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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 

県民の生活についての意識、県政の主要課題についての意識などを把握し、県政推進のための

基礎的な資料とする。 

 

２ 調査の内容 

（１）生活についての意識 

（２）県の仕事に対する関心 

（３）観光客の受け入れに関する意識 

（４）「森林（もり）づくり県民税」と荒廃森林に関する意識 

（５）豊かで活力あるまちづくりに関する意識 

 

３ 調査の設計 

（１）調査地域  静岡県全域 

（２）調査対象  県内在住の満 20歳以上の男女個人 

（３）標 本 数      4,000 

（４）抽出方法  層化二段無作為抽出法 

（５）調査方法  郵送法（配布及び回収） 

（６）調査時期  平成 25年 7月 2日～7月 16日 

（７）調査機関  株式会社ＳＢＳプロモーション 

 

４ 回収結果 

（１）調 査 数（率）  4,000（100.0％） 

（２）回 収 数（率）  2,047（ 51.2％） 

（３）有効回収数（率）  2,039（ 51.0％） 

（４）未 回 収 数（率）  1,953（ 48.8％） 

うち宛先不明等での戻り 35票  
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Ⅱ 標本設計 

 

１ 母集団 

県内の市町に居住する満 20歳以上の男女 

 

２ 標本数 

4,000 

 

３ 地点数 

23市   12町    計  35市町 

262地点  18地点   計  280地点 

 

４ 抽出方法 

層化二段無作為抽出方法 

 

（１）層  化 

ア 県内の市町を、市又は郡を単位にし、次の３地域に分類した。 

 （地  域  名）      （該当市名又は郡名） 

東部地域（富士川以東）  沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、 

             伊東市、富士市、御殿場市、下田市、 

             裾野市、伊豆市、伊豆の国市、 

賀茂郡、田方郡、駿東郡 

中部地域 静岡市以西   静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、 

榛原郡以東   牧之原市、榛原郡 

西部地域（菊川市以西）  浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、 

             湖西市、御前崎市、菊川市、周智郡 

イ 各地域については更に「人口 30 万人以上の市」「その他の市」「郡部」に分類し、

それぞれを層とした。 

（注）ここでいう市とは、平成 25年４月１日現在市制施行の地域を指す。 

 

（２）標本数の配分 

各層における 20歳以上人口数（平成 24年 3月 31日現在の住民基本台帳年齢別人口）

により、4,000の標本数を比例配分した。 
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（３）抽  出 

ア 第１次抽出単位となる調査地点として、平成 22年国勢調査時に設定された調査区

を使用した。 

イ 調査地点（国勢調査区）の抽出数は、１調査地点当たりの標本数が 14～15程度に

なるように、各層に割り当てられた標本数から算出し決めた。 

ウ 調査地点（調査区）の抽出は、層内での抽出地点数が２地点以上割り当てられた

層については、 

 

 

 

  を算出し、等間隔抽出法によって抽出した。 

エ 抽出に際して各層内における市町の配列順序は、平成 22年国勢調査時における「市

区町村コード一覧」の配列順序に従った。 

オ 抽出調査地点における対象者の抽出は、調査地点の範囲（町・丁目・街区・番地・

集落などを指定）内により、選挙人名簿から等間隔抽出法によって抽出した。 

カ 以上の作業の結果得られた地域別の標本数及び地点数は、次のとおりである。 

 

    市郡別  

 

地域別 

人口30万人以上の市 その他の市 郡部 計 

東  部  
877,618 147,014 1,024,632 

1,145  （80） 199   （14） 1,344  （94） 

中  部 
589,961 356,255 30,677 976,893 

770  （54） 456  （32） 43    （3） 1,269  （89） 

西  部 
643,969 407,610 16,383 1,067,962 

843  （59） 529  （37） 15    （1） 1,387  （97） 

計 
1,233,930 1,641,483 194,074 3,069,487 

1,613 （113） 2,130 （149） 257   （18） 4,000 （280） 

（注）上段：平成24年3月31日現在の母集団 

下段：標本数、（  ）内は地点数 

 

 

 

 

 

 

層における調査区数（計） 

層での抽出調査地点数 
=抽出間隔 
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調査地点一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域 対象者数 地域 対象者数

沼津市 本白銀町 15 伊東市 和田１丁目 14

我入道秋葉町 14 広野４丁目 14

中瀬町 15 荻 15

杉崎町 15 岡 14

西間門 14 湯川 14

本字前田 14 富士市 宮町吉原３丁目 14

柳町 14 中央町１丁目 15

大岡竹ノ岬 15 今泉２丁目 14

大岡富岳町 14 石坂 14

玉江町 14 神戸 14

西椎路 14 中里 15

内浦重須 15 川尻 14

西添町 14 富士見台７丁目 14

原東町 14 今井１丁目 15

下香貫上ノ原 14 一色 15

戸田（大中島） 15 蓼原 14

熱海市 水口町 14 横割６丁目 14

和田町 14 川成島 14

緑ガ丘町 14 前田 15

三島市 谷田夏梅木 15 久沢 14

中央町 14 天間 14

芝本町 14 桑崎 14

富士ビレッジ 14 中島 15

佐野 15 青葉町 14

多呂 14 御殿場市 深沢 15

光ヶ丘３丁目 14 新橋 14

青木 14 北久原 15

富士宮市 北町 15 神山 14

弓沢町 15 萩原 15

黒田 14 中畑 14

安居山 14 下田市 高馬 14

外神 15 白浜 14

宮原 14 裾野市 佐野 15

山本 14 茶畑 14

星山 14 御宿 15

上条 15 須山 14

上柚野 14 伊豆市 本立野 14

青木 14 大野 14

上白岩 14

東
部

東
部

調査地点 調査地点
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地域 対象者数 地域 対象者数

伊豆の国市 北江間 15 駿河区泉町 15

南條 14 駿河区大和１丁目 14

田京 14 駿河区有明町 14

賀茂郡 東伊豆町片瀬 14 駿河区小鹿３丁目 14

河津町縄地 14 駿河区聖一色 15

南伊豆町湊 15 駿河区国吉田６丁目 14

松崎町江奈 14 駿河区大谷３丁目 14

西伊豆町安良里 14 駿河区高松２丁目 14

田方郡 函南町間宮 14 駿河区中原 15

函南町畑 15 駿河区中島 15

駿東郡 清水町八幡 14 駿河区中村町 14

清水町徳倉 14 駿河区下川原３丁目 14

長泉町下長窪 15 駿河区東新田５丁目 15

長泉町中土狩（開き） 14 駿河区鎌田 14

長泉町下土狩（焼畑） 14 駿河区北丸子２丁目 14

小山町吉久保（吉久保）　 14 駿河区手越 14

小山町須走上本町 14 清水区宝町 15

静岡市 葵区双葉町 14 清水区村松 14

葵区田町 14 清水区月見町 14

葵区東草深町 14 清水区南矢部 14

葵区水落町 15 清水区清水町 15

葵区長沼２丁目 14 清水区船越南町 14

葵区上足洗２丁目 14 清水区殿沢１丁目 14

葵区沓谷１丁目 14 清水区折戸 14

葵区大岩町 15 清水区下野中 15

葵区北安東４丁目 14 清水区蜂ヶ谷 14

葵区川合２丁目 14 清水区梅ケ谷 14

葵区上土１丁目 14 清水区御門台 14

葵区瀬名中央２丁目 15 清水区楠新田 15

葵区瀬名６丁目 14 清水区西久保 14

葵区松富４丁目 14 清水区草ケ谷 14

葵区平和３丁目 14 清水区興津中町 14

葵区与左衛門新田 15 清水区宍原 15

葵区大原 14 清水区蒲原小金 14

葵区羽鳥２丁目 14 清水区由比入山 14

葵区小瀬戸 14

東
部

中
部

中
部

調査地点 調査地点
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地域 対象者数 地域 対象者数

島田市 宝来町 15 浜松市 中区助信町 14

本通３丁目 15 中区高林４丁目 15

南１丁目 14 中区十軒町 15

東町 14 中区板屋町 14

坂本 15 中区中島１丁目 14

金谷天王町 14 中区龍禅寺町 15

牛尾 14 中区神田町 14

金谷根岸町 15 中区鴨江２丁目 14

焼津市 関方 14 中区佐鳴台３丁目 14

大覚寺 14 中区広沢３丁目 15

駅北４丁目 15 中区住吉１丁目 14

焼津３丁目 14 中区幸５丁目 14

小土 14 中区尾張町 14

小柳津 14 中区泉１丁目 15

石津港町 15 中区小豆餅４丁目 14

中新田 14 中区高丘西１丁目 14

田尻北 14 中区葵西３丁目 14

高新田 14 中区天神町 14

藤枝市 岡出山１丁目 14 東区市野町 15

花倉 14 東区中郡町 14

駅前２丁目 15 東区積志町 14

岡部町内谷 14 東区和田町 14

八幡 14 東区豊町 15

青葉町１丁目 14 東区薬新町 14

大西町２丁目 15 東区大島町 14

平島 14 東区植松町 14

高岡 14 東区半田町 15

岡部町岡部 14 西区大久保町 14

大手１丁目 14 西区神ケ谷町 14

牧之原市 大沢 14 西区馬郡町 14

男神 14 西区呉松町 15

切山 14 西区大平台４丁目 15

榛原郡 吉田町片岡 15 西区湖東町 14

吉田町住吉 14 西区古人見町 14

川根本町徳山 14 西区大山町 15

調査地点 調査地点

中
部

西
部
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地域 対象者数 地域 対象者数

南区福島町 14 掛川市 旭ヶ丘２丁目 14

南区鼡野町 14 久保２丁目 14

南区頭陀寺町 14 葵町 14

南区石原町 15 初馬 15

南区楊子町 14 原里 14

南区米津町 14 三俣 14

南区新橋町 14 岩滑 15

南区若林町 15 大渕 15

北区細江町中川 14 袋井市 豊沢 14

北区三ケ日町鵺代 14 鷲巣 15

北区引佐町奥山 14 広岡 14

北区滝沢町 15 上山梨 14

北区三幸町 14 大野 14

北区三方原町 14 東同笠 15

北区初生町 14 太田 14

浜北区中条 15 湖西市 新居町新居 14

浜北区上島 14 新居町中之郷（郷北） 15

浜北区沼 14 古見 14

浜北区横須賀 14 南台２丁目 14

浜北区新原 15 御前崎市 塩原新田 14

浜北区豊保 14 御前崎 14

浜北区尾野 14 菊川市 堀之内 15

天竜区山東 14 加茂 14

天竜区水窪町奥領家 15 古谷 14

磐田市 見付 14 河東 14

地脇町 14 周智郡 森町飯田 15

大泉町 15

中野 15

向笠新屋 14

匂坂中 14

立野 15

二番町 14

駒場 14

小立野 14

上岡田 15

下本郷 14

調査地点 調査地点

西
部

西
部
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特　　　性
回答者

（人）

構成比

（％）
特　　　性

回答者

（人）

構成比

（％）

 東　　　部 645 31.6  農林漁業 75 3.7

 中　　　部 670 32.9  商工サービス・自由業 186 9.1

 西　　　部 708 34.7  管理・専門技術・事務職 495 24.3

 無　回　答 16 0.8  労務作業者 223 10.9

 静　岡　市 415 20.4  無職 999 49.0

 浜　松　市 433 21.2  学生・その他 49 2.4

 その他の市部 1,069 52.4  無回答 12 0.6

 郡　　　部 106 5.2

 無　回　答 16 0.8  自営・家族従業小計 261 12.8

 東部・市部 566 27.8  給与所得者小計 718 35.2

 東部・郡部 79 3.9  無職小計 1,048 51.4

 中部・市部（静岡市を除く） 237 11.6  無回答 12 0.6

 中部・郡部 18 0.9  　　　10年未満 90 4.4

 西部・市部（浜松市を除く） 266 13.0  10年～20年未満 74 3.6

 西部・郡部 9 0.4  20年～30年未満 219 10.7

 無　回　答 16 0.8  30年以上 1,640 80.4

 男　　性 930 45.6  無回答 16 0.8

 女　　性 1,108 54.3 　　　　持家 1,699 83.3

 無　回　答 1 0.0 　　　　持家以外 321 15.7

 20　　　代 147 7.2 　　　　無回答 19 0.9

 30　　　代 234 11.5

 40　　　代 308 15.1 　　　　一戸建 1,686 82.7

 50　　　代 323 15.8 　　　　一戸建以外 318 15.6

 60　　　代 509 25.0 　　　　その他 16 0.8

 70歳以上 518 25.4 　　　　無回答 19 0.9

 無　回　答 0 0.0  自宅で利用できる 1,461 71.7

　　　　　　　20　　代 66 3.2  自宅で利用できない 474 23.2

　　　　　　　30　　代 108 5.3  わからない 84 4.1

　　　　　　　40　　代 116 5.7  無回答 20 1.0

　　　　　　　50　　代 164 8.0  利用する 1,112 54.5

　　　　　　　60　　代 249 12.2  利用しない 903 44.3

　　　　　　　70歳以上 227 11.1  無回答 24 1.2

　　　　　　　20　　代 81 4.0

　　　　　　　30　　代 126 6.2  住宅地域 1,427 70.0

　　　　　　　40　　代 192 9.4  商業地域 127 6.2

　　　　　　　50　　代 159 7.8  工業地域 40 2.0

　　　　　　　60　　代 260 12.8  農漁業地域 244 12.0

　　　　　　　70歳以上 290 14.2  山間地域 161 7.9

 無　回　答 1 0.0  その他 19 0.9

未　　　　婚 267 13.1  無回答 21 1.0

既　　　　婚 1,483 72.7

結婚後に離別 277 13.6

 無　回　答 12 0.6

 子どもはいない 143 8.1

 未就学児 109 6.2

 小学生 107 6.1

 中学生 67 3.8 　　　 分類基準は、第一子の年代
 高校生・予備校生・大学受験生 58 3.3

 短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 4.3 ※(２）分類基準は「この冊子のよみかた（P11）」を参照
 社会人（未就業を含む） 1,194 67.8

