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第１節　調査の概要

本計画の策定にあたっては、本市がこれまでに取組んできた施策に対する満足度や、今後、より充実を
図るべき取組み等について、市民の皆さんに幅広く御意見をうかがうためのアンケート調査を実施しまし
た。主な設問の回答結果等は、以下のとおりです。

（１）調査の実施方法・期間
①調査の対象者
本市に住民登録している満 18歳以上の市民の中から、無作為抽出した男女 5,000 人
②調査の実施方法
郵送による調査票の配布、郵送及びWEB（インターネット）による回収
③調査の実施期間
令和５（2023）年 11月 15日～ 12月 10日まで
④回収状況
配布数 5,000 票、有効回収数 1,814 件（郵送分 1,381 件、WEB分 433件）、回収率 36.3％

（２）設問の構成
【問１～８】回答者の属性等
【問９】まちの印象・暮らしやすさ（住み続けたいか、住み続けたい・住み続けたくない理由）
【問 10】日常生活における意識
【問 11・12】�まちの人口減少について（人口減少を知っていたか、人口減少を抑えるために行政が力

を入れるべき取組み（優先順位の高い順に１位から３位まで））
【問 13】現在の市民生活やまちづくりに対する評価と今後、行政が特に力を入れるべき取組み
【問 14】市民参加のまちづくり（まちづくりの主体）

第 2節　主な設問の回答結果

１　北茨城市への定住意識

「住み続けたい」が 81.9％で、「住み続けたくない」の 14.6％を大きく上回っています

「住み続けたい（51.4％）」と「できれば住み続けたい（30.5％）」を合わせた「住み続けたい」が 81.9％で、
「できれば住み続けたくない（12.0％）」と「住み続けたくない（2.6％）」を合わせた「住み続けたくない」
の 14.6％を大きく上回っています。
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第　　章3 市民意向の概要
（市民アンケート）
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年齢別に見ると、20代では「できれば住み続けたくない（16.3％）」と「住み続けたくない（6.6％）」
を合わせた「住み続けたくない」が 22.9％に上っているなど、若い年代ほど「住み続けたくない」の回
答率が高い傾向にあります。

平成 30年調査
（総数＝1,550）

令和 5年調査
（総数＝1,814）

住み続けたい できれば住み続けたい
できれば住み続けたくない 住み続けたくない
無回答

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

51.451.4 30.530.5 12.012.0 2.62.6 3.43.4

60.260.2 25.025.0 10.210.2 2.32.3 2.32.3

図表　北茨城市への定住意識（前回調査結果との比較）

（％）（％）
回答数回答数

全体全体 1,8141,814

男性男性 802802

女性女性 996996

その他その他 22

10代10代 2727

20代20代 196196

30代30代 217217

40代40代 474474

50代50代 294294

60代60代 355355

70代以上70代以上 474474

中郷町中郷町 624624

磯原町磯原町 493493

華川町華川町 169169

関南町関南町 104104

大津町大津町 185185

平潟町平潟町 8080

関本町関本町 147147

居居
住住
地地
区区

性性
別別

年年
齢齢

    

    

    

    

    

