、70歳代以上となっています。 

・また、30歳代では「圏央道効果を活かした事業の推進」も低くなっています。 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 1.94 2.00 1.27 1.92 2.00 2.11 2.05 2.03
子育て支援の充実 2.21 3.20 1.65 2.00 2.29 2.11 2.29 2.43
学校教育環境の整備・充実 2.20 2.75 1.73 2.21 2.10 2.21 2.38 2.28
学校給食の充実 2.58 3.25 2.81 2.22 2.47 2.27 2.77 2.78
高齢者支援の充実 2.35 2.60 2.50 2.44 2.30 2.07 2.22 2.50
市民協働の推進 2.28 2.60 2.06 2.33 2.12 2.11 2.50 2.40
行政運営の効率化 2.04 2.00 1.84 1.84 2.02 1.90 2.32 2.24
市民サービスの向上 2.32 2.50 2.22 2.09 2.15 2.00 2.60 2.77
市民意向を中心とした財政投資 1.90 2.20 1.73 1.65 1.73 1.69 2.43 2.20
災害情報の発信力強化 2.51 3.33 2.32 2.48 2.49 2.18 2.57 2.66
官民防災協定締結の促進 2.47 3.00 2.29 2.40 2.24 2.38 2.65 2.63
地域公共交通の確保・維持・改善 1.81 2.00 1.84 1.68 1.56 1.63 1.93 2.19
土地情報の整備促進 1.94 2.57 1.86 1.77 1.70 1.63 2.13 2.32
生活関連道路の改良 1.90 2.13 1.78 1.88 1.77 1.75 2.10 2.07
上下水道事業経営基盤の強化 2.16 2.83 2.53 2.06 2.02 1.84 2.13 2.38
農業の担い手確保 1.95 2.67 1.93 1.78 1.77 1.71 2.05 2.18
営農支援の充実 1.99 2.25 1.77 1.87 1.81 1.86 2.16 2.28
地元農産物のPR強化 2.16 3.10 2.16 2.06 2.00 1.83 2.32 2.32
工業団地への早期企業誘致 2.34 2.75 2.42 2.25 2.09 2.21 2.31 2.61
圏央道効果を活かした事業の推進 1.89 2.80 1.88 1.59 1.60 1.77 2.18 2.20
回答者数 328 11 29 53 68 46 38 83

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 1.94 0.06 -0.67 -0.01 0.06 0.18 0.11 0.09
子育て支援の充実 2.33 0.99 -0.56 -0.21 0.08 -0.10 0.08 0.22
学校教育環境の整備・充実 2.28 0.55 -0.47 0.00 -0.10 0.00 0.17 0.08
学校給食の充実 2.64 0.67 0.24 -0.36 -0.11 -0.31 0.20 0.21
高齢者支援の充実 2.44 0.25 0.15 0.09 -0.05 -0.28 -0.13 0.15
市民協働の推進 2.42 0.32 -0.22 0.05 -0.16 -0.17 0.22 0.13
行政運営の効率化 2.14 -0.04 -0.20 -0.20 -0.02 -0.15 0.28 0.19
市民サービスの向上 2.41 0.18 -0.11 -0.24 -0.17 -0.32 0.28 0.45
市民意向を中心とした財政投資 2.01 0.30 -0.17 -0.25 -0.17 -0.21 0.54 0.30
災害情報の発信力強化 2.58 0.83 -0.19 -0.03 -0.02 -0.33 0.06 0.15
官民防災協定締結の促進 2.49 0.53 -0.17 -0.07 -0.23 -0.09 0.19 0.17
地域公共交通の確保・維持・改善 1.83 0.19 0.03 -0.14 -0.26 -0.18 0.12 0.37
土地情報の整備促進 2.01 0.63 -0.08 -0.16 -0.24 -0.31 0.19 0.38
生活関連道路の改良 1.97 0.22 -0.13 -0.03 -0.13 -0.15 0.20 0.16
上下水道事業経営基盤の強化 2.17 0.67 0.37 -0.10 -0.14 -0.32 -0.03 0.22
農業の担い手確保 2.00 0.72 -0.01 -0.16 -0.17 -0.24 0.10 0.23
営農支援の充実 2.08 0.26 -0.22 -0.12 -0.19 -0.14 0.16 0.28
地元農産物のPR強化 2.26 0.94 -0.00 -0.10 -0.16 -0.33 0.16 0.16
工業団地への早期企業誘致 2.35 0.41 0.08 -0.09 -0.25 -0.13 -0.04 0.27
圏央道効果を活かした事業の推進 2.00 0.91 -0.02 -0.31 -0.29 -0.12 0.28 0.31
回答者数 328 11 29 53 68 46 38 83

全体より＋0.5以上は青、全体より-0.5以下は赤
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表 女性の年齢別満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 女性の年齢別満足度（全体との差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・女性の年齢別データでみると、満足度が高い項目は、30歳代で「市民協働の推進」、

40、60歳代で「災害情報の発信力強化」、50歳代で「子育て支援の充実」となってい

ます。 

・満足度の低い項目は、50、70歳代以上で「生活関連道路の改良」が多くなっていま

す。 

・また、子育て支援の充実をみると、平均と比較して特に20歳代の満足度が低くなってい

ます。 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.32 2.67 1.90 2.53 2.41 2.50 2.14 2.19
子育て支援の充実 2.42 2.75 2.12 2.25 2.33 2.68 2.50 2.66
学校教育環境の整備・充実 2.34 2.45 2.35 2.05 2.27 2.42 2.32 2.67
学校給食の充実 2.68 3.20 3.11 2.37 2.49 2.58 2.73 2.97
高齢者支援の充実 2.53 3.00 2.62 2.54 2.33 2.55 2.52 2.64
市民協働の推進 2.54 2.25 2.50 2.68 2.33 2.59 2.62 2.65
行政運営の効率化 2.23 2.33 2.32 1.86 2.11 2.26 2.41 2.53
市民サービスの向上 2.47 2.50 2.50 2.36 2.28 2.46 2.62 2.69
市民意向を中心とした財政投資 2.13 2.33 1.95 1.88 1.98 2.21 2.21 2.56
災害情報の発信力強化 2.64 3.20 2.57 2.63 2.49 2.60 2.73 2.82
官民防災協定締結の促進 2.52 3.00 2.52 2.38 2.38 2.63 2.42 2.71
地域公共交通の確保・維持・改善 1.84 1.13 1.74 1.73 1.65 2.00 2.03 2.13
土地情報の整備促進 2.09 2.00 2.25 2.10 1.96 1.96 2.10 2.29
生活関連道路の改良 2.03 2.17 2.24 2.09 1.82 1.95 2.17 2.04
上下水道事業経営基盤の強化 2.19 2.60 2.69 2.00 1.93 2.06 2.31 2.29
農業の担い手確保 2.09 2.33 2.29 1.83 1.97 2.35 2.08 2.05
営農支援の充実 2.19 2.33 2.29 1.89 2.00 2.40 2.33 2.33
地元農産物のPR強化 2.35 2.40 2.47 2.35 2.25 2.47 2.48 2.20
工業団地への早期企業誘致 2.36 2.75 2.50 2.61 2.23 2.50 2.36 2.11
圏央道効果を活かした事業の推進 2.11 3.00 2.19 2.21 1.98 2.08 2.07 2.07
回答者数 400 11 45 66 87 55 49 87