 無　回　答 8 0.5

 独身期 154 7.6

 家族形成期 148 7.3

 家族成長前期 174 8.5

 家族成長後期 130 6.4

 家族成熟期 265 13.0

 老齢期 1,027 50.4

 その他 135 6.6

 （分類不能） 6 0.3

ラ

イ
フ
ス

テ
ー

ジ

※(１）子どもの年代のみ、全体1,762人（未婚で子ど
　　　 もがいる、子どもの有無にかかわらず既婚、結
　　　 婚後に離別）=100％

項　目 項　目

性
別

年
　

代

本
人

具
体

的
職
業

住
宅
環

境

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利
用

(

普

及

率

)

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
の

利
用

(

利

用

率

)

※(２)

地
域

市
・

郡

子
ど

も
の
年

代

居
住

年
数

居
住

形
態

地
域
・

市
郡

性
・

年
代

未

既
婚

※(１)

Ⅲ 調査対象者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（１） 

（全体 2,039=100％） 

※(１) 子どもの年代のみ、全体 1,915人（未婚で子どもが

いる、子どもの有無にかかわらず既婚、結婚後に離

別）=100％ 

分類基準は、第一子の年代 

※(２) 分類基準は「この冊子のよみかた（P11）」を参照 

 

性
別 

男性 

女性 

男性 

女性 

　　　 分類基準は、第一子の年代

※(２）分類基準は「この冊子のよみかた（P10）」を参照

※(１）子どもの年代のみ、全体1,762人（未婚で子ど
　　　 もがいる、子どもの有無にかかわらず既婚、結
　　　 婚後に離別）=100％
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１ 属性別経年比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(86.9)

(85.5) (89.0) (84.1) (83.3)88.2 

85.2 88.9 
83.8 82.7 

0%

25%

50%

75%

100%

平成21年度… 平成22年度… 平成23年度… 平成24年度… 平成25年度…

持家

一戸建

居住年数を平成 21 年度以降の推移でみる

と、『生まれてからずっと』が年々減少して

いたが、前年度と比較して 3.6ポイント高く

なり６割にもどっている。 

未既婚を平成 21年度以降の推移でみると、

『既婚』は微減する傾向にある。平成 21 年

度と比較すると 3.7 ポイント低くなってい

る。『未婚』は平成 21年度以降微増の傾向で

あったが、前年度と比較して 4.1ポイント低

くなっている。『結婚後に離別』は、平成 22

年度以降微減する傾向にあったが、前年度と

比較して 6.1ポイント高くなっている。 

居住形態を平成 21 年度以降の推移でみる

と、平成 25年度の『持家』、『一戸建』ともに

83％程度と、平成 21年度以降最も低い割合と 

なっている。前年度と比

較すると『持家』は 0.8

ポイント、『一戸建』は

1.1 ポイント低くなって

いる。 

インターネットの利用（普及率）を平成 21

年度以降の推移でみると、『利用できる』は

年々上昇していたが、前年度と比較して 5.3

ポイント低くなっている。 

【未既婚】 

【居住年数】 

【居住形態】 

【インターネットの利用（普及率）】 

79.7 78.6 79.4 76.7 80.4 

64.4 62.7 62.6 58.2 61.8 

0%

25%

50%

75%

100%

平成21年度… 平成22年度… 平成23年度… 平成24年度… 平成25年度…

30年以上

生まれてからずっ

と

3.5 
5.2 

3.6 
3.4 1.2 

3.8 3.0 4.5 4.5 

70.0 

13.0 13.3 12.2 11.8 
6.2 
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60%
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80%

90%

100%

平成21年度

(n=1,507)

平成22年度

(n=1,288)

平成23年度

(n=2,199)

平成24年度

(n=2,323)

平成25年度

(n=2,323)

10年未満

10年～20年未満

20年～30年未満

30年以上

生まれてからずっと

(参考：20年以上に含まれる) 

 

88.4 
86.9 

85.2 

88.8 
83.8 

2.0 

11.6 13.1 14.5
10.6 12.2

0

90.9
88.2

85.5
89

84.1

0
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10%

20%

30%

40%

50%

60%
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80%

90%

100%

持家

持家以外
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一戸建以外

その他

 

60.1 
63.2 

66.8 
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71.7 

36.4 33.9 
29.9 

17.4 
23.2 

3.5 2.9 3.0 1.9 4.1 
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１ 結果は百分率で表示し、小数第２位を四捨五入した。四捨五入の結果、個々の比率の合計と全体

を示す数値とが一致しないことがある。 

２ 数値やグラフの中の「件数」、「ｎ」（number of case の略）は回答者総数（あるいは分類別の該当

者数）を示し、回答比率はこれを 100％であらわした。「ＳＱ」（Sub-Question の略）は前問で特

定の回答をした一部の回答者のみに続けて行った質問を示す。） 

３ 標本誤差は回答者数（ｎ）と得られた結果の比率によって異なるが、層化二段無作為抽出法によ

る場合の誤差（95％は信頼できる誤差の範囲）は下表のとおりである。 

 

回答の比率 10％または 20％または 30％または 40％または 
50％前後 

回答者数（Ｎ） 90％前後 80％前後 70％前後 60％前後 

2,039 ±1.3 ±1.8 ±2.0 ±2.1 ±2.2 

2,000 ±1.3 ±1.8 ±2.0 ±2.1 ±2.2 

1,800 ±1.4 ±1.8 ±2.1 ±2.3 ±2.3 

1,600 ±1.5 ±2.0 ±2.2 ±2.4 ±2.4 

1,400 ±1.6 ±2.1 ±2.4 ±2.6 ±2.6 

1,200 ±1.7 ±2.3 ±2.6 ±2.8 ±2.8 

1,000 ±1.9 ±2.5 ±2.8 ±3.0 ±3.1 

800 ±2.1 ±2.8 ±3.2 ±3.4 ±3.5 

600 ±2.4 ±3.2 ±3.7 ±3.9 ±4.0 

400 ±2.9 ±3.9 ±4.5 ±4.8 ±4.9 

200 ±4.2 ±5.5 ±6.4 ±6.8 ±6.9 

100 ±5.9 ±7.8 ±9.0 ±9.6 ±9.8 

 

４ 質問の末尾に（Ｍ.Ａ.）（Multiple Answers の略）とあるのは、１人の対象者に２つ以上の回答を

認めたもので、その百分率の合計は 100％を超える場合がある。 

５ 調査対象者の属性に無回答があるため、各図表の内訳の合計が全体の回答者数と異なる場合があ

る。無回答は全体の比率計算に含めている。 

６ 分析の軸として「ライフステージ」は以下の基準で分類した。 

 

ラ イ フ ス テ ー ジ 基         準 

独 身 期 20代・30代の未婚者 

家 族 形 成 期 第一子が未就学児、または 40歳未満の夫婦のみ 

家 族 成 長 前 期 第一子が小・中学生 

家 族 成 長 後 期 第一子が高校・大学生（短大・専門学校・大学受験生を含む） 

家 族 成 熟 期 第一子が学校教育終了 

老 齢 期 60歳以上の人 

そ の 他 40代・50代の未婚者、40代・50代の夫婦のみ等 

（注１）家族形成期～家族成熟期の子供のある人は、いずれも 60歳未満の人とした。 

この冊子のよみかた 
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暮暮ららしし向向ききがが「「苦苦ししくくななっったた」」4422..33％％  

日日常常生生活活にに「「悩悩みみやや不不安安をを感感じじてていいるる」」7766..33％％  
 

【調査時点での社会情勢】 

平成 24 年 12 月に発足した第二次安倍晋三内閣が推進する、大胆な金融政策、機動的

な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を基本方針とした経済政策「ア

ベノミクス」により、長引く円高、デフレ不況から脱却し、雇用や所得が拡大する期待

が高まる一方、税と社会保障の一体改革による関連法案における消費税率引き上げの動

きや、予想される南海卜ラフ巨大地震への対応、長期化が懸念される原発問題など、日

常生活において多くの不安要素が見られる。 

 

１ 生活についての意識 

（１）暮らし向き 

・暮らし向きが「苦しくなっている」と感じている人の割合は 42.3％と、昭和 55 年の設

問開始以来最高値であった平成 23年度の 48.8％から年々低くなっているものの、平成

20 年度以降６年連続４割を超え、引き続き高い数値で推移している。年代別では『40

代』が 49.4％と最も高く、子どもの年代別では、『中学生』以降『短大・高専・大学・

大学院・専門学校生』まで、子どもの成長に伴い、その割合は高くなっており、教育費

などの負担増が家計を圧迫していることがうかがえる。 

・「苦しくなっている」理由は、「給料や収益が増えない、又は減ったから」と答えた人の

割合が 57.1％で最も高く、次いで「預貯金が増えない、又は減ったから」が 39.2％、

「税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから」が 38.1％の順で、平成 21 年度

以降、この上位の順位には変化がみられない。 

・「毎日の生活費が増えたから（食費、高熱水費など）」が毎年増加傾向にあり、平成 25

年度は 24.8％と 4人に一人の割合となった。 

（２）日常生活の悩みや不安 

・日常生活に悩みや不安を感じている人の割合は 76.3％で、昭和 63 年度の設問開始以来

最高値であった平成 24年度の 80.4％よりも 4.1 ポイント低くなったが、過去３番目の

高率で、平成 23年度から 3年連続で 7割を超えている。特に『40 代』と『50代』では、

８割台と高くなっている。 

平成 25年度県政世論調査 
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・悩みや不安の内容は、「自分や家族の健康」と答えた人が 58.2％で最も高く、次いで「老

後の生活設計」が 55.9％、「今後の生活費の見通し」が 47.6％と続き、健康や生活に関

することが中心となっている。特に、「老後の生活設計」は、他の選択肢が前年度より

割合が低くなっている中で、唯一割合が高くなっており、老後に対する不安が根強いこ

とがうかがわれる。 

（３）静岡県の住よさ 

・静岡県は住みよいところと思う人の割合は 60.8％で、どちらかといえばそう思う人を合

わせた割合は 91.0％となり、平成 20年度の設問開始以来９割前後の高い水準で推移し

ている。 

 

２ 県の仕事に対する関心 

（１）県政への関心度 

・県の政治や行政に「非常に関心がある」と「まあまあ関心がある」を合わせた“関心層”

は 62.2％で、平成 24年度より 0.5 ポイント低くなっている。 

（２）行政機関への意見や要望、不満 

・県が担当する仕事について意見や要望、不満がある人のうち、県に伝えた人の割合は

14.5％で、平成 24 年度より 0.3ポイント低くなっている。 

（３）広報媒体の浸透度 

・県民だより(66.2％)、県議会だより(44.7％)、テレビ広報番組・テレビコマーシャル

(50.9％)、ラジオ広報番組(27.3％)など県の広報媒体の浸透度は平成 24 年度より概ね

高くなっている。 
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2.5 51.1 42.3 3.3 0.9

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

全県(n=2,039) 

第１章 生活についての意識 
 

１ 暮らし向き 

――― 「苦しくなっている」が 42.3％、前年度に比べ低い 

「苦しくなっている」と感じる理由は「給料や収益が増えない、又は減ったから」が高い ― 

 

 

Ｑ１ お宅の暮らし向きは、去年の今頃とくらべて楽になっていますか、苦しくなっていま

すか、同じようなものですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ  お宅の暮らし向きが「苦しくなっている」とお感じの理由はなんですか。 

