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５ 生活基盤の分野について 

５－１ 防災情報の取得方法 

◆「テレビ」80.3％、「緊急速報メール」77.0％◆ 

問 12．あなたは、災害時の防災情報（避難情報）をどのように取得していますか。あて

はまるものをすべて選び、番号を〇で囲んでください。 

 防災情報の取得方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「テレビ」の割合が 80.3％と最も高く、次いで「緊急速報メール（緊急地震速報等、

対象エリアに一斉配信されるメール）」の割合が 77.0％、「防災行政無線」の割合が 47.2％とな

っています。 

性別でみると「東松山市ホームページ」は女性（25.9％）が男性（19.5％）を 6.4 ポイント、

「テレビ」は女性（82.5％）が男性（78.9％）を 3.6 ポイント上回っています。一方、「インター

ネットの防災情報」は男性（37.7％）が女性（26.6％）を 11.1 ポイント上回っています。 

  

全体 （1,122人）

男性 （512人）

女性 （583人）

回答しない （7人）

％

防災行政無線

緊急速報メール（緊急地震速報等、対象エリア
に一斉配信されるメール）

登録制メール（東松山いんふぉメール等）

東松山市ホームページ

戸別受信機

インターネットの防災情報

テレビ

Twitter 等のソーシャルネットワークサービス（Ｓ
ＮＳ）

テレホンサービス

その他

特に行っていない

無回答

47.2

77.0

16.5

22.8

2.9

31.8

80.3

18.1

1.3

1.5

1.0

2.8

47.7

77.1

15.8

19.5

4.5

37.7

78.9

17.4

1.8

1.4

1.0

1.8

47.9

77.9

17.5

25.9

1.5

26.6

82.5

19.0

0.9

1.5

0.9

2.7

28.6

57.1

28.6

14.3

0.0

28.6

57.1

28.6

0.0

14.3

14.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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 防災情報の取得方法（上位５位 性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年代別でみると「テレビ」は男性・女性ともにほとんどの年代で７～８割台となっていま

すが、女性の 20～29 歳では 91.4％となっています。 

「緊急速報メール」は男性の 40～49 歳で 88.0％、女性の 18～19 歳で 100.0％と最も高くなっ

ています。一方、男性・女性ともに 80 歳以上でそれぞれ 57.8％、43.5％と低くなっています。 

「防災行政無線」は男性・女性ともに 70～79 歳でそれぞれ 61.8％、56.3％と最も高くなって

います。一方、男性・女性ともに 18～19歳でそれぞれ 16.7％、0％と低くなっています。 

「インターネットの防災情報」は男性・女性ともに 80 歳以上で低く、男性が 17.2％、女性が

6.5％となっています。 

「東松山市ホームページ」は男性では 20～29 歳で 34.3％、女性では 30～39 歳で 36.4％と最

も高くなっています。 

  

(%) (%) (%) (%) (%)