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.32 0.35 -0.42 0.21 0.10 0.18 -0.18 -0.13 
子育て支援の充実 2.33 0.33 -0.30 -0.16 -0.08 0.26 0.08 0.24
学校教育環境の整備・充実 2.28 0.12 0.02 -0.29 -0.06 0.08 -0.01 0.33
学校給食の充実 2.64 0.52 0.43 -0.30 -0.18 -0.09 0.05 0.30
高齢者支援の充実 2.44 0.47 0.08 0.01 -0.20 0.02 -0.02 0.11
市民協働の推進 2.42 -0.29 -0.04 0.14 -0.21 0.05 0.07 0.11
行政運営の効率化 2.14 0.10 0.08 -0.37 -0.13 0.03 0.17 0.30
市民サービスの向上 2.41 0.03 0.03 -0.11 -0.19 -0.01 0.15 0.23
市民意向を中心とした財政投資 2.01 0.21 -0.18 -0.24 -0.15 0.08 0.08 0.43
災害情報の発信力強化 2.58 0.56 -0.07 -0.02 -0.15 -0.04 0.08 0.18
官民防災協定締結の促進 2.49 0.48 0.01 -0.13 -0.13 0.12 -0.09 0.19
地域公共交通の確保・維持・改善 1.83 -0.72 -0.11 -0.12 -0.19 0.16 0.18 0.29
土地情報の整備促進 2.01 -0.09 0.16 0.01 -0.13 -0.13 0.01 0.20
生活関連道路の改良 1.97 0.14 0.22 0.07 -0.21 -0.07 0.14 0.01
上下水道事業経営基盤の強化 2.17 0.41 0.50 -0.19 -0.26 -0.13 0.12 0.10
農業の担い手確保 2.00 0.25 0.20 -0.25 -0.12 0.26 -0.00 -0.04 
営農支援の充実 2.08 0.14 0.09 -0.30 -0.19 0.21 0.14 0.14
地元農産物のPR強化 2.26 0.05 0.11 -0.00 -0.10 0.12 0.13 -0.15 
工業団地への早期企業誘致 2.35 0.39 0.14 0.24 -0.13 0.14 -0.01 -0.25 
圏央道効果を活かした事業の推進 2.00 0.89 0.07 0.10 -0.13 -0.03 -0.04 -0.04 
回答者数 400 11 45 66 87 55 49 87

全体より＋0.5以上は青、全体より-0.5以下は赤
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②  重 要 度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 全体及び年齢別重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要度の算出方法について 

 

重要度の算出にあたっては 

「重要」・・・・・・・・・・・・・・４点 

「どちらかといえば重要」・・・・・・３点 

「どちらかといえば重要でない」・・・２点 

「重要でない」・・・・・・・・・・・１点 

として点数をつけて足した上で、上記４項目の回答者数で割ることで、重要度を求

めました。 

そのため、平均点は 2.5 点になります。 

・重要度については、重要だと思うの点数が最も高いのは「子育て支援の充

実」、最も低いのは「結婚相談体制の充実」となっています。 

・年齢別でみると、10歳代では「地域公共交通の確保・維持・改善」、40歳代

では「災害情報の発信力強化」、50、60歳代は「高齢者支援の充実」、70歳

代以上は「市民意向を中心とした財政投資」が最も重要と回答しています。 

・逆に、重要でないという項目は、10歳代は「行政運営の効率化」、20、60

歳代では「市民協働の推進」、70歳代以上では「土地情報の整備促進」とな

っています。 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.93 3.13 3.00 2.78 2.70 2.79 2.97 3.34
子育て支援の充実 3.53 3.61 3.69 3.64 3.47 3.37 3.41 3.59
学校教育環境の整備・充実 3.47 3.62 3.51 3.62 3.44 3.29 3.26 3.56
学校給食の充実 3.29 3.43 3.15 3.31 3.34 3.08 3.17 3.47
高齢者支援の充実 3.43 3.21 3.28 3.28 3.43 3.43 3.55 3.56
市民協働の推進 2.98 3.13 2.86 2.82 2.98 2.83 2.87 3.36
行政運営の効率化 3.29 3.06 3.22 3.24 3.23 3.16 3.32 3.53
市民サービスの向上 3.29 3.29 3.22 3.14 3.26 3.21 3.32 3.50
市民意向を中心とした財政投資 3.32 3.19 3.18 3.35 3.29 3.08 3.24 3.64
災害情報の発信力強化 3.50 3.56 3.55 3.42 3.50 3.36 3.45 3.63
官民防災協定締結の促進 3.27 3.07 3.20 3.19 3.23 3.11 3.22 3.58
地域公共交通の確保・維持・改善 3.37 3.68 3.35 3.29 3.42 3.25 3.29 3.46
土地情報の整備促進 3.06 3.13 3.12 2.88 3.04 2.94 3.08 3.25
生活関連道路の改良 3.34 3.25 3.35 3.24 3.21 3.30 3.34 3.58
上下水道事業経営基盤の強化 3.29 3.33 3.08 3.22 3.29 3.17 3.31 3.52
農業の担い手確保 3.21 3.29 3.16 3.16 3.12 3.09 3.23 3.44
営農支援の充実 3.16 3.47 3.09 3.15 3.10 3.03 3.12 3.35
地元農産物のPR強化 3.25 3.28 3.20 3.19 3.25 3.05 3.31 3.43
工業団地への早期企業誘致 3.27 3.24 3.06 3.09 3.29 3.29 3.30 3.44
圏央道効果を活かした事業の推進 3.32 3.44 3.25 3.22 3.34 3.24 3.24 3.48
回答者数 732 22 74 120 156 101 87 172

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目
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表 男性の年齢別重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 男性の年齢別重要度（全体との差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男性で重要と考えられる項目で最も低いのは「市民協働の推進」となっており、全体と