（３Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦しくなっている 

わからない 楽になっている 

同じようなもの 無回答 

【暮らし向き】 

（n=862） 

【 暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由】 

57.1

39.2

38.1

24.8

18.0

15.9

13.6

8.9

5.5

3.5

0.7

0.3

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

給料や収益が増えない、又は減ったから

預貯金が増えない、又は減ったから

税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから

毎日の生活費が増えたから（食費、光熱水費など）

失業、退職、休職などで収入が減ったから

教育費や学生の子どもへの仕送りなどが増えたから

家族の病気、介護などで出費が増えた、又は減らないから

家や自動車、電化製品などを購入した、又は購入できないから

結婚、出産、手術などで、一時的に大きな出費があったから

その他

特に理由はない、わからない

無回答
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（１） 暮らし向きの去年との比較 

暮らし向きについては、「同じようなもの」と回答した人の割合が 51.1％で最も高く、「苦

しくなっている」の 42.3％を上回っている。一方、「楽になっている」は 2.5％にとどまって

いる。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-1） 

平成 16 年度以降の推移でみると、平成 20 年度以降「同じようなもの」と回答した人の割合

が６割を下回っている。「苦しくなっている」は、平成 20年度以降４割を上回るようになって

いる。「楽になっている」は、平成 16年度以降１～３％程度で推移している。 

前年度と比較すると、「同じようなもの」が 4.3 ポイント高くなり、「苦しくなっている」

が 2.4ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【（図 1-1）暮らし向き 年代別 経年比較 】 

平成
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(n=1,551) (n=1,507) (n=1,527) (n=1,506) (n=1,478) (n=1,507) (n=1,288) (n=2,199) (n=2,323) (n=2,039) 

64.7 66.0 64.6 64.5
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0%

25%

50%

75%

100%

同じようなもの

苦しくなっている

楽になっている
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[属性による比較]（図 1-2、図 1-3） 

年代別に前年度と比較してみると、「苦しくなっている」と回答した人の割合は『20代』に

おいて 9.5ポイント前年度を上回り、他の年代は微減の傾向となっている。『20代』を除いた

全ての年代で「同じようなもの」が、前年度を上回っており、『20代』において 6.3ポイント

前年度を下回っている。 

 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「同じようなもの」が『60代』と『70歳以上』で半数を超えている。また、

「苦しくなっている」は、『40代』までは年代が上がるほど高くなり、『50代』以上では低く

なっている。 

未既婚別にみると、「苦しくなっている」が、『既婚』において 43.8％と、『未婚』（39.3％）、

『結婚後に離別』（37.5％）を 4ポイント以上上回っている。 

子どもの年代別にみると、「苦しくなっている」が『中学生』以降『短大・高専・大学・大

学院・専門学校生』まで子どもの成長に伴い高くなっており、『子供はいない』(35.7％)と比

較すると『短大・高専・大学・大学院・専門学校生』(63.2％)は 27.5 ポイント高くなってい

る。 

地域別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 24年度（N=2,323） 平成 25年度（N=2,039）  

【（図 1-2）暮らし向き 年代別 前年度比較 】 
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【（図 1-3）暮らし向き 性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別 地域別】 
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同じようなもの
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37.5 
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苦しくなっている
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全　　県(n=2,039)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=1,108)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=234)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=308)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=323)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=509)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=518)　　　　　　　　　　　　　　

〔未既婚〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　未婚(n=267)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　既婚(n=1,483)　　　　　　　　　　　　　　　

　　結婚後に離別(n=277)　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=58)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=76)

　　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=670)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=708)

全　　県(n=2,039)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=1,108)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=234)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=308)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=323)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=509)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=518)　　　　　　　　　　　　　　

〔未既婚〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　未婚(n=267)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　既婚(n=1,483)　　　　　　　　　　　　　　　

　　結婚後に離別(n=277)　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=58)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=76)

　　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=670)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=708)
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[本人具体的職業別 経年比較]（図 1-4） 

「苦しくなっている」と回答した人の割合を本人具体的職業別に平成 21 年度以降の推移をみ

ると、『労務職』が前年度より 3.5ポイント高くなっている。『農林漁業』、『商工サービス・

自由業』、『管理・専門技術・事務職』に大きな変化はなく、『無職』は 5.4 ポイント、『学

生・その他』は 6.1ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 1-4）暮らし向き 本人具体的職業別 経年比較】 

苦しくなっている 

農林漁業 商工サービス・自由業 管理・専門技術・事務職 

労務職 無職 学生・その他 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=47) (n=89) (n=138) (n=87) (n=75) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=183) (n=160) (n=232) (n=209) (n=186) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=442) (n=291) (n=550) (n=679) (n=495) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=206) (n=159) (n=253) (n=347) (n=223) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=493) (n=458) (n=577) (n=925) (n=999) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=136) (n=131) (n=318) (n=43) (n=49) 
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44.4 
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42.4 
39.7 
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37.6 
41.2 

53.0 51.1 

42.8 
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49.3 

41.4 
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25%

50%
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（２） 暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由 

暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由については、「給料や収益が増えない、又

は減ったから」と回答した人の割合が 57.1％で最も高く、次いで「預貯金が増えない、又は減

ったから」が 39.2％、「税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから」が 38.1％などと

なっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-5） 

平成 21 年度以降の推移でみると、「毎日の生活費が増えたから（食費、高熱水費など）」と

回答した人の割合が増加傾向となっている。前年度と比較すると、「失業、退職、休職などで

収入が減ったから」が 2.7ポイント高くなっている。 

 

[属性による比較]（図 1-6、表 1-1、表 1-2） 

性別にみると、『男性』において、「給料や収益が増えない、又は減ったから」と回答した

人の割合が 62.2％で、『女性』を 9.9ポイント上回っているのに対し、「預貯金が増えない、

又は減ったから」は、『女性』において 41.8％と、『男性』（36.6％）を 5.2 ポイント上回っ

ている。 

性・年代別にみると、「給料や収益が増えない、又は減ったから」が『男性 50代』が 83.5％

と最も高く、『男性 70 歳以上』(38.8％)、『女性 20 代』(39.3％)、『女性 70 歳以上』

(34.3％)は３割台と低くなっている。「預貯金が増えない、又は減ったから」は『女性 20代』

が 17.9％と低くなっているものの、『女性 50 代』まで、年代が上がるほど高くなっている。

「税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから」は、『男性 60 代』（51.3％）、『女

性 20代』（46.4％）、『女性 60代』（42.7％）、『女性 70歳以上』（47.5％）において４

割を超えて高くなっている。「毎日の生活費が増えたから（食費、高熱水費など）」は『男性 70

歳以上』（38.2％）、『女性 30代』（31.4％）、『女性 60代』（29.1％）、『女性 70歳以

上』（31.3％）において高くなっている。「失業、退職、休職などで収入が減ったから」は、『男

性 60代』（33.9％）、『女性 60代』（26.2％）で高くなっている。「教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増えたから」は、『男性 40 代』（32.2％）、『女性 30 代』（41.2％）『女

性 40 代』（40.9％）において高くなっている。「家族の病気、介護などで出費が増えた、又

は減らないから」は、『女性 40代』以上において年代が上がるほど高くなる傾向にあるのに

対し、男性は『男性 30代』（2.3％）、『男性 40代』（6.8％）は低く、『男性 20代』（13.8％）、

『男性 50代』以上は１割以上へと高くなっている。 

子どもの年代別にみると、「教育費や学生の子どもへの仕送りなどが増えたから」は『未就

学児』以降、『短大・高専・大学・大学院・専門学校生』まで子供の成長に伴い高くなり、『短

大・高専・大学・大学院・専門学校生』において 83.3％と非常に高くなっている。「給料や収

益が増えない、又は減ったから」が、『小学生』以降『短大・高専・大学・大学院・専門学校

生』までの就学生のいる年代で６割を超え高くなっている。 

地域別にみると、「税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから」が、『西部』にお

いて 28.5％と、『東部』（44.1％）、『中部』（42.4％）を 13ポイント以上下回っている。 
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【（図 1-5）暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由 経年比較】 
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【（図 1-6）暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由 性別、性・年代別、子どもの年代別、地域別 】 
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全　　県(n=862)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=29)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=44)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=85)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=115)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=89)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=28)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=51)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=93)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=66)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=103)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=51)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=53)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=47)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=40)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=36)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=48)

　　社会人(n=475)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=270)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=288)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=302)

全　　県(n=862)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=29)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=44)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=85)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=115)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=89)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=28)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=51)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=93)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=66)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=103)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=51)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=53)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=47)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=40)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=36)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=48)

　　社会人(n=475)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=270)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=288)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=302)
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13.6 

13.5 
13.6 

13.5 
13.8 

2.3 
6.8 

17.6 
15.7 
16.9 
13.6 

7.1 
0.0 

11.8 
12.1 
18.4 
20.2 

13.7 
1.9 
6.4 

0.0 
8.3 
8.3 

16.4 

15.9 
11.5 
13.2 

0% 25% 50% 75% 100%

家族の病気、介護などで

出費が増えた、又は減ら

ないから

0.7 

1.0 
0.2 

1.0 
0.0 
0.0 
3.4 
0.0 
0.0 
2.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 

1.1 
0.3 
0.7 

0% 25% 50% 75% 100%

特に理由はない、

わからない

5.5 

4.0 
6.8 

4.0 
10.3 
13.6 

1.7 
0.0 
3.5 
3.4 
6.8 

25.0 
15.7 

1.1 
12.1 

2.9 
3.0 

15.7 
30.2 

2.1 
0.0 
0.0 
2.1 
3.4 

5.2 
5.9 
5.3 

0% 25% 50% 75% 100%

結婚、出産、手術などで、

一時的に大きな出費があ

ったから

8.9 

9.3 
8.6 

9.3 
3.4 

15.9 
1.7 

9.4 
12.2 
9.0 
8.6 
14.3 
15.7 

8.6 
10.6 

6.8 
4.0 

13.7 
15.1 
12.8 
10.0 

2.8 
6.3 
8.6 

4.8 
9.7 
11.9 

0% 25% 50% 75% 100%

家や自動車、電化製品などを

購入した、又は購入できない

から

全　　県(n=862)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=29)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=44)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=85)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=115)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=89)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=28)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=51)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=93)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=66)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=103)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=51)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=53)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=47)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=40)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=36)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=48)

　　社会人(n=475)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=270)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=288)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=302)

全　　県(n=862)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=421)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=29)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=44)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=85)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=115)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=89)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=440)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=28)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=51)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=93)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=66)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=103)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=51)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=53)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=47)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=40)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=36)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=48)

　　社会人(n=475)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=270)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=288)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=302)
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【（表 1-1）暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由 性別、性・年代別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

57.1 39.2 38.1 24.8 18.0

男性
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=421) 62.2 40.1 36.6 23.5 19.5

女性
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な

ど)

教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増え

たから

(n=440) 52.3 41.8 36.1 26.1 18.4

給料や収益が増えな
い、又は減ったから

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

家族の病気、介護など

で出費が増えた、又は
減らないから

(n=29) 75.9 37.9 31.0 17.2 13.8

30代
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な

ど)

家や自動車、電化製品

などを購入した、又は

購入できないから

(n=44) 75.0 38.6 29.5 22.7 15.9

40代
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増え
たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な
ど)

(n=59) 74.6 39.0 37.3 32.2 16.9

50代
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増え
たから

家族の病気、介護など

で出費が増えた、又は
減らないから

(n=85) 83.5 45.9 34.1 25.9 17.6

60代
税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

給料や収益が増えな
い、又は減ったから

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

(n=115) 51.3 50.4 33.9 31.3 27.8

(n=89) 39.3 38.2 33.7 16.9

(n=28) 46.4 39.3 25.0 21.4

30代
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増え

たから

預貯金が増えない、又

は減ったから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な

ど)

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え

たから

(n=51) 54.9 41.2 33.3 31.4 29.4

40代
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

教育費や学生の子ども
への仕送りなどが増え

たから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

(n=93) 67.7 43.0 40.9 26.9 25.8

50代
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

教育費や学生の子ども
への仕送りなどが増え

たから

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=66) 72.7 47.0 22.7 21.2 13.6

60代
預貯金が増えない、又

は減ったから

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

(n=103) 46.6 44.7 42.7 29.1 26.2

70歳以上
税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

給料や収益が増えな
い、又は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

家族の病気、介護など
で出費が増えた、又は

減らないから

(n=99) 47.5 43.4 34.3 31.3 20.2

20代

全県

(n=862)