【男性】

男性全体 （510人）

男性18～19歳 （6人）

20～29歳 （35人）

30～39歳 （53人）

40～49歳 （75人）

50～59歳 （90人）

60～69歳 （85人）

70～79歳 （102人）

80歳以上 （64人）

【女性】

女性全体 （581人）

女性18～19歳 （9人）

20～29歳 （35人）

30～39歳 （77人）

40～49歳 （87人）

50～59歳 （97人）

60～69歳 （111人）

70～79歳 （103人）

80歳以上 （62人）

【回答しない】

回答しない全体 （7人）

テレビ 緊急速報メール 防災行政無線
インターネットの

防災情報
東松山市

ホームページ

79.0

83.3

77.1

71.7

70.7

82.2

78.8

83.3

84.4

82.4

88.9

91.4

84.4

78.2

78.4

85.6

85.4

75.8

57.1

0 20 40 60 80 100

77.3

83.3

65.7

79.2

88.0

85.6

83.5

71.6

57.8

78.1

100.0

71.4

87.0

89.7

89.7

83.8

66.0

43.5

57.1

0 20 40 60 80 100

47.6

16.7

45.7

24.5

38.7

46.7

51.8

61.8

54.7

47.7

0.0

37.1

37.7

55.2

47.4

50.5

56.3

43.5

28.6

0 20 40 60 80 100

37.8

33.3

40.0

41.5

44.0

50.0

47.1

25.5

17.2

26.5

11.1

28.6

28.6

32.2

37.1

25.2

24.3

6.5

28.6

0 20 40 60 80 100

19.6

0.0

34.3

22.6

22.7

21.1

23.5

11.8

12.5

25.8

11.1

25.7

36.4

34.5

30.9

23.4

18.4

11.3

14.3

0 20 40 60 80 100
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５－２ 避難行動を求められたら主に行うこと 

◆「市の指定緊急避難所・指定避難所に避難する」57.3％、「自宅が安全なため避難しない」17.9％◆ 

問 13．あなたは、避難行動を求められたら主にどのように避難を行いますか。１つ選

び、番号を○で囲んでください。 

 避難行動を求められたら行うこと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「市の指定緊急避難所・指定避難所に避難する」の割合が 57.3％と最も高く、次いで

「自宅が安全なため避難しない」の割合が 17.9％、「車で安全な場所に避難する（車中避難）」の

割合が 10.6％となっています。 

性別でみると「市の指定避難所（一時避難場所・避難所）に避難する」で男性（58.0％）が女

性（56.9％）を 1.1 ポイント上回っています。 

年代別でみると「市の指定緊急避難所・指定避難所に避難する」は 20～29 歳、60～69 歳でそ

れぞれ 63.4％、61.7％と他の年代に比べ高くなっています。 

  

（％）

全体 1,122人

【性別】

男性 512人

女性 583人

回答しない 7人

【年代別】

18～19歳 15人

20～29歳 71人

30～39歳 133人

40～49歳 164人

50～59歳 189人

60～69歳 196人

70～79歳 207人

80歳以上 131人

市の指定緊
急避難所・

指定避難所

に避難する

車で安全な場
所に避難する

（車中避難）

親戚・知人宅
へ避難する

その他
自宅が安全
なため避難

しない

無回答

57.3 10.6 6.7 2.0 17.9 5.4

58.0

56.9

42.9

11.5

9.4

28.6

5.1

8.4

0.0

1.6

2.4

14.3

18.8

17.7

14.3

5.1

5.1

0.0

53.3

63.4

55.6

57.9

50.8

61.7

57.0

59.5

6.7

8.5

15.0

13.4

15.9

9.2

6.3

5.3

6.7

5.6

9.8

7.9

9.0

4.6

5.8

4.6

6.7

0.0

1.5

1.2

2.1

3.6

1.9

2.3

20.0

16.9

15.8

12.8

19.0

16.8

24.2

19.1

6.7

5.6

2.3

6.7

3.2

4.1

4.8

9.2
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５－３ 災害に備えて行っていること 

◆「保存飲料水・食料品を準備している」52.9％、「家族や親族との連絡方法を決めている」32.7％◆ 

問 14．あなたは、日頃から災害に備え、どのようなことを行っていますか。あてはまる

ものをすべて選び、番号を○で囲んでください。 

 災害に備えて行っていること（全体・性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「保存飲料水・食料品を準備している」の割合が 52.9％と最も高く、次いで「家族や

親族との連絡方法を決めている」の割合が 32.7％、「非常用持ち出し袋を用意している」の割合

が 30.1％となっています。 

性別でみると「保存飲料水・食料品を準備している」で女性（57.3％）が男性（48.2％）を 9.1

ポイント上回っています。一方、「避難場所や経路を確認している」で男性（27.3％）が女性（26.1％）

を 1.2 ポイント上回っています。 

  