は異なっています。 

・また、年齢別データでみると、最も重要と考える項目は、10歳代では「営農支援の充

実」、50歳代では「高齢者支援の充実」、60歳代以上では「災害情報の発信力の強化」

となっています。 

・最も重要でないと考えられる項目は、20、30、50、60歳代は「市民協働の推進」が

最も多く、10、40歳代は「結婚支援体制の充実」、70歳代以上は「土地情報の整備促

進」となっています。 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 3.03 3.14 3.13 2.90 2.85 2.78 3.03 3.40
子育て支援の充実 3.50 3.67 3.54 3.49 3.48 3.29 3.50 3.60
学校教育環境の整備・充実 3.41 3.64 3.37 3.42 3.43 3.15 3.28 3.57
学校給食の充実 3.17 3.27 2.92 2.93 3.27 2.94 3.23 3.43
高齢者支援の充実 3.29 3.30 3.07 2.90 3.26 3.33 3.50 3.50
市民協働の推進 2.88 3.38 2.52 2.56 2.95 2.62 2.76 3.32
行政運営の効率化 3.30 3.14 3.19 3.24 3.30 3.13 3.27 3.49
市民サービスの向上 3.24 3.22 3.12 3.09 3.21 3.13 3.32 3.46
市民意向を中心とした財政投資 3.25 3.44 3.00 3.27 3.30 2.88 3.24 3.52
災害情報の発信力強化 3.43 3.70 3.48 3.24 3.47 3.17 3.52 3.60
官民防災協定締結の促進 3.18 3.14 2.96 2.98 3.18 3.03 3.19 3.49
地域公共交通の確保・維持・改善 3.28 3.55 3.04 3.20 3.28 3.17 3.39 3.41
土地情報の整備促進 3.03 3.25 3.04 2.79 3.09 2.81 3.07 3.23
生活関連道路の改良 3.32 3.56 3.30 3.20 3.16 3.17 3.45 3.54
上下水道事業経営基盤の強化 3.22 3.57 2.85 3.12 3.29 2.95 3.32 3.44
農業の担い手確保 3.16 3.38 3.04 3.05 3.13 2.86 3.30 3.37
営農支援の充実 3.10 3.83 3.00 3.00 3.16 2.74 3.14 3.28
地元農産物のPR強化 3.22 3.44 3.13 3.04 3.37 2.84 3.32 3.39
工業団地への早期企業誘致 3.30 3.56 3.14 3.09 3.30 3.21 3.48 3.42
圏央道効果を活かした事業の推進 3.34 3.78 3.36 3.26 3.35 3.20 3.29 3.42
回答者数 328 11 29 53 68 46 38 83

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.93 0.11 0.09 -0.13 -0.18 -0.25 -0.00 0.37
子育て支援の充実 3.53 0.16 0.04 -0.01 -0.02 -0.21 -0.00 0.10
学校教育環境の整備・充実 3.47 0.23 -0.04 0.01 0.02 -0.26 -0.13 0.16
学校給食の充実 3.29 0.10 -0.25 -0.24 0.10 -0.23 0.06 0.26
高齢者支援の充実 3.43 0.01 -0.22 -0.39 -0.03 0.04 0.21 0.21
市民協働の推進 2.98 0.49 -0.36 -0.32 0.06 -0.26 -0.13 0.44
行政運営の効率化 3.29 -0.15 -0.10 -0.05 0.01 -0.16 -0.02 0.20
市民サービスの向上 3.29 -0.02 -0.12 -0.15 -0.02 -0.11 0.09 0.22
市民意向を中心とした財政投資 3.32 0.19 -0.25 0.02 0.05 -0.38 -0.01 0.26
災害情報の発信力強化 3.50 0.27 0.05 -0.20 0.03 -0.27 0.08 0.16
官民防災協定締結の促進 3.27 -0.04 -0.22 -0.20 -0.00 -0.15 0.01 0.31
地域公共交通の確保・維持・改善 3.37 0.26 -0.25 -0.09 -0.00 -0.12 0.11 0.13
土地情報の整備促進 3.06 0.22 0.01 -0.24 0.06 -0.22 0.04 0.20
生活関連道路の改良 3.34 0.24 -0.02 -0.12 -0.16 -0.15 0.14 0.22
上下水道事業経営基盤の強化 3.29 0.35 -0.37 -0.10 0.07 -0.27 0.10 0.22
農業の担い手確保 3.21 0.22 -0.11 -0.11 -0.02 -0.30 0.14 0.21
営農支援の充実 3.16 0.73 -0.10 -0.10 0.06 -0.36 0.04 0.18
地元農産物のPR強化 3.25 0.23 -0.09 -0.17 0.15 -0.38 0.11 0.17
工業団地への早期企業誘致 3.27 0.26 -0.16 -0.21 -0.00 -0.09 0.18 0.12
圏央道効果を活かした事業の推進 3.32 0.44 0.02 -0.08 0.01 -0.14 -0.05 0.09
回答者数 732 22 74 120 156 101 87 172

全体より＋0.5以上は青、全体より-0.5以下は赤
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表 女性の年齢別重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 女性の年齢別重要度（全体との差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・女性の年齢別データでみると、最も重要と考える項目は、10歳代は「地域公共交通の確

保・維持・改善」、30歳代は「学校教育環境の整備・充実」、40、60歳代は「高齢者支援

の充実」、50歳代は「災害情報の発信力強化」、70歳代以上は「市民意向を中心とした財

政投資」となっています。 

・重要度の低い項目は、10歳代では「市民意向を中心とした財政投資」となっています。 

 

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.93 0.28 0.08 -0.17 -0.28 -0.05 0.08 0.42
子育て支援の充実 3.53 0.00 0.23 0.20 -0.09 -0.13 -0.22 0.02
学校教育環境の整備・充実 3.47 0.09 0.09 0.25 -0.06 -0.13 -0.26 0.04
学校給食の充実 3.29 0.22 -0.08 0.22 -0.00 -0.19 -0.25 0.14
高齢者支援の充実 3.43 -0.42 -0.13 0.02 0.02 -0.03 0.06 0.08
市民協働の推進 2.98 -0.20 0.00 -0.06 -0.06 -0.10 -0.10 0.35
行政運営の効率化 3.29 -0.29 -0.05 -0.04 -0.10 -0.10 0.07 0.30
市民サービスの向上 3.29 0.05 -0.04 -0.14 -0.02 -0.05 -0.01 0.23
市民意向を中心とした財政投資 3.32 -0.52 -0.07 0.06 -0.10 -0.12 -0.14 0.43
災害情報の発信力強化 3.50 -0.17 0.05 0.02 -0.02 -0.03 -0.15 0.12
官民防災協定締結の促進 3.27 -0.36 0.01 0.03 -0.09 -0.17 -0.11 0.33
地域公共交通の確保・維持・改善 3.37 0.43 0.12 -0.06 0.07 -0.13 -0.22 0.08
土地情報の整備促進 3.06 -0.09 0.09 -0.06 -0.07 -0.04 0.01 0.16
生活関連道路の改良 3.34 -0.51 0.03 -0.07 -0.10 0.04 -0.12 0.27
上下水道事業経営基盤の強化 3.29 -0.24 -0.11 -0.04 -0.05 -0.01 -0.06 0.24
農業の担い手確保 3.21 -0.04 -0.02 -0.03 -0.14 0.01 -0.10 0.28
営農支援の充実 3.16 0.00 -0.06 0.06 -0.15 0.04 -0.12 0.23
地元農産物のPR強化 3.25 -0.18 -0.04 0.02 -0.11 -0.07 0.02 0.20
工業団地への早期企業誘致 3.27 -0.38 -0.25 -0.12 0.04 0.11 -0.10 0.22
圏央道効果を活かした事業の推進 3.32 -0.19 -0.13 -0.08 0.03 -0.02 -0.10 0.23
回答者数 732 22 74 120 156 101 87 172