30.5 30.5 12.0 12.0 
3.4 3.4 

31.9 31.9 10.6 10.6 
4.1 4.1 

51.8 51.8 29.7 29.7 13.3 13.3 

50.0 50.0 50.0 50.0 

14.8 14.8 37.0 37.0 25.9 25.9 18.5 18.5 
3.7 3.7 

30.6 30.6 45.4 45.4 16.3 16.3 6.6 6.6 

45.2 45.2 35.0 35.0 15.7 15.7 
3.7 3.7 

42.0 42.0 39.5 39.5 14.8 14.8 

54.8 54.8 27.6 27.6 13.3 13.3 

58.6 58.6 27.0 27.0 8.2 8.2 
5.1 5.1 

62.7 62.7 22.2 22.2 8.6 8.6 
5.5 5.5 

50.0 50.0 32.2 32.2 12.8 12.8 

52.5 52.5 29.6 29.6 10.8 10.8 
3.9 3.9 3.2 3.2 

50.9 50.9 32.0 32.0 10.1 10.1 
5.3 5.3 

51.9 51.9 29.8 29.8 12.5 12.5 
3.8 3.8 

53.0 53.0 29.2 29.2 12.4 12.4 
4.3 4.3 

62.5 62.5 17.5 17.5 16.3 16.3 

48.3 48.3 35.4 35.4 12.2 12.2 

50.9 50.9 

51.4 51.4 

できれば
住み続け

たい

できれば
住み続け

たい

できれば
住み続け
たくない

できれば
住み続け
たくない

住み続け
たくない
住み続け
たくない 無回答無回答住み続け

たい
住み続け

たい

図表　北茨城市への定住意識（令和５年調査結果）
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２　現在の市民生活やまちづくりに対する評価（満足度）

市民生活に身近な道路交通の安全性に対する不満度が高くなっています

「満足」と「やや満足」を合わせた「満足」の回答率が最も高かったのは、「１�消防や救急の体制、活動」
の 75.7％であり、以下、「２�健康増進のための活動や健診などの保健予防活動」の 73.9％、「３�やすら
ぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について」の 73.7％、「４�ごみの減量化やリサイクル」の 73.5％、「５�歴史・
文化的遺産の保全や活用」の 63.8％の順となっています。

一方、「不満」と「やや不満」を合わせた「不満」の回答率が最も高かったのは、「30�徒歩や自転車で
通行する場合の道路の安全性」の 68.0％であり、「29�歩道やガードレール、カーブミラーなどの整備」
が 64.9％でこれに次いでおり、市民生活に身近な道路交通の安全性に対する不満度が高い結果となって
います。

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

30 徒歩や自転車で通行する場合の道路の安全性
29 歩道やガードレール、カーブミラーなどの整備

28 中小企業育成や地場産業の振興
27 地域における防犯組織の育成

26 商業やサービス業の振興
25 防犯灯の設置など防犯体制の整備

24 企業誘致などによる工業の振興
23 公園や子どもの遊び場の整備

22 身近な生活道路の整備
21 地域の特性に応じた市街地の形成

20 行政サービスのデジタル化推進
19 近隣市町と連携した広域行政の推進

18 差別のない社会づくり
17 市の行政情報の公開、発信

16 主要な幹線道路の整備
15 地区の集会施設の整備

14 福祉ボランティアの育成や福祉教育
13 日常の買い物の利便性

12 自然や集落、街並みの景観
11 スポーツ・レクリエーション活動や施設

10 街路樹などの身近な緑化
9 海、川、森林などの自然環境の保全・保護

8 障がい者のためのサービス、福祉施設、環境整備
7 祭りやイベントなどの市民交流

6 各種講座など、生涯学習の機会や活動
5 歴史・文化的遺産の保全や活用

4 ごみの減量化やリサイクル
3 やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

2 健康増進のための活動や健診などの保健予防活動
1 消防や救急の体制、活動 21.021.0 54.754.7 16.016.0 3.53.5 4.84.8

11.311.3 62.662.6 18.918.9 3.43.4 3.93.9
14.114.1 59.659.6 17.317.3 3.93.9 5.15.1
13.213.2 60.360.3 18.518.5 3.43.4 4.64.6

10.210.2 53.653.6 24.824.8 4.74.7 6.76.7
10.110.1 53.353.3 26.326.3 5.25.2 5.15.1
8.78.7 52.552.5 27.127.1 6.16.1 5.65.6
6.06.0 53.953.9 27.727.7 6.06.0 6.46.4
9.59.5 49.949.9 28.428.4 7.67.6 4.64.6
10.410.4 47.747.7 30.030.0 7.67.6 4.24.2
9.99.9 47.347.3 28.928.9 8.38.3 5.65.6
10.510.5 46.146.1 30.930.9 8.48.4 4.14.1
13.713.7 42.742.7 26.526.5 14.114.1 3.03.0