全体 （1,122人）

男性 （512人）

女性 （583人）

回答しない（7人）

％

家族や親族との連絡方法を決めている

保存飲料水・食料品を準備している

非常用持ち出し袋を用意している

家財を補強している

避難場所や経路を確認している

防災訓練に参加している

応急手当等の研修に参加している

消火器を準備している

その他

特に行っていない

無回答

32.7

52.9

30.1

16.4

26.5

14.4

7.4

25.6

0.7

17.4

2.1

29.5

48.2

27.0

15.8

27.3

13.9

7.8

24.6

0.4

19.9

1.6

36.0

57.3

32.8

16.6

26.1

15.1

7.0

26.6

1.0

15.3

2.2

14.3

14.3

28.6

14.3

28.6

0.0

0.0

14.3

0.0

42.9

0.0

0 20 40 60
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 災害に備えて行っていること（上位５位 性・年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性・年代別でみると「保存飲料水・食料品を準備している」は女性の 40～49 歳、60～69 歳、

70～79 歳で６割以上と高くなっています。 

「家族や親族との連絡方法を決めている」は男性の 20～29 歳、女性の 20～29 歳、70～79 歳で

４割～５割半ばと高くなっています。 

「非常用持ち出し袋を用意している」は女性で 40～49 歳、60～69 歳が４割以上となっていま

す。 

「避難場所や経路を確認している」は男性の 70～79 歳、男性の 80 歳以上、女性の 70～79 歳

代が３割台半ば～４割と高くなっています。 

「消火器を準備している」は男性・女性ともに 60～69 歳以上で３割以上と高くなっています。 

  

(%) (%) (%) (%) (%)

【男性】

男性全体 （510人）

男性18～19歳 （6人）

20～29歳 （35人）

30～39歳 （53人）

40～49歳 （75人）

50～59歳 （90人）

60～69歳 （85人）

70～79歳 （102人）

80歳以上 （64人）

【女性】

女性全体 （581人）

女性18～19歳 （9人）

20～29歳 （35人）

30～39歳 （77人）

40～49歳 （87人）

50～59歳 （97人）

60～69歳 （111人）

70～79歳 （103人）

80歳以上 （62人）

【回答しない】

回答しない全体 （7人）

保存飲料水・食料品を
準備している

家族や親族との連絡
方法を決めている

非常用持ち出し袋を
用意している

避難場所や経路を
確認している 消火器を準備している

48.0

50.0

57.1

39.6

53.3

46.7

55.3

47.1

37.5

57.1

11.1

42.9

50.6

64.4

58.8

68.5

61.2

40.3

14.3

0 20 40 60 80 100

29.4

0.0

45.7

26.4

26.7

31.1

22.4

29.4

35.9

36.0

33.3

42.9

26.0

33.3

34.0

32.4

55.3

25.8

14.3

0 20 40 60 80 100

26.9

16.7

20.0

26.4

30.7

31.1

29.4

20.6

28.1

32.5

0.0

17.1

31.2

40.2

27.8

41.4

33.0

27.4

28.6

0 20 40 60 80 100

27.3

0.0

28.6

24.5

24.0

12.2

31.8

35.3

37.5

26.2

11.1

20.0

26.0

26.4

17.5

27.0

40.8

19.4

28.6

0 20 40 60 80 100

24.5

0.0

5.7

9.4

20.0

14.4

35.3

33.3

40.6

26.5

11.1

20.0

7.8

16.1

18.6

35.1

38.8

46.8

14.3

0 20 40 60 80 100
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 災害に備えて行っていること（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度調査と比較すると「避難場所や経路を確保している」が 3.3 ポイント増加してい

る。一方、「家族や親族との連絡方法を決めている」が 3.6 ポイント減少しています。 

平成 25 年度調査以降、「保存飲料水・食料品を準備している」が増加傾向にあります。 

  