全体より＋0.5以上は青、全体より-0.5以下は赤

全体 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

結婚支援体制の充実 2.84 3.13 2.92 2.67 2.56 2.80 2.92 3.26
子育て支援の充実 3.55 3.56 3.78 3.75 3.46 3.42 3.33 3.57
学校教育環境の整備・充実 3.51 3.60 3.60 3.77 3.45 3.38 3.25 3.55
学校給食の充実 3.38 3.60 3.30 3.59 3.37 3.18 3.13 3.52
高齢者支援の充実 3.53 3.11 3.40 3.55 3.55 3.50 3.59 3.62
市民協働の推進 3.08 2.88 3.08 3.02 3.01 2.98 2.97 3.43
行政運営の効率化 3.29 3.00 3.24 3.25 3.19 3.19 3.36 3.59
市民サービスの向上 3.33 3.38 3.29 3.19 3.31 3.27 3.32 3.56
市民意向を中心とした財政投資 3.37 2.86 3.31 3.43 3.27 3.25 3.23 3.80
災害情報の発信力強化 3.55 3.38 3.60 3.56 3.53 3.52 3.40 3.67
官民防災協定締結の促進 3.36 3.00 3.37 3.39 3.27 3.19 3.25 3.69
地域公共交通の確保・維持・改善 3.44 3.88 3.56 3.38 3.51 3.31 3.22 3.52
土地情報の整備促進 3.09 3.00 3.18 3.03 3.02 3.04 3.10 3.24
生活関連道路の改良 3.37 2.86 3.39 3.29 3.27 3.41 3.25 3.63
上下水道事業経営基盤の強化 3.36 3.13 3.25 3.33 3.31 3.35 3.30 3.60
農業の担い手確保 3.26 3.22 3.24 3.24 3.13 3.28 3.17 3.54
営農支援の充実 3.22 3.22 3.16 3.27 3.06 3.26 3.10 3.45
地元農産物のPR強化 3.29 3.11 3.25 3.31 3.18 3.21 3.31 3.49
工業団地への早期企業誘致 3.25 2.88 3.00 3.13 3.29 3.36 3.15 3.47
圏央道効果を活かした事業の推進 3.30 3.11 3.17 3.22 3.34 3.28 3.21 3.53
回答者数 400 11 45 66 87 55 49 87

注：青は最も高い項目、赤は最も低い項目
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（2）重点的に取り組んで欲しいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.7%

30.1%

29.4%

28.0%

16.1%

16.1%

15.4%

14.6%

14.2%

13.1%

12.4%

10.8%

10.5%

10.4%

10.1%

8.6%

8.3%

7.4%

7.1%

6.8%

6.7%

6.4%

6.3%

5.9%

5.6%

5.1%

4.9%

4.6%

4.5%

4.4%

4.2%

3.7%

3.3%

2.5%

2.0%

1.6%

1.4%

0.7%

5.9%

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

医療

児童福祉・子育て支援

学校教育

高齢者福祉

広域交通網

土地利用

防犯・交通安全

幹線市道・生活道路・橋りょう

商業・サービス業

社会保障

上下水道

雇用・労働

スポーツ・レクリエーション

公園・緑地・景観・河川・斎場

財政運営

観光

防災・消防

予防衛生・健康づくり

乳幼児教育

行政運営

地域福祉

障がい者福祉

ごみ処理・し尿処理

農業の振興

自然環境

工業

住宅

芸術・文化

地域文化継承

農業基盤整備

シティプロモーション

青少年健全育成

コミュニティ・市民協働・情報公開

情報化の推進

交流

人権尊重

消費者の保護・育成

男女共同参画

無回答
（N＝732）

・重点的に取り組んで欲しいことについては、「医療」が44.7％と最も多く、次いで

「児童福祉・子育て支援」が30.1％の順となっています。 

・男女別、年齢別で分析すると、女性の20歳代と30歳代は「児童福祉・子育て支援」

が多く、男性の40、60歳代では「学校教育」が最も多くなっています。 

1 位が医療でない年齢・性別階層 

 

男性 10 歳代 

「商業・サービス業」    45.5％ 

男性 30 歳代 

「児童福祉・子育て支援」  47.2％ 

男性 40 歳代 

「学校教育（医療と同率）」  35.3％ 

男性 60 歳代 

「学校教育」         39.5％ 

 

女性 10 歳代 

「幹線市道・生活道路・橋りょう」 

              45.5％ 

女性 20 歳代 

「児童福祉・子育て支援」  48.9％ 

女性 30 歳代 

「児童福祉・子育て支援」  62.1％ 

女性 70 歳代以上 

「高齢者福祉」       50.6％ 
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４  坂 東 市 に お け る 地 域 活 性 化 策 に つ い て  

① 人口減少対策として魅力的なまちづくりに特に必要な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.9%

43.2%

21.9%

21.4%

18.4%

13.7%

12.4%

12.0%

11.6%

11.3%

9.8%

7.5%

6.6%

5.3%

3.7%

2.7%

4.9%

3.7%

0% 20% 40% 60%

結婚・出産・子育て支援の充実

医療・福祉サービスの充実

空き家・空き店舗の活用

良好な住環境の整備

教育環境の充実

産業振興・新たな雇用創出

ワークライフバランスの実現

補助制度による移住者・定住者への支援

移住・定住希望者の住宅取得への支援

災害に強いまちづくり

移住に向けた魅力の発信・PR強化

観光産業の推進・交流の機会拡大

地域農業の振興・担い手の育成

生涯現役・健康長寿社会の構築

地域力向上・坂東っ子育成支援

地域と地域の連携

その他

無回答（N＝732）

・人口減少対策として魅力的なまちづくりに特に必要な取り組みは、「結婚・出産・子育て支

援の充実」が51.9％と最も多く、次いで「医療・福祉サービスの充実」が43.2％の順と

なっています。 

・年齢別で分析すると、20、30歳代では「結婚・出産・子育て支援の充実」の回答が多い

のが特徴となっています。 

回答
者数

結婚・
出産・
子育て
支援の
充実

教育環
境の充

実

ワーク
ライフ
バラン
スの実

現

医療・
福祉

サービ
スの充

実

補助制
度によ
る移住
者・定
住者へ
の支援

移住・
定住希
望者の
住宅取
得への
支援

良好な
住環境
の整備

空き
家・空
き店舗
の活用

産業振
興・新
たな雇
用創出

地域農
業の振
興・担
い手の
育成

観光産
業の推
進・交
流の機
会拡大

地域と
地域の
連携

生涯現
役・健
康長寿
社会の
構築

地域力
向上・
坂東っ
子育成
支援

災害に
強いま
ちづくり

移住に
向けた
魅力の
発信・
PR強
化

その他 無回答

人数 732 380 135 91 316 88 85 157 160 100 48 55 20 39 27 83 72 36 27

構成比 51.9% 18.4% 12.4% 43.2% 12.0% 11.6% 21.4% 21.9% 13.7% 6.6% 7.5% 2.7% 5.3% 3.7% 11.3% 9.8% 4.9% 3.7%