給料や収益が増えない、又は減ったから

毎日の生活費が増えたから(食費、光熱水費な

ど)
70歳以上

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

20代

家族の病気、介護など
で出費が増えた、又は

減らないから

性
別

性
・
年
代
（

男
性
）

性
・
年
代
（

女
性
）

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職などで収入が減ったから結婚、出産、手術など

で、一時的に大きな出
費があったから

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

毎日の生活費が増えたから(食費、光熱水費な
ど)
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【（表 1-2）暮らし向きが「苦しくなっている」と感じる理由 子どもの年代別、地域別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

地域内の「中部」は静岡市を、「西部」は浜松市を、それぞれ含めた数字である  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

子どもはいない
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=51) 56.9 35.3 31.4 29.4 17.6

(n=53) 45.3 30.2

小学生
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

(n=47) 85.1 42.6 31.9 23.4

中学生
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

教育費や学生の子ども
への仕送りなどが増え
たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え
たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な
ど)

(n=40) 62.5 45.0 42.5 32.5 27.5

(n=36) 66.7 55.6 41.7 33.3

短大・高専・
大学・大学院・

専門学校生

教育費や学生の子ども
への仕送りなどが増え

たから

給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=48) 83.3 77.1 45.8 27.1 12.5

社会人
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

預貯金が増えない、又

は減ったから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な
ど)

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

(n=475) 52.2 41.5 40.8 27.4 20.0

住宅地域
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=587) 55.9 39.2 36.3 24.4 19.4

商業地域
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な
ど)

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え
たから

教育費や学生の子ども
への仕送りなどが増え
たから

(n=54) 63.0 42.6 38.9 33.3 16.7

工業地域
税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

家族の病気、介護など

で出費が増えた、又は
減らないから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な
ど)

預貯金が増えない、又

は減ったから

(n=15) 66.7 40.0 33.3 26.7 13.3

農漁業地域
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な

ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=110) 65.5 42.7 35.5 22.7 19.1

山間地域
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

預貯金が増えない、又

は減ったから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な
ど)

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

(n=81) 56.8 46.9 40.7 23.5 13.6

(n=11) 63.6 54.5 27.3 18.2

東部地域
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え
たから

預貯金が増えない、又
は減ったから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な
ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=270) 58.1 44.1 37.8 21.5 18.9

中部地域
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

預貯金が増えない、又

は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

毎日の生活費が増えた

から(食費、光熱水費な
ど)

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

(n=288) 56.6 43.1 42.4 26.0 18.1

西部地域
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え
たから

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な
ど)

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=302) 56.6 36.8 28.5 26.8 17.2

（静岡市）
給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

預貯金が増えない、又

は減ったから

毎日の生活費が増えた

から（食費、光熱水費
など）

失業、退職、休職など

で収入が減ったから

(n=181) 59.1 45.3 42.0 24.9 18.2

（浜松市）
給料や収益が増えな
い、又は減ったから

預貯金が増えない、又
は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

毎日の生活費が増えた
から（食費、光熱水費

など）

失業、退職、休職など
で収入が減ったから

(n=179) 58.7 37.4 30.7 22.3 16.8

預貯金が増えない、又
は減ったから

結婚、出産、手術などで、一時的に大きな出費があったから

税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから

毎日の生活費が増えたから(食費、光熱水費など)

預貯金が増えない、又は減ったから

税金や保険料の支払い
が減らない、又は増え

たから

税金や保険料の支払いが減らない、又は増えた

から

毎日の生活費が増えた
から(食費、光熱水費な
ど)

預貯金が増えない、又は減ったから

毎日の生活費が増えたから(食費、光熱水費な
ど)

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

税金や保険料の支払い

が減らない、又は増え
たから

給料や収益が増えな

い、又は減ったから

その他
教育費や学生の子どもへの仕送りなどが増えた
から失業、退職、休職などで収入が減ったから

給料や収益が増えな
い、又は減ったから

教育費や学生の子どもへの仕送りなどが増えた

から

周
辺
環
境

高校生・
予備校生・
大学受験生

教育費や学生の子ども

への仕送りなどが増え
たから

子
ど
も
の
年
代
（

長
子
年
代
）

未就学児

地
域
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76.3 18.1 5.0 0.6

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

全県(n=2,039) 

２ 日常生活の悩みや不安 

――― 「悩みや不安を感じている」人が 76.3％ 

悩みや不安の内容は１位「自分や家族の健康」、２位「老後の生活設計」 ――― 

 

 

Ｑ２ あなたは、日常生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも特に悩みや不安

は感じていませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ  悩みや不安を感じていることは、どのようなことですか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.2

55.9

47.6

45.5

36.8

20.2

18.6

7.3

5.2

2.9

0.4

0% 20% 40% 60% 80%

自分や家族の健康

老後の生活設計

今後の生活費の見通し

東海地震などの災害

自分や家族の生活（進学、就職、

結婚、子育てなど）上の問題

自分の仕事上の問題

東日本大震災に伴い新たに発生した

不安(電力不足や原発問題など)

犯罪や、交通事故に遭うのではないか

という不安

環境変化（居住環境・生活環境）

その他

無回答

悩みや不安を感じていない 

悩みや不安を感じている 

わからない 

無回答 

【日常生活の悩みや不安の有無】 

【悩みや不安の内容】 

（n=1,556） 
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（１） 日常生活の悩みや不安の有無 

日常生活の悩みや不安の有無については、「悩みや不安を感じている」と回答した人の割合

が 76.3％で最も高く、「悩みや不安を感じていない」は 18.1％にとどまっている。「わからな

い」は、5.0％となっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-7） 

平成 16 年度以降の推移でみると、平成 20 年度以前は「悩みや不安を感じている」と回答し

た人の割合が６割前後で推移していたものの、平成 21 年度以降においては、平成 22 年度を除

き、６割を大きく上回る傾向にある。一方、「悩みや不安を感じていない」は、平成 20年度以

降低くなる傾向にあり、平成 23年度以降は２割を下回るようになっている。 

前年度と比較すると、「悩みや不安を感じている」が 4.1ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[属性による比較]（図 1-8） 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「悩みや不安を感じている」と回答した人の割合は『40代』と『50代』に

おいて８割を超えて高くなっている。 

未既婚別では、大きな差はみられない。 

子どもの年代別にみると、「悩みや不安を感じている」が、『未就学児』以降『中学生』ま

では子どもの成長に伴い高くなっており、『高校生・予備校生・大学受験生』以降において、

低くなっている。 

前述（13 頁）の暮らし向き別にみると、「悩みや不安を感じている」人の割合が、『苦しく

なっている』と回答した人のうちにおいて 90.5％と９割を超えて高くなっている。 

 

[本人具体的職業別 経年比較]（図 1-9） 

「悩みや不安を感じている」と回答した人の割合を本人具体的職業別に平成 21年度以降の推

移をみると、『商工サービス・自由業』においては 80.6％、「学生・その他」において 71.4％

と前年度と比較して高くなっているが、他の職業においては低くなっている。 

【（図 1-7） 日常生活の悩みや不安の有無 経年比較 】 

62.5 62.6 61.3
58.6 60.9

66.0
62.8

76.9
80.4

76.3

35.7 34.9 36.3
39.7

35.5

27.7 29.1

17.1 14.9
18.1

1.7 2.5 2.4 1.7 3.6
6.2 8.1

5.2 3.8 5.0

0%

25%

50%

75%

100%
悩みや不安を感じている

悩みや不安を感じていない

わからない

平成
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(n=1,551) (n=1,507) (n=1,527) (n=1,506) (n=1,478) (n=1,507) (n=1,288) (n=2,199) (n=2,323) (n=2,039) 
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【（図 1-8） 日常生活の悩みや不安の有無 性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別、暮らし向き別 】 

【（図 1-9） 日常生活の悩みや不安の有無 本人具体的職業別 経年比

較 】 悩みや不安を感じている 

農林漁業 商工サービス・自由業 管理・専門技術・事務職 

労務職 無職 学生・その他 

全県 
(76.3) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=47) (n=89) (n=138) (n=87) (n=75) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=183) (n=160) (n=232) (n=209) (n=186) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=442) (n=291) (n=550) (n=679) (n=495) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=206) (n=159) (n=253) (n=347) (n=223) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=493) (n=458) (n=577) (n=925) (n=999) 

平成
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度
(n=136) (n=131) (n=318) (n=43) (n=49) 
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（２） 悩みや不安の内容 

悩みや不安の内容については、「自分や家族の健康」と回答した人の割合が 58.2％と最も高

く、次いで「老後の生活設計」が 55.9％、「今後の生活費の見通し」が 47.6％などとなってい

る。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-10） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 21 年度以前は６割近くを占めていた「老後の生活設

計」と回答していた人の割合が、平成 22 年度に 8.7 ポイント低くなり、平成 24 年度から微増

の傾向となっている。また、「東海地震などの災害」は、東日本大震災後の平成 23年度に 17.5

ポイント高くなり、約半数となっていたが、今年度は平成 24年度より 6.3ポイント低くなって

いる。その他、前年度と比較すると、「自分や家族の生活（進学、就職、結婚、子育てなど）

上の問題」が 5.5ポイント低くなっている。 

 

[属性による比較]（図 1-11、表 1-3） 

性別にみると、『男性』において、「自分の仕事上の問題」と回答した人の割合が 26.2％で、

『女性』を 10.9 ポイント上回っているのに対し、『女性』において、「東海地震などの災害」

（49.3％）が 8.2ポイント、「自分や家族の生活（進学、就職、結婚、子育てなど）上の問題」

（40.2％）が 7.4ポイント『男性』を上回っている。 

性・年代別にみると、「自分や家族の健康」が、全体的に男性・女性とも年代が上がるほど

高くなる傾向がみられる。また、「老後の生活設計」は、『男性 60代』以下、『女性 50代』

以下において、年代が上がるほど高くなり、その後低くなっている。「自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育てなど）上の問題」は、『男性 40代』、『女性 20代』、『女性 30

代』、『女性 40代』において半数を超えて高くなっている。 

子どもの年代別にみると、「自分や家族の生活（進学、就職、結婚、子育てなど）上の問題」

は、『未就学児』以降『短大・高専・大学・大学院・専門学校生』までにおいて半数を超えて

高くなっている。また、「老後の生活設計」は、『子どもはいない』、『短大・高専・大学・

大学院・専門学校生』、『社会人』において６割を超えて高くなっている。 

地域別にみると、「自分や家族の健康」が『東部』において 55.8％と、『中部』(59.5％)と

『西部』（59.3％）に比べ低くなっている。また、「自分の仕事上の問題」は、『西部』において

17.9％と、『東部』(21.4％)、『中部』(21.7％)に比べ低くなっている。 
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（注）「東日本大震災に伴い新たに発生した不安」の選択肢は平成 23年度から開始。また、平成 23年度は「東日

本大震災に伴い新たに発生した不安（農作物等の放射能汚染、電力不足など）」、平成 24 年度は「東日本

大震災に伴い新たに発生した不安（電力不足や被災地がれきの受け入れ、原発問題など）」という選択肢で

実施。 

【（図 1-10） 悩みや不安の内容  経年比

較 】 
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【（図 1-11） 悩みや不安の内容 性別、性・年代別、子どもの年代別、地域別 】 
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全　　県(n=1,556)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=45)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=82)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=138)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=193)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=154)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=56)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=162)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=139)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=200)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=191)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=112)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=85)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=87)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=58)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=50)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=62)

　　社会人(n=882)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=500)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=511)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=536)

全　　県(n=1,556)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=45)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=82)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=138)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=193)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=154)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=56)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=162)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=139)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=200)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=191)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=112)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=85)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=87)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=58)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=50)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=62)

　　社会人(n=882)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=500)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=511)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=536)
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5.2 

4.6 
5.7 

4.6
2.2 
4.9 
4.0 
2.9 
5.2 
6.5 
5.7 
8.9 
6.3 
6.2 
3.6 
5.0 
6.3 

7.1 
2.4 
3.4 
5.2 
2.0 
4.8 
5.3 

5.4 
4.1 
6.0 

0% 25% 50% 75% 100%

環境変化（居住環境・

生活環境）

7.3 

6.2 
8.3 

6.2
4.4 
8.5 
6.1 
4.3 
4.7 
9.1 
8.3 
10.7 
10.4 
8.0 
6.5 
7.5 
8.9 

8.0 
11.8 
14.9 

6.9 
4.0 
8.1 
6.6 

7.2 
8.0 
6.9 

0% 25% 50% 75% 100%

犯罪や、交通事故に遭う

のではないかという不安

18.6 

16.5 
20.4 

16.5
13.3 
13.4 
13.1 
17.4 
19.7 
16.2 
20.4 

16.1 
6.3 
13.6 
20.1 
26.5 
28.3 

18.8 
8.2 
6.9 

19.0 
6.0 
11.3 

21.8 

20.2 
17.6 
17.7 

0% 25% 50% 75% 100%

東日本大震災に伴い新たに

発生した不安(電力不足や

原発問題など)