％

家族や親族との連絡方法を決めている

保存飲料水・食料品を準備している

非常用持ち出し袋を用意している

家財を補強している

避難場所や経路を確認している

防災訓練に参加している

応急手当等の研修に参加している

消火器を準備している

その他

特に行っていない

無回答

38.2

45.1

32.4

32.4

29.4

22.9

10.1

34.9

0.6

18.3

2.6

35.4

45.0

29.2

29.6

29.1

22.3

11.5

33.2

0.5

16.0

4.3

36.4

50.0

31.9

30.4

32.8

24.2

13.0

32.6

0.9

19.3

1.3

36.3

52.9

28.9

14.0

23.2

17.0

8.0

23.9

0.6

18.6

1.6

32.7

52.9

30.1

16.4

26.5

14.4

7.4

25.6

0.7

17.4

2.1

0 20 40 60

平成25年

平成28年

平成30年

令和２年

令和４年
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５－４ 主に利用している交通手段 

◆「自家用車（自分で運転）」74.1％、「徒歩」27.9％、「自家用車（家族や知人が運転）」20.8％◆ 

問 15．あなたが、日常生活の中で、主に利用している交通手段は何ですか。２つまで選

び、番号を○で囲んでください。 

 主に利用している交通手段（全体・性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「自家用車（自分で運転）」の割合が 74.1％と最も高く、次いで「徒歩」の割合が

27.9％、「自家用車（家族や知人が運転）」の割合が 20.8％となっています。 

性別でみると「自家用車（自分で運転）」は男性（80.3％）が女性（69.6％）を 10.7 ポイント、

「自転車」は男性（21.7％）が女性（17.0％）を 4.7 ポイント上回っています。一方、「自家用

車（家族や知人が運転）」は女性（27.3％）が男性（13.7％）を 13.6 ポイント上回っています。 

  

全体 （1,122人）

男性 （512人）

女性 （583人）

回答しない（7人）

％

自家用車（自分で運転）

自家用車（家族や知人が運転）

民間路線バス

市内循環バス

タクシー

デマンドタクシー

バイク

自転車

徒歩

無回答

74.1

20.8

5.9

2.5

1.4

4.7

2.3

19.0

27.9

4.5

80.3

13.7

5.1

1.4

1.0

3.3

4.3

21.7

27.3

4.5

69.6

27.3

6.3

3.6

1.9

5.8

0.7

17.0

28.3

3.4

85.7

28.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.3

42.9

0.0

0 20 40 60 80 100
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 主に利用している交通手段（地区別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区別でみると、全ての地区で「自家用車（自分で運転）」が最も高くなっています。特に、大

岡地区で 88.1％と最も高くなっています。 

「徒歩」は、松山地区で 36.3％、高坂地区で 35.0％と高くなっています。 

「自転車」は松山地区で 21.4％、唐子地区で 23.1％、高坂地区で 21.0％、野本地区で 21.7％

と高くなっています。 

「民間路線バス」は高坂丘陵地区で 22.6％、平野地区で 14.6％と高くなっています。 

  

松山地区（501人）

大岡地区（42人）

平野地区（130人）

唐子地区（108人）

高坂地区（157人）

高坂丘陵地区（53人）

野本地区（115人）

％

自家用車（自分で運転）

自家用車（家族や知人が運転）

民間路線バス

市内循環バス

タクシー

デマンドタクシー

バイク

自転車

徒歩

無回答

69.9

20.0

5.6

2.2

1.8

6.6

2.2

21.4

36.3

4.6

88.1

19.0

2.4

0.0

0.0

0.0

4.8

4.8

11.9

4.8

75.4

23.1

14.6

7.7

0.8

5.4

4.6

6.9

21.5

5.4

83.3

22.2

0.9

0.9

1.9

1.9

0.9

23.1

10.2

1.9

75.2

19.1

1.9

0.0

1.3

3.2

2.5

21.0

35.0

3.2

75.5

20.8

22.6

7.5

0.0

0.0

0.0

17.0

17.0

7.5

77.4

23.5

0.0

1.7

1.7

4.3

1.7

21.7

18.3

2.6

0 20 40 60 80 100
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５－５ インターネットの利用状況 