人数 22 11 7 4 9 0 0 4 6 1 0 5 1 0 1 2 3 2 0

構成比 50.0% 31.8% 18.2% 40.9% 0.0% 0.0% 18.2% 27.3% 4.5% 0.0% 22.7% 4.5% 0.0% 4.5% 9.1% 13.6% 9.1% 0.0%

人数 74 55 12 14 21 13 12 16 15 3 1 10 1 1 1 11 9 10 1

構成比 74.3% 16.2% 18.9% 28.4% 17.6% 16.2% 21.6% 20.3% 4.1% 1.4% 13.5% 1.4% 1.4% 1.4% 14.9% 12.2% 13.5% 1.4%

人数 120 82 29 20 44 13 20 21 28 8 10 6 4 0 4 18 8 9 3

構成比 68.3% 24.2% 16.7% 36.7% 10.8% 16.7% 17.5% 23.3% 6.7% 8.3% 5.0% 3.3% 0.0% 3.3% 15.0% 6.7% 7.5% 2.5%

人数 156 69 45 24 68 23 17 35 27 23 9 16 7 7 7 14 16 9 2

構成比 44.2% 28.8% 15.4% 43.6% 14.7% 10.9% 22.4% 17.3% 14.7% 5.8% 10.3% 4.5% 4.5% 4.5% 9.0% 10.3% 5.8% 1.3%

人数 101 43 14 15 48 13 7 30 27 13 7 6 5 7 1 4 17 3 3

構成比 42.6% 13.9% 14.9% 47.5% 12.9% 6.9% 29.7% 26.7% 12.9% 6.9% 5.9% 5.0% 6.9% 1.0% 4.0% 16.8% 3.0% 3.0%

人数 87 45 9 7 40 14 10 16 18 20 9 3 1 5 2 8 10 1 5

構成比 51.7% 10.3% 8.0% 46.0% 16.1% 11.5% 18.4% 20.7% 23.0% 10.3% 3.4% 1.1% 5.7% 2.3% 9.2% 11.5% 1.1% 5.7%

人数 172 75 19 7 86 12 19 35 39 32 12 9 1 19 11 26 9 2 13

構成比 43.6% 11.0% 4.1% 50.0% 7.0% 11.0% 20.3% 22.7% 18.6% 7.0% 5.2% 0.6% 11.0% 6.4% 15.1% 5.2% 1.2% 7.6%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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② 安定した雇用の創出に向けて力を入れること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48.6%

26.6%

25.0%

24.3%

23.6%

22.8%

20.8%

16.8%

12.8%

7.4%

2.2%

5.6%

0% 20% 40% 60%

企業誘致の促進

農業の活性化、就農者への支援

多様な働き方・テレワークの推進

学校と企業の連携による人材育成

既存企業の活性化への支援

女性の職域拡大・復職支援などの活躍推進

雇用・就労支援策に関する情報提供

既存企業の規模や採用人数の拡大

創業支援

外国人の受け入れ・共生のための対応策

その他

無回答（N＝732）

回答者数
企業誘
致の促

進

既存企
業の活
性化へ
の支援

既存企
業の規
模や採
用人数
の拡大

多様な
働き方・

テレ
ワーク
の推進

創業支
援

農業の
活性

化、就
農者へ
の支援

学校と
企業の
連携に
よる人
材育成

雇用・就
労支援
策に関
する情
報提供

女性の
職域拡
大・復職
支援な
どの活
躍推進

外国人
の受け

入れ・共
生のた
めの対
応策

その他 無回答

人数 732 356 173 123 183 94 195 178 152 167 54 16 41

構成比 48.6% 23.6% 16.8% 25.0% 12.8% 26.6% 24.3% 20.8% 22.8% 7.4% 2.2% 5.6%

人数 22 7 2 2 12 2 7 5 4 4 2 0 1

構成比 31.8% 9.1% 9.1% 54.5% 9.1% 31.8% 22.7% 18.2% 18.2% 9.1% 0.0% 4.5%

人数 74 22 20 12 36 9 12 19 11 27 3 1 5

構成比 29.7% 27.0% 16.2% 48.6% 12.2% 16.2% 25.7% 14.9% 36.5% 4.1% 1.4% 6.8%

人数 120 58 34 18 40 17 33 27 24 39 10 5 2

構成比 48.3% 28.3% 15.0% 33.3% 14.2% 27.5% 22.5% 20.0% 32.5% 8.3% 4.2% 1.7%

人数 156 80 49 28 41 23 42 35 34 32 12 5 6

構成比 51.3% 31.4% 17.9% 26.3% 14.7% 26.9% 22.4% 21.8% 20.5% 7.7% 3.2% 3.8%

人数 101 53 22 21 19 14 33 22 22 19 8 1 7

構成比 52.5% 21.8% 20.8% 18.8% 13.9% 32.7% 21.8% 21.8% 18.8% 7.9% 1.0% 6.9%

人数 87 48 20 19 13 13 22 17 21 17 4 2 4

構成比 55.2% 23.0% 21.8% 14.9% 14.9% 25.3% 19.5% 24.1% 19.5% 4.6% 2.3% 4.6%

人数 172 88 26 23 22 16 46 53 36 29 15 2 16

構成比 51.2% 15.1% 13.4% 12.8% 9.3% 26.7% 30.8% 20.9% 16.9% 8.7% 1.2% 9.3%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

・安定した雇用の創出に向けて力を入れることは、「企業誘致の促進」が48.6％と最も多

く、次いで「農業の活性化、就農者への支援」の順となっています。 

・年齢別でみると、10、20歳代は「多様な働き方・テレワークの推進」が最も多いのが特

徴となっています。 
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③ 教育において、力を入れるべき取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.7%

32.4%

30.9%

27.7%

24.6%

19.5%

18.7%

16.7%

16.5%

13.4%

6.7%

5.5%

3.3%

1.8%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40%

人権教育（いじめ等）への取り組み

英語教育・国際理解教育

学力向上への取組み

子どもの生活習慣の育成

教員の資質向上

学校関係施設の整備・充実

少子化に対応した学校教育の推進

郷土学習、野外体験活動など豊かな人間性の育成

食育教育、健康教育、環境教育等の推進

スポーツ活動の推進

キャリア教育の推進

生涯学習と芸術・文化の推進

GIGAスクールの推進

その他

無回答（N＝732）

・教育において、力を入れるべき取り組みは、「人権教育（いじめ等）への取り組み」が

33.7％と最も多く、次いで「英語教育・国際理解教育」の順となっています。 

・年齢別でみると、10、30歳代は「英語教育・国際理解教育」が最も多いのが特徴となっ

ています。 

回答者
数

子ども
の生活
習慣の
育成

郷土学
習、野
外体験
活動な
ど豊か
な人間
性の育

成

学力向
上への
取組み

英語教
育・国
際理解
教育

GIGAス
クール
の推進

キャリア
教育の
推進

食育教
育、健
康教

育、環
境教育
等の推

進

人権教
育（いじ
め等）
への取
り組み

生涯学
習と芸
術・文
化の推

進

スポー
ツ活動
の推進

少子化
に対応
した学
校教育
の推進

教員の
資質向

上

学校関
係施設
の整
備・充

実

その他 無回答

人数 732 203 122 226 237 24 49 121 247 40 98 137 180 143 13 43

構成比 27.7% 16.7% 30.9% 32 .4% 3.3% 6.7% 16.5% 33.7% 5.5% 13.4% 18.7% 24.6% 19.5% 1.8% 5.9%