6.26.2 49.749.7 30.930.9 6.26.2 7.07.0
7.17.1 47.247.2 32.132.1 8.78.7 4.94.9
10.110.1 43.743.7 29.929.9 12.212.2 4.04.0
6.86.8 46.746.7 31.531.5 8.98.9 6.16.1
5.75.7 45.945.9 31.331.3 10.310.3 6.76.7
5.65.6 45.045.0 35.235.2 7.17.1 7.27.2
4.44.4 41.841.8 36.736.7 9.89.8 7.37.3
4.54.5 40.940.9 39.339.3 8.98.9 6.36.3
8.48.4 36.236.2 33.433.4 19.019.0 3.13.1
6.96.9 37.337.3 36.736.7 14.414.4 4.64.6
4.04.0 37.037.0 37.937.9 13.813.8 7.37.3
6.16.1 33.633.6 40.440.4 16.916.9 3.03.0
4.64.6 34.734.7 40.440.4 13.513.5 6.86.8
4.84.8 33.733.7 44.444.4 12.712.7 4.44.4
4.24.2 33.533.5 42.442.4 12.112.1 7.77.7
4.34.3 26.726.7 44.744.7 20.220.2 4.14.1
3.93.9 24.224.2 46.146.1 21.921.9 4.04.0

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

図表　現在の市民生活やまちづくりに対する評価（「満足」＋「やや満足」の合計の高位順）
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年齢別に「満足」と「やや満足」を合わせた「満足」の回答率の上位１位から５位を見ると、いずれの
年齢も「ごみの減量化やリサイクル」、「やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について」、「消防や救急の体制、
活動」が入っているほか、10代を除くすべての年齢で「健康増進のための活動や健診などの保健予防活動」
が入っているのが特徴的といえます。

図表　年齢別に見た現在の市民生活やまちづくりに対する評価（１／２）
（「満足」＋「やや満足」の合計の上位１位から５位）

注）図表中で回答の選択肢の表記が長いものは、適宜、表記を一部簡略化している。

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

＜10代＞

＜20代＞

＜30代＞

街路樹などの身近な緑化
海、川、森林などの自然環境の保全・保護

消防や救急の体制、活動
やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

ごみの減量化やリサイクル

歴史・文化的遺産の保全や活用
消防や救急の体制、活動

健康増進のための活動や保健予防活動
やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

ごみの減量化やリサイクル

歴史・文化的遺産の保全や活用
消防や救急の体制、活動

健康増進のための活動や保健予防活動
やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

ごみの減量化やリサイクル

96.396.3
85.285.2
85.285.2
81.581.5
77.877.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

＜40代＞

海、川、森林などの自然環境の保全・保護
健康増進のための活動や保健予防活動

ごみの減量化やリサイクル
消防や救急の体制、活動

やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について 77.477.4
73.773.7
72.072.0
70.470.4
68.768.7

＜50代＞

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

祭りやイベントなどの市民交流
健康増進のための活動や保健予防活動
やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

消防や救急の体制、活動
ごみの減量化やリサイクル 73.573.5

73.573.5
70.470.4
68.768.7

62.262.2

＜60代＞

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

各種講座など、生涯学習の機会や活動
やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について

ごみの減量化やリサイクル
健康増進のための活動や保健予防活動

消防や救急の体制、活動 77.577.5
75.275.2
69.969.9
69.369.3

60.860.8

＜70代以上＞

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

各種講座など、生涯学習の機会や活動
ごみの減量化やリサイクル

やすらぎ聖苑、火葬場、泉沢霊園について
健康増進のための活動や保健予防活動

消防や救急の体制、活動 77.077.0
76.476.4
71.771.7
69.869.8

63.363.3

82.782.7
81.181.1
80.180.1
79.179.1
77.677.6

78.378.3
77.077.0
72.472.4
71.471.4
70.570.5
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年齢別に「やや不満」と「不満」を合わせた「不満」の回答率の上位１位から５位を見ると、10代を
除くすべての年齢で「徒歩や自転車で通行する場合の道路の安全性」と「歩道やガードレール、カーブミ
ラーなどの整備」が上位２位以内に入っており、特に 40代及び 50代の回答率が 70％台と他の年齢に
比べて高くなっているのが目立ちます。