全　　県(n=1,556)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=711)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=45)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=82)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=138)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=193)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=154)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=844)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=56)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=162)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=139)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=200)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=191)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=112)　　　　　　　　　　　

　　未就学児(n=85)　　　　　　　　　　　　　　

　　小学生(n=87)　　　　　　　　　　　　　　　

　　中学生(n=58)　　　　　　　　　　　　 　　　

　　高校生・予備校生・大学受験生(n=50)

　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=62)

　　社会人(n=882)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東部地域(n=500)　　　　　　　　　　　　　　

　　中部地域(n=511)　　　　　　　　　　　　　　

　　西部地域(n=536)
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【（表 1-3）悩みや不安の内容 性別、性・年代別、地域別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

地域内の「中部」は静岡市を、「西部」は浜松市を、それぞれ含めた数字である  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

58.2 55.9 47.6 45.5 36.8

男性
老後の生活設計 自分や家族の健康 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

(n=711) 57.1 55.4 49.6 41.1 32.8

女性
自分や家族の健康 老後の生活設計 東海地震などの災害 今後の生活費の見通し 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

(n=844) 60.4 55.0 49.3 46.0 40.2

今後の生活費の見通し 自分や家族の健康

東海地震などの災害

(n=45) 51.1 46.7 44.4 42.2

今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 老後の生活設計

自分の仕事上の問題

(n=82) 51.2 50.0 42.7 41.5

今後の生活費の見通し 老後の生活設計 自分や家族の健康 東海地震などの災害

自分の仕事上の問題

(n=99) 55.6 51.5 50.5 48.5 41.4

50代
老後の生活設計 自分や家族の健康 今後の生活費の見通し 自分の仕事上の問題 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

(n=138) 65.2 55.1 47.1 37.0 35.5

60代
老後の生活設計 自分や家族の健康 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

(n=193) 68.9 61.7 50.3 36.3 24.9

70歳以上
自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

(n=154) 65.6 52.6 46.1 44.8 20.1

自分や家族の健康 自分の仕事上の問題

今後の生活費の見通し
(n=56) 67.9 57.1 50.0 28.6

30代
自分や家族の生活（進
学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

今後の生活費の見通し 自分や家族の健康 東海地震などの災害 老後の生活設計

(n=96) 62.5 55.2 49.0 46.9 38.5

自分や家族の健康 東海地震などの災害 今後の生活費の見通し

老後の生活設計

(n=162) 54.9 53.7 52.5 46.3

50代
老後の生活設計 自分や家族の健康 今後の生活費の見通し 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

東海地震などの災害

(n=139) 76.3 54.7 50.4 45.3 43.2

60代
自分や家族の健康 老後の生活設計 東海地震などの災害 今後の生活費の見通し 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

(n=200) 67.0 59.5 47.5 43.0 30.0

70歳以上
自分や家族の健康 東海地震などの災害 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東日本大震災に伴い新

たに発生した不安(電力
不足や原発問題など)

(n=191) 71.2 51.8 51.3 39.8 28.3

東部地域
自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

(n=500) 55.8 54.8 47.4 45.8 36.4

自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し

東海地震などの災害

(n=511) 59.5 56.8 47.9 37.4

西部地域
自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

(n=536) 59.3 56.0 47.8 43.1 36.4

自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し

東海地震などの災害

(n=318) 61.3 56.9 49.1 36.5

（浜松市）
自分や家族の健康 老後の生活設計 今後の生活費の見通し 東海地震などの災害 自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

(n=336) 61.3 55.7 50.6 41.4 37.5

40代

（静岡市）

中部地域

自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

地
域

性
・
年
代
（

女
性
）

20代

30代

全県

自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育
てなど）上の問題

40代

自分の仕事上の問題自分や家族の生活（進

学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

20代

性
・
年
代
（

男
性
）

性
別

自分や家族の生活（進
学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

自分や家族の生活（進
学、就職、結婚、子育

てなど）上の問題

東海地震などの災害

(n=1,556)
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３ 静岡県の住みよさ 

――― 住みよいところだと「思う」人が９1.0% 

理由は「気候が温暖で、自然豊かだから」が 83.9％ ――― 

 

 

Ｑ３ あなたは、静岡県は住みよいところだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ  あなたが、静岡県は住みよいところだと思う理由はなんですか。（３Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.8 30.2 2.6

1.2

4.8 0.5

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

全県(n=2,039) 

どちらかといえばそう思う 

思う 

わからない 

無回答 

【静岡県の住みよさ】 

どちらかといえばそう思わない 思わない 

【静岡県が住みよいところだと思う理由】 

(n=1,854) 

83.9

50.5

22.4

19.0

12.7

10.6

8.0

7.0

4.7

2.6

2.6

1.1

0.5

0.6

1.6

4.2

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

気候が温暖で、自然が豊かだから

生まれ育ったところだから

県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから

農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから

首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから

交通網が発達しているから

温泉や運動などの施設が多く、レジャー、

スポーツなどに親しみやすいから

医療や福祉の質が高いから

防災や治安の面で安心だから

公園や歩道などの住環境が整っているから

産業が発達し、十分な雇用機会があるなど、

雇用環境がよいから

質の高い文化にふれる機会が多く、

文化活動も盛んであるから

教育や学習の機会や場が充実しているから

その他

特に理由はない、なんとなく

無回答
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（１） 静岡県の住みよさ 

静岡県は住みよいところだと思うかについては、「思う」と回答した人の割合が 60.8％と最

も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」が 30.2％、「わからない」が 4.8％などとなっ

ている。「思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた 91.0％が静岡県を住みよいとこ

ろだと思うと回答し、「思わない」と「どちらかといえばそう思わない」を合わせた 3.8％は

静岡県は住みよいところだと思わないと回答しており、静岡県を住みよいところだと思う人の

方が圧倒的に高くなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-12） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 21 年度以降「思う」と回答した人の割合が６割を下

回っていたが、今年度は 1.4 ポイント高くなり６割を超えた。「思う」と「どちらかといえば

そう思う」を合わせた割合は、平成 21年度以降９割前後で推移している。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 60.8 

59.4 

56.6 

59.5 

58.9 

30.2 

30.2 

35.2 

30.4 

32.4 

2.6 

2.9 

2.7 

4.3 

2.9 

1.2 

1.4 

1.1 

2.2 

2.4 

4.8 

3.4 

3.2 

3.6 

3.5 

0.5 

2.6 

1.2 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

平成22年度(n=1,288) 

平成21年度(n=1,507) 

【（図 1-12）静岡県の住みよさ 経年比較】 

どちらかといえばそう思う 

思う 

わからない 

無回答 

どちらかといえばそう思わない 思わない 
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58.1 

62.5 

62.3 

66.2 

60.5 

39.7 

50.7 

43.9 

56.0 

58.0 

66.1 

61.1 

52.8 

71.6 

62.1 

58.5 

51.6 

52.1 

55.8 

61.0 
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60.8 

33.2 

30.4 

26.7 

26.0 

23.7 

46.6 

44.8 

45.8 

35.8 

32.9 

27.4 

29.9 

34.5 

21.6 

29.5 

32.2 

37.0 

38.0 

31.3 

31.1 

29.0 

30.2 

2.7 

1.2 

4.2 

1.9 

11.8 

1.7 

3.0 

5.6 

2.8 

1.4 

1.1 

2.9 

3.0 

1.2 

2.6 

3.1 

3.6 

3.4 

4.1 

2.3 

3.0 

2.6 

1.1 

0.7 

1.6 

0.9 

1.3 

5.2 

0.9 

1.4 

1.1 

1.1 

1.5 

0.4 

1.6 

1.2 

1.6 

1.3 

1.4 

1.0 

1.4 

1.2 

4.5 

4.8 

4.8 

4.4 

2.6 

3.4 

1.5 

4.7 

3.7 

6.3 

2.9 

4.5 

8.2 

4.6 

3.7 

5.0 

5.2 

5.1 

6.8 

4.2 

5.4 

4.8 

0.4 

0.3 

0.5 

0.6 

3.4 

0.9 

1.4 

0.4 

0.6 

0.6 

1.0 

0.7 

0.3 

0.8 

0.5 

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

全　　県(n=2,039)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=1,108)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=234)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=308)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=323)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=509)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=518)　　　　　　　　　　　　　　

〔未既婚〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　未婚(n=267)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　既婚(n=1,483)　　　　　　　　　　　　　　　

　　結婚後に離別(n=277)　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=143)

　　未就学児(n=109)　　

　　小学生(n=107)　　　

　　中学生(n=67) 　　　

　　社会人(n=1,194)　　

〔地域〕　　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　

　　高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

　　短大・高専・大学・大学院

　　　　　・専門学校生(n=76)

 

[属性による比較]（図 1-13） 

年代別にみると、「思う」と回答した人の割合が『70歳以上』において７割を超えて高くな

っている。 

未既婚別にみると、「思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が、『未婚』

で 87.3％と、『既婚』（91.0％）、『結婚後に離別』（93.5％）に比べ低くなっている。 

子どもの年代別にみると、「思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が、『高

校生・予備校生・大学受験生』（86.3％）と、『短大・高専・大学・大学院・専門学校生』

（84.2％）で低くなっている。 

性別、地域別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 1-13）静岡県の住みよさ 性別、性・年代別、子どもの年代別、地域別 】 

どちらかといえばそう思う 

思う 
わからない 

無回答 

どちらかといえばそう思わない 思わない 

全　　県(n=2,039)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=1,108)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=234)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=308)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=323)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=509)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=518)　　　　　　　　　　　　　　

〔未既婚〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　未婚(n=267)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　既婚(n=1,483)　　　　　　　　　　　　　　　

　　結婚後に離別(n=277)　　　　　　　　　　　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　　子どもはいない(n=143)

　　未就学児(n=109)　　

　　小学生(n=107)　　　

　　中学生(n=67) 　　　

　　社会人(n=1,194)　　

〔地域〕　　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　
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（２） 静岡県が住みよいところだと思う理由 

静岡県が住みよいところだと思う理由については、「気候が温暖で、自然が豊かだから」と

回答した人の割合が 83.9％と８割を超えて最も高く、次いで「生まれ育ったところだから」が

50.5％、「県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから」が 22.4％などとなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 1-14） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 21 年度以降「気候が温暖で、自然が豊かだから」、

「公園や歩道などの住環境が整っているから」と回答した人の割合が、低くなる傾向にある。 

前年度とは大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 1-14） 静岡県が住みよいところだと思う理由 経年比較 】 
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[属性による比較]（図 1-15、表 1-4、表 1-5） 

性別にみると、「交通網が発達しているから」と回答した人の割合が、『男性』において 14.1％

と『女性』（7.7％）を 6.4 ポイント上回っており、「県民の人柄がよく、人付き合いをしやす

いから」は、『女性』において 24.7％と、『男性』（19.6％）を 5.1ポイント上回っている。 

性・年代別にみると、回答した人の割合が最も高かった「気候が温暖で、自然が豊かだから」

は、『男性 20代』、『男性 30代』、『男性 40代』、『女性 30代』で８割を下回っている。 

子どもの年代別にみると、「県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから」は、『未就学児』

以降『中学生』まで子どもの成長に伴い高くなっており、それ以降は低くなる傾向がある。ま

た、「交通網が発達しているから」は、『高校生・予備校生・大学受験生』以降において高くな

っている。 

地域別にみると、「生まれ育ったところだから」が『東部』において 45.1％と、『中部』(53.0％)、

『西部』（52.9％）を 7ポイント以上下回り、「農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるか

ら」が『西部』において 14.4％と『中部』（23.4％）を 9.0ポイント下回っている。また、「首

都圏、中京圏などの都市圏へ近いから」は、西の地域ほど低くなる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 1-15） 静岡県が住みよいところだと思う理由 性別、性・年代別、子どもの年代別、地域別 】 
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　　女性　60代(n=238)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=275)　　　　　　　　　　　　　　　　
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〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　中部地域(n=623)　　　　　　　　　　　　　　
　　西部地域(n=646)
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3.1 
0.5 

0.9 
0.3 
0.5 

0% 25% 50% 75% 100%

教育や学習の機会や場

が充実しているから

1.1 

1.4 
0.8 

1.4 
0.0 
0.0 
1.0 
0.7 
2.2 
2.4 
0.8 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.1 

0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 

1.4 
1.1 
0.8 

0% 25% 50% 75% 100%

質の高い文化にふれる

機会が多く、文化活動

も盛んであるから

全　　県(n=1,854)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=832)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=1,021)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=832)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=56)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=92)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=97)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=152)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=228)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=207)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=1,021)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=72)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=176)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=141)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=238)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=275)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　
　　子どもはいない(n=130)　　　　　　　　　　　
　　未就学児(n=100)　　　　　　　　　　　　　　
　　小学生(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　
　　中学生(n=64)　　　　　　　　　　　　 　　　
　　高校生・予備校生・大学受験生(n=50)
　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=64)