人数 22 5 2 7 10 1 1 1 9 1 4 4 5 4 1 0

構成比 22.7% 9.1% 31.8% 45.5% 4.5% 4.5% 4.5% 40.9% 4.5% 18.2% 18.2% 22.7% 18.2% 4.5% 0.0%

人数 74 15 12 19 27 3 8 7 39 2 11 12 19 20 1 3

構成比 20.3% 16.2% 25.7% 36 .5% 4.1% 10.8% 9.5% 52.7% 2.7% 14.9% 16.2% 25.7% 27.0% 1.4% 4.1%

人数 120 30 19 45 51 6 6 19 43 4 20 20 31 31 4 2

構成比 25.0% 15.8% 37 .5% 42.5% 5.0% 5.0% 15.8% 35.8% 3.3% 16.7% 16.7% 25.8% 25.8% 3.3% 1.7%

人数 156 36 22 56 56 9 16 21 63 8 28 23 36 35 1 7

構成比 23.1% 14.1% 35 .9% 35 .9% 5.8% 10.3% 13.5% 40.4% 5.1% 17.9% 14.7% 23.1% 22.4% 0.6% 4.5%

人数 101 31 14 24 29 1 8 15 35 8 18 26 29 18 2 3

構成比 30.7% 13.9% 23.8% 28.7% 1.0% 7.9% 14.9% 34.7% 7.9% 17.8% 25.7% 28.7% 17.8% 2.0% 3.0%

人数 87 32 18 27 27 1 3 21 24 5 3 14 22 14 2 4

構成比 36.8% 20.7% 31 .0% 31 .0% 1.1% 3.4% 24.1% 27.6% 5.7% 3.4% 16.1% 25.3% 16.1% 2.3% 4.6%

人数 172 54 35 48 37 3 7 37 34 12 14 38 38 21 2 24

構成比 31.4% 20.3% 27 .9% 21.5% 1.7% 4.1% 21.5% 19.8% 7.0% 8.1% 22.1% 22.1% 12.2% 1.2% 14.0%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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５  「 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 」 拡 大 状 況 下 に お け る 生 活 等 に つ い て  

① 感染予防のためにしていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97.3%

93.4%

76.2%

57.5%

54.6%

49.0%

0.1%

2.9%

1.0%

0% 50% 100% 150%

外出するときは，マスクなど咳エチケットに

心がけている

手洗い・うがいやアルコールによる手指の

消毒をしている

人が集まるような場所には行かないように

している

換気の悪い場所には行かないようにしてい

る

会話をするときには一定の距離を保った

り，声の大きさに気をつけるようにしている

十分な栄養摂取や睡眠など，規則正しい

生活を心がけている

特にやっていることはない

その他

無回答（N＝732）

・感染予防のためにしていることは、「外出するときは，マスクなど咳エチケットに心がけて

いる」が97.3％と最も多く、次いで「手洗い・うがいやアルコールによる手指の消毒をし

ている」が93.4％となっています。 

・年齢別では、年齢が高くなると、感染予防のためにしている割合がやや高くなる傾向があ

ります。 

回答者数

手洗い・う
がいやアル
コールによ
る手指の消
毒をしてい

る

外出すると
きは，マス
クなど咳エ
チケットに

心がけてい
る

人が集まる
ような場所
には行かな
いようにし

ている

換気の悪
い場所には
行かないよ
うにしてい

る

会話をする
ときには一
定の距離を
保ったり，
声の大きさ
に気をつけ
るようにし

ている

十分な栄
養摂取や
睡眠など，
規則正しい
生活を心が
けている

特にやって
いることは

ない
その他 無回答

人数 732 684 712 558 421 400 359 1 21 7

構成比 93.4% 97.3% 76.2% 57.5% 54.6% 49.0% 0.1% 2.9% 1.0%

人数 22 21 22 14 9 6 9 0 0 0

構成比 95.5% 100.0% 63.6% 40.9% 27.3% 40.9% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 74 71 72 48 32 33 35 0 3 0

構成比 95.9% 97.3% 64.9% 43.2% 44.6% 47.3% 0.0% 4.1% 0.0%

人数 120 112 116 88 69 55 58 1 0 1

構成比 93.3% 96.7% 73.3% 57.5% 45.8% 48.3% 0.8% 0.0% 0.8%

人数 156 151 156 118 100 89 70 0 7 0

構成比 96.8% 100.0% 75.6% 64.1% 57.1% 44.9% 0.0% 4.5% 0.0%

人数 101 93 97 85 59 62 41 0 0 1

構成比 92.1% 96.0% 84.2% 58.4% 61.4% 40.6% 0.0% 0.0% 1.0%

人数 87 83 86 66 53 55 53 0 2 1

構成比 95.4% 98.9% 75.9% 60.9% 63.2% 60.9% 0.0% 2.3% 1.1%

人数 172 153 163 139 99 100 93 0 9 4

構成比 89.0% 94.8% 80.8% 57.6% 58.1% 54.1% 0.0% 5.2% 2.3%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で困っていることなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.2%