◆「スマートフォン（携帯電話）で利用している」76.9％◆ 

問 16．あなたは、ホームページを見たり、インターネットを利用したりしていますか。

あてはまるものをすべて選び、番号を○で囲んでください。 

 インターネットの利用状況（全体・性別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体では「スマートフォン（携帯電話）で利用している」の割合が 76.9％と最も高く、次いで

「パソコンで利用している」の割合が 36.2％、「タブレット端末で利用している」の割合が 14.0％

となっています。 

性別でみると「パソコンで利用している」で男性（48.8％）が女性（25.4％）を 23.4 ポイント

と大きく上回っています。また「タブレット端末で利用している」でも男性（16.2％）が女性

（12.0％）を 4.2 ポイント上回っています。 

  

全体 （1,122人）

男性 （512人）

女性 （583人）

回答しない（7人）

％

パソコンで利用している

スマートフォン（携帯電話）で利用している

タブレット端末で利用している

利用したいが、方法がわからない

利用するつもりはない

無回答

36.2

76.9

14.0

8.0

5.3

4.1

48.8

76.4

16.2

7.8

5.5

2.3

25.4

78.0

12.0

7.9

5.1

5.3

28.6

85.7

14.3

14.3

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100
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 インターネットの利用状況（年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代別でみると「パソコンで利用している」は 40～49 歳、50～59 歳で４割を超え、他の年代

に比べやや高くなっています。「スマートフォン（携帯電話）で利用している」は 18～19 歳から

50～59 歳代までで９割以上を占め高くなっています。また「タブレット端末で利用している」は

40～49 歳で 23.2％と他の年代に比べ高くなっています。「利用したいが、方法がわからない」「利

用するつもりはない」はそれぞれ 80 歳以上で最も高くなっています。 

  

％

パソコンで利用している

スマートフォン（携帯電話）で利用している

タブレット端末で利用している

利用したいが、方法がわからない

利用するつもりはない

無回答

26.7

93.3

13.3

6.7

39.4

91.5

19.7

1.4

4.2

39.8

95.5

17.3

0.8

0.8

0.8

42.7

94.5

23.2

1.8

0.6

43.4

91.0

18.5

1.1

1.1

2.1

34.2

82.1

12.8

5.6

5.6

3.1

34.3

59.4

7.7

16.4

9.2

6.3

20.6

27.5

1.5

28.2

18.3

11.5

0 20 40 60 80 100

18～19歳（15人）

20～29歳 （71人）

30～39歳 （133人）

40～49歳（164人）

50～59歳 （189人）

60～69歳（196人）

70～79歳（207人）

80歳以上（131人）
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 インターネットの利用状況（職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業別でみると「パソコンで利用している」は、有職女性で 51.7％と最も高くなっています。

「スマートフォン（携帯電話）で利用している」は学生で 92.1％と最も高く、有職女性も 87.9％

と高くなっています。 

  

有職男性（315人）

有職女性（292人）

学生（26人）

その他（34人）

家事・育児・介護に専業（116人）

無職（311人）

％

パソコンで利用している

スマートフォン（携帯電話）で利用している

タブレット端末で利用している

利用したいが、方法がわからない

利用するつもりはない

無回答

36.2

76.9

14.0

8.0

5.3

4.1

51.7

87.9

18.1

4.1

1.6

1.6

32.2

92.1

17.1

1.4

1.0

2.1

38.5

88.5

15.4

0.0

7.7

3.8

26.7

75.9

9.5

11.2

6.9

3.4

41.2

79.4

20.6

5.9

5.9

0.0

0 20 40 60 80 100