　　社会人(n=1,101)　　　　　　　　　　　　　　
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=574)　　　　　　　　　　　　　　
　　中部地域(n=623)　　　　　　　　　　　　　　
　　西部地域(n=646)

全　　県(n=1,854)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=832)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=1,021)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=832)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=56)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=92)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=97)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=152)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=228)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=207)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=1,021)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=72)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=176)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=141)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=238)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=275)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　
　　子どもはいない(n=130)　　　　　　　　　　　
　　未就学児(n=100)　　　　　　　　　　　　　　
　　小学生(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　
　　中学生(n=64)　　　　　　　　　　　　 　　　
　　高校生・予備校生・大学受験生(n=50)
　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=64)

　　社会人(n=1,101)　　　　　　　　　　　　　　
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=574)　　　　　　　　　　　　　　
　　中部地域(n=623)　　　　　　　　　　　　　　
　　西部地域(n=646)
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【（表 1-4） 静岡県が住みよいところだと思う理由 性別、性・年代別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

83.9 50.5 22.4 19.0 12.7

男性
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

交通網が発達している
から

(n=832) 81.5 50.2 20.2 19.6 14.1

女性
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=1,021) 85.9 50.6 24.7 18.0 12.9

首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから

(n=56) 71.4 66.1 32.1 14.3

30代

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

温泉や運動などの施設
が多く、レジャー、ス

ポーツなどに親しみや
すいから

(n=92) 75.0 47.8 18.5 17.4 13.0

40代
気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

首都圏、中京圏などの

都市圏へ近いから

農林水産物が豊富で、

豊かな食生活を送れる
から

(n=97) 73.2 59.8 21.6 17.5 14.4

50代
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

交通網が発達している
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=152) 83.6 50.0 19.1 17.1 15.1

60代
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

交通網が発達している
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

(n=228) 83.8 43.4 25.4 20.6 16.2

70歳以上
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

医療や福祉の質が高い
から

(n=207) 87.0 50.2 26.1 22.7 15.0

20代
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=72) 80.6 61.1 22.2 16.7 11.1

30代
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

(n=119) 79.0 63.9 27.7 14.3 7.6

農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから

首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから

(n=176) 87.5 53.4 25.0 14.8

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

(n=141) 92.9 42.6 20.6 19.1

60代
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=238) 84.5 44.5 24.4 20.6 14.3

70歳以上
気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、

豊かな食生活を送れる
から

医療や福祉の質が高い

から

(n=275) 86.9 49.8 26.9 21.5 9.5

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

40代

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら
50代

農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるか
ら

温泉や運動などの施設が多く、レジャー、ス

ポーツなどに親しみやすいから

首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから

性
別

20代
県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

性
・
年
代
（

男
性
）

(n=1,854)

全県

生まれ育ったところだ
から

気候が温暖で、自然が
豊かだから

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

性
・
年
代
（

女
性
）
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【（表 1-5） 静岡県が住みよいところだと思う理由 子どもの年代別、住宅環境別、地域

別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

地域内の「中部」は静岡市を、「西部」は浜松市を、それぞれ含めた数字である  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

子どもはいない

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

(n=130) 86.2 46.9 22.3 16.9 13.1

未就学児
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

(n=100) 73.0 58.0 20.0 18.0 16.0

小学生

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

温泉や運動などの施設
が多く、レジャー、ス

ポーツなどに親しみや
すいから

(n=96) 74.0 61.5 24.0 12.5 10.4

農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから

首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから

(n=64) 87.5 50.0 35.9 10.9

農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから

交通網が発達しているから

(n=50) 76.0 54.0 34.0 12.0

短大・高専・

大学・大学院・
専門学校生

気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

首都圏、中京圏などの

都市圏へ近いから

交通網が発達している

から

(n=64) 92.2 53.1 29.7 17.2 12.5

社会人
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

交通網が発達している
から

(n=1,101) 85.5 47.0 22.3 21.5 12.1

住宅地域
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=1,300) 84.6 48.7 22.6 19.4 14.1

商業地域
気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、

豊かな食生活を送れる
から

首都圏、中京圏などの

都市圏へ近いから

(n=116) 82.8 47.4 22.4 15.5 12.9

工業地域
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=40) 85.0 45.0 30.0 25.0 10.0

県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから 交通網が発達している

から農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから

(n=223) 84.3 58.3 18.8 10.3

山間地域
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる
から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=143) 80.4 59.4 25.9 17.5 7.7

気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから 首都圏、中京圏などの

都市圏へ近いから
農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから 防災や治安の面で安心

だから

(n=16) 62.5 50.0 18.8 12.5

東部地域

気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、

豊かな食生活を送れる
から

首都圏、中京圏などの

都市圏へ近いから

(n=574) 84.0 45.1 23.5 19.5 18.8

中部地域
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=623) 86.5 53.0 25.8 23.4 10.4

西部地域
気候が温暖で、自然が

豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人

付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、

豊かな食生活を送れる
から

交通網が発達している

から

(n=646) 81.3 52.9 18.4 14.4 12.2

（静岡市）
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる

から

首都圏、中京圏などの
都市圏へ近いから

(n=385) 86.2 49.6 25.5 21.3 12.2

（浜松市）
気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

農林水産物が豊富で、
豊かな食生活を送れる
から

医療や福祉の質が高い
から

(n=396) 82.3 52.0 17.4 13.6 13.1

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか
ら

中学生

農漁業地域

地
域

気候が温暖で、自然が

豊かだから

その他

生まれ育ったところだ
から

高校生・
予備校生・
大学受験生

周
辺
環
境

子
ど
も
の
年
代
（

長
子
年
代
）

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ

から

県民の人柄がよく、人
付き合いをしやすいか

ら

気候が温暖で、自然が
豊かだから

生まれ育ったところだ
から



 

42 

 

12.5 49.7 28.7 3.4 5.2 0.5 

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

全県(n=2,039) 

第２章 県の仕事に対する関心 
 

１ 県政への関心度 

――― “関心層”は 62.2％ 理由は「自分の生活に関係があるから」が 49.4％ 

“非関心層”は 32.1％ 理由は「県政はわかりにくいから」が 35.3％ ――― 

 

 

Ｑ４ あなたは、県の政治や行政にどの程度関心がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ１ 県政に関心がある理由はなんですか。  SQ２ 県政に関心がない理由はなんですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まあまあ関心がある 

非常に関心がある 

わからない 

無回答 

【県政への関心の有無】 

あまり関心がない 

まったく関心がない 

【県政に関心がある理由】 【県政に関心がない理由】 

49.4

20.9

14.8

8.4

2.1

1.9

0.9

1.6

0% 20% 40% 60%

自分の生活に関係があるから�

静岡県に愛着があるから�

国や市町行政も含め政治や

行政に関心があるから�

新聞やテレビなどで県政について

よく見聞きするから�

県に行ってほしいことがあるから�

県が現在行っていることに

不満があるから�

その他�

無回答�

(n=1,268) (n=655) 

35.3 

16.5 

14.4 

13.4 

7.3 

7.2 

3.1 

1.4 

1.5

0% 20% 40%

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

県政はわかり

自分の生活に関係があるから

国や市町行政も含め政治や
　　行政に関心があるから

新聞やテレビなどで県政に
ついてよく見聞きするから

県に行ってほしいことが
　　　　　　　　あるから

県が現在行っていることに
　　　　　不満があるから

その他

無回答

静岡県に愛着があるから

無回答

県政はわかりにくいから

自分の生活にあまり
関係がないから

国や市町行政も含め政治や
　行政には関心がないから

自分の意見を出しても
　　　　反映されないから

県の仕事を信頼しているから

忙しいから

静岡県に愛着がないから

その他

関心層 62.2％ 非関心層 32.1％ 
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（１） 県政への関心の有無 

県政への関心の有無については、「まあまあ関心がある」と回答した人の割合が 49.7％と約

半数を占め高く、次いで「あまり関心がない」が 28.7％、「非常に関心がある」が 12.5％など

となっている。「非常に関心がある」と「まあまあ関心がある」を合わせた“関心層”は 62.2％

で、「まったく関心がない」と「あまり関心がない」を合わせた“非関心層”は 32.1％で、県

政への関心がある人の方が高くなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-1） 

平成 16 年度以降の推移でみると、平成 20 年度までにおいて、“非関心層”が 4 割程度で推

移していたものの、平成 21 年度からは低くなる傾向となり、平成 22 年度以降は３割程度の推

移となっている。一方、“関心層”は６割前後の推移となっている。 

前年度とは、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[属性による比較]（図 2-2） 

性別にみると、“関心層”が、『男性』において 65.4％と、『女性』（59.5％）を 5.9 ポイ

ント上回っており、「非常に関心がある」のみでは 6.1ポイント上回っている。 

年代別にみると、“関心層”が、年代が上がるほど高くなる傾向がみられる。また、「非常

に関心がある」のみも同様の傾向がみられる。 

地域別にみると、“関心層”が、『東部』において 59.8％と、『中部』（64.3％）、『西部』

（62.9％）に比べ低くなっているが、「非常に関心がある」のみでは、『東部』において 13.3％

と『中部』（12.5％）、『西部』（11.9％）に比べ高くなっている。 

後述（53頁）する県への意見や要望別にみると、『ある』と回答した人のうち“関心層”の

割合は 77.8％と、『ない』と回答した人のうち“関心層”の割合（59.5％）を 18.3 ポイント

上回っている。 

 

【（図 2-1） 県政への関心の有無 経年比

較 】 

57.4 58.0 59.2 60.2 
55.8 57.3 

60.5 
65.2 62.7 62.2 

40.4 40.4 38.3 38.0 39.6 
36.2 

30.5 29.2 
32.1 32.1 

0%

25%

50%

75%

100%

関心層 非関心層

平成

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

(n=1,551) (n=1,507) (n=1,527) (n=1,506) (n=1,478) (n=1,507) (n=1,288) (n=2,199) (n=2,323) (n=2,039) 
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10.1 

26.9 

11.9 

12.5 

13.3 

17.0 

16.1 

13.0 

8.1 

4.7 

4.8 

9.7 

15.8 

12.5 

49.4 

50.9 

51.0 

51.8 

46.5 

50.0 

55.4 

54.5 

44.5 

46.2 

34.7 

49.8 

49.6 

49.7 

0% 25% 50% 75% 100%

【（図 2-2） 県政への関心の有無 性別、年代別、地域別、県への意見や要望

別 】 

全　　県(n=2,039)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=1,108)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=234)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=308)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=323)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=509)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=518)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　

〔県への意見や要望〕　　　　　　　　

　　ある(n=283)　　

　　ない(n=1,720)　　

(62.2) 

(65.4) 

(59.5) 

(39.5) 

(50.9) 

(52.6) 

(67.5) 

(71.5) 

(67.0) 

(59.8) 

(64.3) 

(62.9) 

(77.8) 

(59.5) 

非常に関心がある まあまあ関心がある 

非常に関心がある 

＋ 
まあまあ関心がある 
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[地域別による過去の調査との比較]（図 2-3） 

平成 16年度以降の推移でみると、平成 20年度の『西部・浜松市』を除き、平成 16年度～平

成 21年度は“関心層”が 50％台後半～60％程度で推移していたものの、平成 22年度と平成 23

年度は高くなる傾向となり、平成 24年度は低くなり、今年度は、『西部』で 1.8ポイント高く

なり、『東部』と『中部』は 2ポイント程度低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）地域内の「中部」は静岡市を、「西部」は浜松市を、それぞれ含めた数字である 

 

57.4 
58.4 58.4 

61.6 

57.5 57.0 

61.5 

65.2 

62.1 

59.8 

50%

55%

60%

65%

70%

東部地域

56.9 
58.2 

60.2 
58.6 

56.1 
57.2 

62.4 

66.3 

66.2 

64.3 

(60.5) 

(57.1) (57.5) 
(60.2) 

(65.3) 

(66.7) 

(64.1) 

50%

55%

60%

65%

70%

中部地域

静岡市

【（図 2-3） 県政への関心の有無 地域別 経年比

較 】 
関心層 （東部） 

関心層 （中部・静岡市） 

関心層 （西部・浜松市） 

平成

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

平成

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

平成

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

57.9 57.4 
59.2 

60.3 

53.8 

59.5 59.1 

65.1 

61.1 
62.9 

(59.1) 

(51.4) 

(57.7) (57.4) 

(63.3) 
(60.9) 

(62.8) 