36.5%

30.5%

29.2%

20.2%

15.0%

13.8%

11.7%

9.0%

5.1%

3.0%

3.1%

3.1%

0% 20% 40% 60%

友人や近所との会話，関わりがなくなった

運動不足

筋力の低下・体重の増加

精神的ストレスがたまる・怒鳴ってしまう

感染が心配で通院や買い物等の外出ができない

情報がない，あるいは情報がありすぎる

収入が減った・解雇された

特に困っていることや心配なことはない

物忘れなどが多くなっている

不眠になった

持病の悪化

その他

無回答（N＝732）

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で困っていることなどは、「友人や近所との会話，関

わりがなくなった」が45.2％と最も多く、次いで「運動不足」が36.5％となっていま

す。 

・年齢別では、30歳代では「運動不足」が最も多くなっています。 

回答者数
運動不

足

精神的
ストレス
がたま
る・怒

鳴ってし
まう

持病の
悪化

物忘れ
などが

多くなっ
ている

筋力の
低下・
体重の
増加

感染が
心配で
通院や
買い物
等の外
出がで
きない

友人や
近所と
の会

話，関
わりが
なくなっ

た

不眠に
なった

収入が
減った・
解雇さ
れた

情報が
ない，あ
るいは
情報が
ありす
ぎる

特に
困って

いること
や心配
なことは

ない

その他 無回答

人数 732 267 214 22 66 223 148 331 37 101 110 86 23 23

構成比 36.5% 29.2% 3.0% 9.0% 30.5% 20.2% 45.2% 5.1% 13.8% 15.0% 11.7% 3.1% 3.1%

人数 22 7 4 0 1 6 3 8 2 1 2 6 0 0

構成比 31.8% 18.2% 0.0% 4.5% 27.3% 13.6% 36.4% 9.1% 4.5% 9.1% 27.3% 0.0% 0.0%

人数 74 26 34 1 3 23 19 36 2 13 17 8 2 0

構成比 35.1% 45.9% 1.4% 4.1% 31.1% 25.7% 48.6% 2.7% 17.6% 23.0% 10.8% 2.7% 0.0%

人数 120 52 47 4 5 38 30 46 3 21 21 11 7 1

構成比 43.3% 39.2% 3.3% 4.2% 31.7% 25.0% 38.3% 2.5% 17.5% 17.5% 9.2% 5.8% 0.8%

人数 156 59 56 5 7 48 39 69 6 26 29 16 6 4

構成比 37.8% 35.9% 3.2% 4.5% 30.8% 25.0% 44.2% 3.8% 16.7% 18.6% 10.3% 3.8% 2.6%

人数 101 24 28 1 3 28 13 46 5 17 13 9 3 4

構成比 23.8% 27.7% 1.0% 3.0% 27.7% 12.9% 45.5% 5.0% 16.8% 12.9% 8.9% 3.0% 4.0%

人数 87 32 19 6 10 25 17 42 12 11 13 11 1 4

構成比 36.8% 21.8% 6.9% 11.5% 28.7% 19.5% 48.3% 13.8% 12.6% 14.9% 12.6% 1.1% 4.6%

人数 172 67 26 5 37 55 27 84 7 12 15 25 4 10

構成比 39.0% 15.1% 2.9% 21.5% 32.0% 15.7% 48.8% 4.1% 7.0% 8.7% 14.5% 2.3% 5.8%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答
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③ 今回の感染症拡大の影響下において，就労先ではどのような働き方になりま

したか。 

就労されている方のみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本的にテレ

ワーク

1.6%
テレワークと出勤

の併用

6.5%

基本的に出勤

89.9%

無回答

2.1%

（Ｎ＝387)

・感染症拡大の中、働き方について

は、「基本的に出勤」が89.9％と

なっています。 

・「 テ レ ワ ー ク と 出 勤 の 併 用 」 は

6.5％、「基本的にテレワーク」は

1.6％となっています。 

・年齢別でみても、顕著な差はあり

ません。 

 

回答者数
基本的にテ

レワーク

テレワーク
と出勤の併

用

基本的に
出勤

無回答

人数 387 6 25 348 8

構成比 1.6% 6.5% 89.9% 2.1%

人数 3 0 0 3 0

構成比 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

人数 50 1 5 43 1

構成比 2.0% 10.0% 86.0% 2.0%

人数 92 2 6 84 0

構成比 2.2% 6.5% 91.3% 0.0%

人数 118 3 6 109 0

構成比 2.5% 5.1% 92.4% 0.0%

人数 75 0 6 69 0

構成比 0.0% 8.0% 92.0% 0.0%

人数 38 0 2 32 4

構成比 0.0% 5.3% 84.2% 10.5%

人数 11 0 0 8 3

構成比 0.0% 0.0% 72.7% 27.3%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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④ テレワーク・在宅勤務する上で困っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45.7%

12.7%

10.6%

7.8%

7.0%

4.9%

4.7%

2.8%

1.0%

18.3%

4.4%

43.4%

0% 20% 40% 60%

テレワークができない職種である

光熱費や通信費の負担が大きい

自宅のネット回線がない，遅い・つながりにくい

テレワークのためのスペースや部屋がない

社内での気軽な相談・報告が困難

孤立感がある

子ども等が家にいることで仕事に集中できない

家に机，いす，エアコンなどの設備がない

残業が増える

特に困っていることはない

その他

無回答
（N＝387）

回答者数

自宅の
ネット回
線がな
い，遅

い・つな
がりにく

い

子ども等
が家に
いること
で仕事
に集中

できない

家に机，
いす，エ
アコンな
どの設
備がな

い

テレワー
クのため

のス
ペース
や部屋
がない

光熱費
や通信
費の負
担が大
きい

社内で
の気軽
な相談・
報告が
困難

テレワー
クができ
ない職
種であ

る

残業が
増える

孤立感
がある

特に
困ってい
ることは

ない

その他 無回答

人数 387 41 18 11 30 49 27 177 4 19 71 17 168

構成比 10.6% 4.7% 2.8% 7.8% 12.7% 7.0% 45.7% 1.0% 4.9% 18.3% 4.4% 43.4%

人数 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0%

人数 50 3 2 2 3 1 3 26 1 3 5 2 12

構成比 6.0% 4.0% 4.0% 6.0% 2.0% 6.0% 52.0% 2.0% 6.0% 10.0% 4.0% 24.0%

人数 92 13 8 2 7 14 10 41 1 5 17 8 28

構成比 14.1% 8.7% 2.2% 7.6% 15.2% 10.9% 44.6% 1.1% 5.4% 18.5% 8.7% 30.4%

人数 118 15 8 5 17 20 11 64 1 5 22 3 34

構成比 12.7% 6.8% 4.2% 14.4% 16.9% 9.3% 54.2% 0.8% 4.2% 18.6% 2.5% 28.8%

人数 75 7 0 2 2 11 2 33 1 5 16 0 25

構成比 9.3% 0.0% 2.7% 2.7% 14.7% 2.7% 44.0% 1.3% 6.7% 21.3% 0.0% 33.3%

人数 38 3 0 0 1 3 0 11 0 1 4 3 32

構成比 7.9% 0.0% 0.0% 2.6% 7.9% 0.0% 28.9% 0.0% 2.6% 10.5% 7.9% 84.2%

人数 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 37

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 45.5% 9.1% 336.4%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

・テレワーク・在宅勤務する上で困っていることは、「テレワークができない職種である」が

45.7％と最も多く、次いで「光熱費や通信費の負担が大きい」が12.7％となっていま

す。 

・年齢別では、顕著な差は見られませんでした。 
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⑤ ウィズ/ポスト・コロナ（コロナ禍／コロナ後）で職場に望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.1%