図表　年齢別に見た現在の市民生活やまちづくりに対する評価（２／２）
（「やや不満」＋「不満」の合計の上位１位から５位）

注）図表中で回答の選択肢の表記が長いものは、適宜、表記を一部簡略化している。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

資
料

地域の特性に応じた市街地の形成
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

スポーツ・レクリエーション活動や施設
徒歩や自転車で通行する道路の安全性

身近な生活道路の整備
公園や子どもの遊び場の整備 59.359.3

51.951.9
51.951.9
48.148.1
48.148.1

64.364.3
59.259.2
53.653.6
53.153.1
49.549.5

67.767.7
63.163.1
57.657.6
54.454.4
53.553.5

＜10代＞

＜20代＞

＜30代＞

身近な生活道路の整備
商業やサービス業の振興

防犯灯の設置など防犯体制の整備
歩道やガードレールなどの整備

徒歩や自転車で通行する道路の安全性

商業やサービス業の振興
企業誘致などによる工業の振興

防犯灯の設置など防犯体制の整備
歩道やガードレールなどの整備

徒歩や自転車で通行する道路の安全性

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

75.375.3
72.472.4

65.465.4
61.761.7
58.858.8

＜40代＞

身近な生活道路の整備
地域における防犯組織の育成

防犯灯の設置など防犯体制の整備
歩道やガードレールなどの整備

徒歩や自転車で通行する道路の安全性

77.277.2
76.976.9

68.068.0
67.767.7
67.067.0

＜50代＞

中小企業育成や地場産業の振興
防犯灯の設置など防犯体制の整備

地域における防犯組織の育成
徒歩や自転車で通行する道路の安全性

歩道やガードレールなどの整備

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

69.969.9
69.669.6

62.862.8
61.161.1
60.060.0

＜60代＞

中小企業育成や地場産業の振興
防犯灯の設置など防犯体制の整備

地域における防犯組織の育成
歩道やガードレールなどの整備

徒歩や自転車で通行する道路の安全性

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）

59.759.7
54.254.2
53.253.2
50.450.4
47.747.7身近な生活道路の整備

公園や子どもの遊び場の整備
地域における防犯組織の育成
歩道やガードレールなどの整備

徒歩や自転車で通行する道路の安全性

＜70代以上＞

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
（％）
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３　今後の人口減少を抑えるために、行政が力を入れるべき取組み

第１位の回答率は、「市外からの企業誘致の促進」と� �
� 「若い世代が求める働く場づくり」が最も高くなっています

第１位に挙げられた回答率が最も高かったのは、「市外からの企業誘致の促進」及び「若い世代が求め
る働く場づくり」の 17.9％であり、以下、「地域医療体制の充実」の 10.2％、「妊娠・出産・子育ての切
れ目のない支援」が 10.1％の順となっています。

図表　今後の人口減少を抑えるために、行政が力を入れるべき取組み
（優先順位の高い順に１位から３位まで）

無回答

市民のライフステージに応じた防犯対策の充実

外国籍市民の定住支援

健康寿命の延伸

高齢者の生きがいづくり

特色ある学校教育の充実

地域の特性を活かした市街地整備

空き家などの住宅対策の充実

防災・減災対策の充実

その他の取組

市出身者のUターンの促進

次代を担う子どもたちの健全育成

市外からの移住希望者の転入促進

農林水産業の振興

出会いから結婚までの支援

競争力のあるものづくり産業の育成

中小企業の経営安定のための支援

20・30歳代の若い世代にターゲットを絞った移住支援

仕事と家庭の両立支援

観光の振興

道路や公共交通（鉄道・バス）の充実

妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援

地域医療体制の充実

若い世代が求める働く場づくり

市外からの企業誘致の促進

身近な地域で住民同士が支え合う・助け合う体制の整備

「親・子・孫」を基本とする３世代同居や近居・隣居への支援

0.0％ 5.0％ 10.0％ 15.0％ 20.0％

17.917.9

17.917.9

10.210.2

10.110.1

4.64.6

4.34.3

4.14.1
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