50%

55%

60%

65%

70%

西部地域

浜松市
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平成

 

[インターネットの利用（普及率）別による過去調査との比較]（図 2-4） 

“関心層”を自宅でのインターネットの利用（普及率）別に平成 21年度以降の推移をみると、

平成 22年度は 8.1ポイント、今年度は 3.1ポイントの差がみられるものの、他の年度において

大きな差はみられなかった。差がみられる平成 22年度においては、『自宅で利用できる』人の

方、今年度は『自宅で利用できない』人の方に関心が高いことがうかがえる。 

前年度と比較すると、『自宅で利用できない』人は 1.9 ポイント高くなり、『自宅で利用で

きる』人は 0.9ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.8 

64.0 
64.9 

62.7 
61.8 

(57.7) 

(55.9) 

(65.8) 

(63.0) 

(64.9) 

50%

55%

60%

65%

70%

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

自宅で利用できる

自宅で利用できない

【（図 2-4） 県政への関心の有無 インターネットの利用（普及率）別 経年比較 】 

関心層 
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（２） 関心がある理由 

関心がある理由については、「自分の生活に関係があるから」と回答した人の割合が 49.4％

と約半数を占め最も高く、次いで「静岡県に愛着があるから」が 20.9％、「国や市町行政も含

め政治や行政に関心があるから」が 14.8％などとなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-5） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 21 年度以降「県が現在行っていることに不満がある

から」と回答した人の割合が、低くなる傾向にあり、平成 21 年度と比較すると、平成 25 年度

は 4分の 1程度に低くなっているものの、全般的に大きな変化はみられない。 

 

[属性による比較]（図 2-6） 

性別にみると、「国や市町行政も含め政治や行政に関心があるから」と回答した人の割合が、

『男性』において 18.9％と、『女性』（11.1％）を 7.8 ポイント上回っており、「自分の生活

に関係があるから」は、『女性』において 52.0％と、『男性』(46.7％）を 5.3 ポイント上回

っている。 

年代別にみると、「自分の生活に関係があるから」が、『30代』と『40代』において約 7割

と高くなっている。「静岡県に愛着があるから」は、『20代』（29.3％）と『70歳以上』（27.4％）

において高い。「国や市町行政も含め政治や行政に関心があるから」は、『50代』以上におい

て高くなっている。 

性・年代別にみると、「自分の生活に関係があるから」が、『女性 30 代』（76.7％）、『女

性 40代』（70.4％）において７割を超えて高く、「静岡県に愛着があるから」は、『男性 20

代』（46.2％）において４割を超えて高くなっている。また、「国や市町行政も含め政治や行政

に関心があるから」は、『男性 60代』（20.1％）、『男性 70歳以上』（26.1％）において２

割を超えて高くなっている。 
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【（図 2-5） 関心がある理由 経年比較 】 

平成21年度
(n=864)

平成22年度
(n=779)

平成23年度
(n=1,434)

平成24年度
(n=1,456)

平成25年度
(n=1,268)

47.7 

45.4 
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47.6 
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自分の生活に関係があるか

ら

18.3 

18.4 

16.7 

18.3 

20.9 

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

静岡県に愛着があるから

14.2 

16.3 

15.5 

14.4 

14.8 

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

国や市町行政も含め政治や

行政に関心があるから

9.7 

8.0 

5.8 

6.3 

8.4 

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

新聞やテレビなどで県政に

ついてよく見聞きするから

1.0 

2.7 

2.1 

1.5 

2.1 

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

県に行ってほしいことがあ

るから

7.6 

6.0 

3.3 

3.8 

1.9 

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

県が現在行っていることに

不満があるから

平成21年度
(n=864)

平成22年度
(n=779)

平成23年度
(n=1,434)

平成24年度
(n=1,456)

平成25年度
(n=1,268)
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全　　県(n=1,268)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=608)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=660)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=58)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=162)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=218)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=364)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=347)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=608)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=26)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=64)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=179)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=161)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=660)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=32)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=98)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=185)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=186)　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-6） 関心がある理由 性別、年代別、性・年代別 】 

全　　県(n=1,268)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=608)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=660)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=58)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=162)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=218)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=364)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=347)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=608)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=26)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=59)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=64)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=119)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=179)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=161)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=660)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=32)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=98)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=99)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=185)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=186)　　　　　　　　　　　　　　　　
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（３） 関心がない理由 

関心がない理由については、「県政はわかりにくいから」と回答した人の割合が 35.3％で最

も高く、次いで「自分の生活にあまり関係がないから」が 16.5％、「国や市町行政も含め政治

や行政には関心がないから」が 14.4％などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[過去の調査との比較]（図 2-7） 

平成 21年度以降の推移でみると、平成 21年度

以降「県政はわかりにくいから」と回答した人の

割合が、低くなる傾向にあったが、前年度と比

較すると 4.1ポイント高くなっている。「自分の

生活にあまり関係がないから」は、平成 24 年度

以降高くなる傾向にある。 

 

 

【（図 2-7） 関心がない理由 経年比較 】 
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[属性による比較]（図 2-8） 

性別にみると、「自分の生活にあまり関係がないから」と回答した人の割合が、『男性』に

おいて 20.1％と、『女性』（13.8％）を 6.3 ポイント上回っている。「県政はわかりにくいか

ら」が、『女性』において 38.0％と、『男性』（31.5％）を 6.5ポイント上回っている。 

年代別にみると、「県政はわかりにくいから」が、『40代』（38.1％）、『50代』（39.6％）、

『60 代』（40.9％）において４割前後と高く、「国や市町行政も含め県政に関心がないから」

は、『20代』で 25.3％と高くなっている。また、「自分の意見を出しても反映されないから」

は、『40代』で 20.6％と高くなっている。 

性・年代別にみると、「県政はわかりにくいから」が、『男性 50 代』（46.3％）、『女性 

20 代』（48.8％）において約５割と高くなっている。また、「国や市町行政も含め政治や行政

には関心がないから」は、『男性 20代』において 34.2％と３割を超えて高くなっている。「自

分の意見を出しても反映されないから」は、『男性 30代』（20.5％）、『男性 40代』（20.0％）、

『女性 40代』（21.0％）において２割を超えて高くなっている。 

 

 

 

 

 

【（図 2-8） 関心がない理由 性別、年代別、性・年代別 】 

全　　県(n=655)　　　　　　

〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性(n=279)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性(n=376)　　　　　　　　　　　　　　　

〔年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　20代(n=79)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　30代(n=106)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　40代(n=126)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　50代(n=96)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　60代(n=127)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　70歳以上(n=121)　　　　　　　　　　　　　　　　

〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　合計(n=279)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　20代(n=38)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　30代(n=44)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　40代(n=45)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　50代(n=41)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　60代(n=63)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　男性　70歳以上(n=48)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=376)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　20代(n=41)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　30代(n=62)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　40代(n=81)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　50代(n=55)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　60代(n=64)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　70歳以上(n=73)　　　　　　　　　　　　　　　　
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42.0 56.3 1.8

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

全県(n=2,039) 

２ 行政機関への意見や要望、不満 

――― 行政機関に意見や要望、不満が「ある」人 42.0％のうち 

県に意見や要望、不満が「ある」人は 33.1％ 

そのうち県に「伝えた」人は 14.5％、「伝えなかった」人は 84.8％ 

伝えなかった人の理由は「伝えても無駄だと思ったから」が 53.3％ ―― 

 

Ｑ５ あなたは、この１年間に行政機関の仕事について、意見や要望を持ったり、不満を感

じたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ１ それは、どの行政機関が担当する仕事ですか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ２ それでは、そのことを県に伝えましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.6

39.7

33.1

5.6

0.1

0% 20% 40% 60%

市・町

国

県

わからない

無回答

SQ３へ SQ４へ 

ない ある 無回答 

【行政機関への意見や要望、不満の有無】 

【伝達の有無】 

【意見等を持った仕事の担当行政機関】 

(n=856) 

14.5 84.8 0.7

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

全県(n=283) 

伝えた 伝えなかった 無回答 
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SQ３ どのような手段で伝えましたか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ４ 意見や要望及び不満があっても、県に伝えなかった主な理由はなんですか。あな

たのお考えに一番近いものを選んでください。 
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10.8 
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4.2 

4.2 

3.3 

2.1 

1.7 

7.1 

1.7 

0.8 
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伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

伝えても無駄だと思ったから

(n=41) 

【伝達しなかった理由】 

【伝達方法】 

(n=240) 

ＳＱ５へ 

22.0 

17.1 

17.1 

14.6 

14.6 

12.2 

12.2 

9.8 

9.8

7.3 

4.9 

4.9

0.0 

2.4 

0.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

県議会議員を通じて

その他

無回答

伝えても無駄だと思ったから

伝える方法を知らなかったから

新聞やテレビなどで取り上げられて、
話題になっているから

伝えるほどの内容ではないと思ったから

めんどうだったから

役所に意見を言いにくいイメージ
（堅苦しい、怖いなど）があるから

なんとなく、特に理由はない

同じ考えを持つ人が伝えてくれる
（伝えてくれた）と思ったから

忙しかったから

県議会議員を通じて

民間が実施した調査や署名活動などを通じて

電話をかけて伝えた

市役所・町役場、国の機関などを通じて

イベントや会議などへの参加を通じて

町内会・自治会、地元の有力者などを通じて

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、
　　　職員の訪問を受けて直接職員に伝えた

手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた

県が実施した県政に関するアンケート調査
　　　　　　　　　　などへの回答を通じて

新聞やテレビなどへの投書を通じて

県ホームページから投稿して伝えた

パブリックコメント制度への
　　　　　　　　　　　　意見提出を通じて

県民のこえ意見箱を利用して伝えた

その他

無回答
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28.9

21.1

20.3

10.2

8.6

5.5

5.5

0.0

0% 20% 40%

すでに決定や制度化された内容でこれを

変えるのは難しいと思ったから�

県（職員）の対応や姿勢に問題があると思った

から（やる気がない、聞く耳を持たないなど）�

少数意見で取り上げてもらえないと思ったから�

県の方針（知事の考え）と異なる内容だから�

膨大なお金（税金）がかかったり、県だけでは

対応できないなど実現が難しいと思ったから�

過去に伝えたことがあるが対応して

もらえなかったから�

その他�

無回答�

42.0 

50.9 

56.3 

46.2 

1.8 

2.9 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

 

SQ５ どうしてそのように思ったのですか。あなたのお考えに一番近いものを選んでく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 意見や要望、不満の有無 

行政機関への意見や要望、不満の有無については、「ある」と回答した人の割合が 42.0％、

「ない」は 56.3％となっており、「ない」が「ある」を 14.3ポイント上回っている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-9） 

前年度と比較すると、行政機関への意見や要望、不満の有無について「ある」と回答した人

の割合が、8.9ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 24 年度以降は[行政機関]への意見や要望、不満の有無について聞いており、[県]

への意見や要望、不満の有無について聞いていた平成 23年度以前とは比較できないた

め、経年比較は平成 24年度からとする。 

【伝達しなかった理由】 

(n=128) 

【（図 2-9）行政機関への 意見や要望、不満の有無 経年

比較 】 
ない ある 無回答 

すでに決定や制度化された内容でこれを
　　　　　　　変えるのは難しいと思ったから

県（職員）の対応や姿勢に問題があると思ったから
　　　　　（やる気がない、聞く耳を持たないなど）

少数意見で取り上げてもらえないと思ったから

県の方針（知事の考え）と異なる内容だから

膨大なお金（税金）がかかったり、県だけでは
　　　　対応できないなど実現が難しいと思ったから

過去に伝えたことがあるが対応して
　　　　　　　　　　　　　　　もらえなかったから

その他

無回答
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[属性による比較]（図 2-10、図 2-11） 

性別にみると、「意見等がある」と回答した人の割合が、『男性』において 46.3％と、『女

性』（38.4％）を 7.9 ポイント上回っている。 

年代別にみると、「意見等がある」が、『50 代』において若干下がっているが、『60代』ま

では年代が上がるほど高くなり、『70歳以上』においては低くなっている。 

性・年代別にみると、『50代』を除く全ての年代で、「意見等がある」が、『男性』が『女

性』よりも高くなっている。なお、『50代』において、「意見等がある」男女の割合は、ほぼ

同じになっている。 

本人具体的職業別にみると、「意見等がある」が、「商工サービス・自由業」（52.7％）、「管

理・専門技術・事務職」（46.7％）において高くなっている。 

地域別では、大きな差はみられない。 
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全県 
(42.0) 

【（図 2-10）行政機関への 意見や要望、不満の有無 性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 

【（図 2-11）行政機関への 意見や要望、不満の有無 性・年代別 】 
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（２） 意見等を持った仕事の担当行政機関 