21.9%

20.0%

18.4%

17.8%

17.4%

16.2%

11.2%

3.3%

15.5%

0% 20% 40%

自分や家族との時間を大切にできる

好きな時間帯・曜日で働ける

消毒液の設置・換気等の感染症対策

テレワークができる（制度・機器等の整備提供）

特に望むことはない（満足している）

ダブルワークや副業ができる

業務量を減らしたい

自宅の近くで働ける・担当する

その他

無回答（N＝489）

回答者数

テレワー
クができ
る（制

度・機器
等の整
備提供）

好きな時
間帯・曜
日で働
ける

自分や
家族との
時間を大
切にでき

る

自宅の
近くで働
ける・担
当する

業務量を
減らした

い

ダブル
ワークや
副業が
できる

消毒液
の設置・
換気等
の感染
症対策

特に望
むことは
ない（満
足してい

る）

その他 無回答

人数 489 90 107 147 55 79 85 98 87 16 76

構成比 18.4% 21.9% 30.1% 11.2% 16.2% 17.4% 20.0% 17.8% 3.3% 15.5%

人数 3 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0

構成比 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

人数 51 11 12 23 6 17 11 9 5 2 2

構成比 21.6% 23.5% 45.1% 11.8% 33.3% 21.6% 17.6% 9.8% 3.9% 3.9%

人数 109 32 35 48 14 19 26 27 17 6 6

構成比 29.4% 32.1% 44.0% 12.8% 17.4% 23.9% 24.8% 15.6% 5.5% 5.5%

人数 140 27 32 44 20 22 30 34 31 4 8

構成比 19.3% 22.9% 31.4% 14.3% 15.7% 21.4% 24.3% 22.1% 2.9% 5.7%

人数 88 14 18 20 9 16 9 12 22 2 6

構成比 15.9% 20.5% 22.7% 10.2% 18.2% 10.2% 13.6% 25.0% 2.3% 6.8%

人数 54 4 6 10 4 5 7 13 9 2 19

構成比 7.4% 11.1% 18.5% 7.4% 9.3% 13.0% 24.1% 16.7% 3.7% 35.2%

人数 44 1 3 1 1 0 0 2 3 0 35

構成比 2.3% 6.8% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 4.5% 6.8% 0.0% 79.5%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答

・ウィズ/ポスト・コロナ（コロナ禍／コロナ後）で職場に望むことは、「自分や家族との時

間を大切にできる」が30.1％と最も多く、次いで「好きな時間帯・曜日で働ける」が

21.9％となっています。 

・年齢別では、20、30歳代では「自分や家族との時間を大切にできる」への回答が多く、

20歳代では「業務量を減らしたい」が33.3％と多くなっています。 
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６  持 続 可 能 な 開 発 目 標 （ SDGs） に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく知っている

10.5%

少し知っている

25.4%

名前だけは知っ

ている

22.1%

全く知らない（初

めて知った）

36.6%

無回答

5.3%

（Ｎ＝732)

・SDGｓを知っているかどうか

については、「全く知らない

（初めて知った）」が36.6％と

最も多く、次いで「少し知って

いる」が25.4％となっていま

す。 

・年齢別では10歳代を除き、あ

まり差はありませんでした。 

回答者数
よく知って

いる
少し知って

いる
名前だけは
知っている

全く知らな
い（初めて
知った）

無回答

人数 732 77 186 162 268 39

構成比 10.5% 25.4% 22.1% 36.6% 5.3%

人数 22 6 7 6 3 0

構成比 27.3% 31.8% 27.3% 13.6% 0.0%

人数 74 9 21 13 30 1

構成比 12.2% 28.4% 17.6% 40.5% 1.4%

人数 120 20 29 26 40 5

構成比 16.7% 24.2% 21.7% 33.3% 4.2%

人数 156 17 47 29 56 7

構成比 10.9% 30.1% 18.6% 35.9% 4.5%

人数 101 12 34 17 36 2

構成比 11.9% 33.7% 16.8% 35.6% 2.0%

人数 87 7 23 19 36 2

構成比 8.0% 26.4% 21.8% 41.4% 2.3%

人数 172 6 25 52 67 22

構成比 3.5% 14.5% 30.2% 39.0% 12.8%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上
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７  坂 東 市 の 生 活 に お け る 満 足 度 に つ い て  

① 坂東市の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2%

1.8%

3.3%

7.7%

7.5%

28.6%

13.3%

16.0%

12.7%

2.5%

1.9%

2.7%

0% 10% 20% 30%

0点（とても不満）

1点

2点

3点

4点

5点

6点

7点

8点

9点

10点（とても満足）

無回答

（N＝732）

・坂東市の満足度の分布をみると、「5点」が28.6％と最も多く、次いで「7点」が16.0％とな

っています。平均の満足度は5.54となっています。 

・これを男女別、年齢別でみると全体では女性の満足度が高く、特に70歳代以上の方が高いの

が特徴です。 

・逆に男性は、30歳代が4.86と最も低く、次いで50歳代が4.89と低くなっています。 

満足度

5.54
男性平均 5.36
１０歳代 5.73
２０歳代 4.96
３０歳代 4.86
４０歳代 5.30
５０歳代 4.89
６０歳代 5.71

７０歳以上 5.93
女性平均 5.67
１０歳代 5.64
２０歳代 5.56
３０歳代 5.33
４０歳代 5.54
５０歳代 5.93
６０歳代 5.61

７０歳以上 5.99

男
性

女
性

全
体
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② 満足度を考える際に重視したこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族や自分が心

身ともに健康であ

る

36.1%

私生活が充実し

ている

12.8%

就労などにやり

がいを感じている

2.0%

豊かな自然環境

に囲まれている

16.5%

子どもなどが健

やかに育まれて

いる

10.4%

経済的に大きな

不安がない

9.6%

地域社会やまち

づくりに参加して

いる

1.1%

その他

6.3%

無回答

5.2%

（Ｎ＝732)

・満足度を考える際に重視したことは、「家族や自分が心身ともに健康である」が36.1％と最も

多く、次いで「豊かな自然環境に囲まれている」が16.5％となっています。 

・年齢別では、30、40歳代は「子どもなどが健やかに育まれている」が多いのが特徴となっ

ています。 

回答者数

家族や自
分が心身
ともに健
康である

私生活が
充実して

いる

就労など
にやりが
いを感じ
ている

豊かな自
然環境に
囲まれて

いる

子どもな
どが健や
かに育ま
れている

経済的に
大きな不
安がない

地域社会
やまちづ
くりに参
加してい

る

その他 無回答

人数 732 264 94 15 121 76 70 8 46 38

構成比 36.1% 12.8% 2.0% 16.5% 10.4% 9.6% 1.1% 6.3% 5.2%

人数 22 9 5 0 6 0 0 1 1 0

構成比 40.9% 22.7% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5% 0.0%

人数 74 26 16 2 10 6 9 0 3 2

構成比 35.1% 21.6% 2.7% 13.5% 8.1% 12.2% 0.0% 4.1% 2.7%

人数 120 34 15 1 20 22 11 1 14 2

構成比 28.3% 12.5% 0.8% 16.7% 18.3% 9.2% 0.8% 11.7% 1.7%

人数 156 48 17 5 24 33 12 0 12 5

構成比 30.8% 10.9% 3.2% 15.4% 21.2% 7.7% 0.0% 7.7% 3.2%

人数 101 45 7 3 14 6 12 2 8 4

構成比 44.6% 6.9% 3.0% 13.9% 5.9% 11.9% 2.0% 7.9% 4.0%

人数 87 35 13 2 12 3 8 3 4 7

構成比 40.2% 14.9% 2.3% 13.8% 3.4% 9.2% 3.4% 4.6% 8.0%

人数 172 67 21 2 35 6 18 1 4 18

構成比 39.0% 12.2% 1.2% 20.3% 3.5% 10.5% 0.6% 2.3% 10.5%

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

１位：全体が黒で白文字、２位：全体が灰色で太文字

全体

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳以上

無回答