意見等を持った仕事の担当行政機関については、「市・町」と回答した人の割合が 48.6％と

最も高く、次いで「国」が 39.7％、「県」が 33.1％となっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-12） 

前年度と比較すると、「市・町」は 6.9ポイント高くなり、「国」は 12.0ポイント、「県」

は 3.0ポイント低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[属性による比較]（図 2-13） 

性別にみると、「県」と回答した人の割合が、『男性』において 36.9％と、『女性』（29.2％）

を 7.7ポイント上回っている。 

性・年代別にみると、「市・町」では『男性 20 代』が 20.7％であるのに対し、『男性 40

代』は 62.5％と、３倍以上になっている。また、「国」は、『男性 20代』において 62.1％と

高くなっているのに対し、『男性 70歳以上』においては 30.4％と、半分以下になっている。 

子どもの年代別にみると、「市・町」は、『子どもはいない』（51.6％）、『小学生』（59.5％）、

『高校生・予備校生・大学受験生』(52.2％)、『短大・高専・大学・大学院・専門学校生』(52.4％)、

『社会人』(50.7％)において、半数を超えている。また、「国」は、『子どもはいない』（51.6％）

において半数を超えている。「県」は、『小学生』が 42.9％と４割を超えている。 

地域別にみると、「市・町」は、『東部』において 57.0％と、『中部』（45.0％）、『西部』

（45.7％）を 11 ポイント以上上回っている。また、「国」が、『西部』において 48.1％と、

『東部』（33.6％）、『中部』（37.1％）を 11ポイント以上上回っている。「県」は、『西部』

において 30.0％と、『東部』（34.3％）、『中部』（34.4％）を 4ポイント以上下回っている。 

【（図 2-12） 意見等を持った仕事の担当行政機関 経年比較 】 
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 【（図 2-13）意見等を持った仕事の担当行政機関 性別、性・年代別、子どもの年代別、地域別 】 
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全　　県(n=856)　　　　　　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=431)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=425)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=431)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=29)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=46)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=64)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=72)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=128)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=92)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=425)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=18)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=52)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=78)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=70)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=116)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=91)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　
　　子どもはいない(n=62)　　　　　　　　　　　
　　未就学児(n=43)　　　　　　　　　　　　　　
　　小学生(n=42)　　　　　　　　　　　　　　　
　　中学生(n=23)　　　　　　　　　　　　 　　　
　　高校生・予備校生・大学受験生(n=23)
　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=42)

　　社会人(n=513)　　　　　　　　　　　　　　
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=265)　　　　　　　　　　　　　　
　　中部地域(n=291)　　　　　　　　　　　　　　
　　西部地域(n=293)
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　　男性　60代(n=128)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=92)　　　　　　　　　　　　　　　　

　　女性　合計(n=425)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=18)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=52)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=78)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=70)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=116)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=91)　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　小学生(n=42)　　　　　　　　　　　　　　　
　　中学生(n=23)　　　　　　　　　　　　 　　　
　　高校生・予備校生・大学受験生(n=23)
　　短大・高専・大学・大学院・専門学校生(n=42)

　　社会人(n=513)　　　　　　　　　　　　　　
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=265)　　　　　　　　　　　　　　
　　中部地域(n=291)　　　　　　　　　　　　　　
　　西部地域(n=293)
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（３） 伝達の有無 

県の仕事について意見等がある人のうち、そのことを県に「伝えなかった」と回答した人の

割合が 84.8％と大半を占め、「伝えた」は 14.5％にとどまっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-14） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 23 年度までにおいて、「伝えた」が、低くなる傾向

にあったものの、平成 24年度には高くなっている。 

前年度とは大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 23年度までの数値は、「県の仕事について意見等がある人」の県への伝達の有無の数値。

平成 24年度以降は、「行政機関の仕事について意見等がある人」のうち「その意見等が県の担

当する仕事である人」の県への伝達の有無の数値。 
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【（図 2-14）伝達の有無 経年比較 】 

伝えた 伝えなかった 無回答 
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[属性による比較]（図 2-15） 

性別にみると、「伝えなかった」と回答した人の割合が、『女性』において 89.5％と、『男

性』（81.1％）を 8.4 ポイント上回っている。 

年代別にみると、「伝えなかった」が、『30 代』において 96.4％と高くなっている。 

本人具体的職業別にみると、「伝えなかった」が、『農林漁業』において 57.1％と低くなっ

ている。 

地域別では、大きな差はみられない。 
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【（図 2-15）伝達の有無 性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 
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（４） 伝達方法 

県の仕事について意見等がある人が県に伝えた方法は、「県議会議員を通じて」と回答した

人の割合が 22.0％、次いで「電話をかけて伝えた」、「市役所・町役場、国の機関などを通じ

て」がそれぞれ 17.1％、「町内会・自治会、地元の有力者などを通じて」、「イベントや会議

などへの参加を通じて」がそれぞれ 14.6％などとなっている。 

 

[属性による比較]（図 2-16、表 2-1） 

属性比較は、サンプル数が少ないため、グラフのみ掲載し、コメントは割愛する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全　　県(n=41)　　　　　　
〔性別〕　　　　
　　男性(n=29)
　　女性(n=12)
〔年代〕
　　20代(n=2)
　　30代(n=1)
　　40代(n=7)
　　50代(n=7)
　　60代(n=12)
　　70歳以上(n=12)
〔職業〕
　　農林漁業(n=5)
　　商工サービス・自由業(n=8)
　　管理・専門技術・事務職(n=7)
　　労務職(n=5)
　　無職(n=16)
　　学生・その他(n=0)
〔地域〕
　　東部地域(n=14)
　　中部地域(n=13)
　　西部地域(n=14)

【（図 2-16）伝達方法 性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 
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全　　県(n=41)　　　　　　
〔性別〕　　　　
　　男性(n=29)
　　女性(n=12)
〔年代〕
　　20代(n=2)
　　30代(n=1)
　　40代(n=7)
　　50代(n=7)
　　60代(n=12)
　　70歳以上(n=12)
〔職業〕
　　農林漁業(n=5)
　　商工サービス・自由業(n=8)
　　管理・専門技術・事務職(n=7)
　　労務職(n=5)
　　無職(n=16)
　　学生・その他(n=0)
〔地域〕
　　東部地域(n=14)
　　中部地域(n=13)
　　西部地域(n=14)
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　　労務職(n=5)
　　無職(n=16)
　　学生・その他(n=0)
〔地域〕
　　東部地域(n=14)
　　中部地域(n=13)
　　西部地域(n=14)
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【（表 2-1） 伝達方法 性別、年代別、本人職業別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた イベントや会議などへの参加を通じて

市役所・町役場、国の機関などを通じて 町内会・自治会、地元の有力者などを通じて

22.0 17.1 14.6
県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた
イベントや会議などへの参加を通じて 市役所・町役場、国の機関などを通じて

町内会・自治会、地元の有力者などを通じて

(n=29) 20.7 17.2

県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた
市役所・町役場、国の機関などを通じて
民間が実施した調査や署名活動などを通じて

(n=12) 33.3 25.0 16.7

電話をかけて伝えた
市役所・町役場、国の機関などを通じて

(n=2) 50.0

(n=1) 100.0

県議会議員を通じて

電話をかけて伝えた

手紙、電子メール、

ファクシミリで伝えた
パブリックコメント制
度への意見提出を通じ

て
県が実施した県政に関
するアンケート調査な

どへの回答を通じて
イベントや会議などへ

の参加を通じて

(n=7) 28.6

県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた

市役所・町役場、国の機関などを通じて
手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員の訪問を受けて直接職員に
伝えた

(n=7) 28.6 14.3

県議会議員を通じて 町内会・自治会、地元の有力者などを通じて 市役所・町役場、国の機関などを通じて
民間が実施した調査や署名活動などを通じて イベントや会議などへの参加を通じて

手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた

(n=12) 33.3 25.0 16.7

市役所・町役場、国の機関などを通じて 電話をかけて伝えた
町内会・自治会、地元の有力者などを通じて
新聞やテレビなどへの投書を通じて

(n=12) 25.0 16.7

県議会議員を通じて 市役所・町役場、国の機関などを通じて

新聞やテレビなどへの投書を通じて 町内会・自治会、地元の有力者などを通じて
県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員の訪問を受けて直接職員に

(n=5) 40.0 伝えた 20.0

市役所・町役場、国の機関などを通じて 県議会議員を通じて

民間が実施した調査や署名活動などを通じて 電話をかけて伝えた

パブリックコメント制度への意見提出を通じて

(n=8) 62.5 25.0 職員に伝えた　　 12.5

県議会議員を通じて
電話をかけて伝えた
手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた
県が実施した県政に関するアンケート調査などへの回答を通じて

(n=7) 28.6 職員に伝えた　　 14.3

県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた

手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた
県ホームページから投稿して伝えた

(n=5) 60.0 20.0

電話をかけて伝えた
市役所・町役場、国の機関などを通じて

手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた

民間が実施した調査や署名活動などを通じて

(n=16) 31.3 18.8 12.5

学生・その他
(n=0)

職
　
業
　
別

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員
の訪問を受けて直接職員に伝えた

市役所・町役場、国の
機関などを通じて

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員
の訪問を受けて直接職員に伝えた

県庁や県の出先機関の
窓口に出向いたり、職

員の訪問を受けて直接

県が実施した県政に関するアンケート調査など
への回答を通じて

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員

の訪問を受けて直接職員に伝えた

県庁や県の出先機関の
窓口に出向いたり、職
員の訪問を受けて直接

町内会・自治会、地元
の有力者などを通じて

イベントや会議などへ
の参加を通じて

農林漁業

商工サービス
・自由業

管理・
専門技術・

事務職

労務作業者

70歳以上

性
別

年
　
代
　
別

全県

男性

女性

20代

50代

40代

県が実施した県政に関
するアンケート調査な
どへの回答を通じて

60代

(n=41)

無職

県ホームページから投

稿して伝えた

イベントや会議などへの参加を通じて

30代

県が実施した県政に関するアンケート調査など
への回答を通じて
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（５）伝達しなかった理由 

意見等があっても県に伝えなかった理由は、「伝えても無駄だと思ったから」と回答した人

の割合が 53.3％と半数を超えて最も高く、次いで「新聞やテレビなどで取り上げられて、話題

になっているから」、「伝える方法を知らなかったから」がそれぞれ 10.8％などとなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-17） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 23 年度以降「伝えても無駄だと思ったから」と回答

した人の割合が、高くなる傾向となっている。「伝える方法を知らなかったから」は、平成 22

年度をピークに低くなる傾向にある。 

前年度とは大きな差はみられない。 

【（表 2-1） 伝達方法 地域別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
県議会議員を通じて 町内会・自治会、地元の有力者などを通じて

民間が実施した調査や署名活動などを通じて

(n=14) 35.7 28.6 21.4 14.3

県議会議員を通じて 電話をかけて伝えた

市役所・町役場、国の機関などを通じて

イベントや会議などへの参加を通じて

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員の訪問を受けて直接職員に

(n=13) 23.1 伝えた 15.4

電話をかけて伝えた 市役所・町役場、国の機関などを通じて

イベントや会議などへの参加を通じて

(n=14) 28.6 21.4 て　　　　　　 　14.3

西部地域

手紙、電子メール、

ファクシミリで伝えた

新聞やテレビなどへの

投書を通じて

パブリックコメント制

度への意見提出を通じ

市役所・町役場、国の

機関などを通じて

県が実施した県政に関するアンケート調査など

への回答を通じて

町内会・自治会、地元
の有力者などを通じて

東部地域

地
域

県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員の訪問を受けて直接職員に

伝えた

中部地域
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【（図 2-17）伝達しなかった理由 経年比較 】 

（注）「伝えるほどの内容ではないと思ったから」の選択肢は、平成 23年度から開始。 

「新聞やテレビなどで取り上げられて、話題になっているから」、「同じ考えを持つ人が伝えてくれる 

（伝えてくれた）と思ったから」、「役所に意見を言いにくいイメージ（堅苦しい、怖いなど）があるから」 

の選択肢は、平成 24年度から開始 

平成21年度
(n=617)

平成22年度
(n=526)

平成23年度
(n=881)

平成24年度
(n=364)

平成25年度
(n=240)

平成21年度
(n=617)

平成22年度
(n=526)

平成23年度
(n=881)

平成24年度
(n=364)

平成25年度
(n=240)

平成21年度
(n=617)

平成22年度
(n=526)

平成23年度
(n=881)

平成24年度
(n=364)

平成25年度
(n=240)

44.6 

39.4 

47.4 

53.3 

53.3 

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

伝えても無駄だと思ったか

ら

11.3

10.8

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

新聞やテレビなどで取り上

げられて、話題になってい

るから

25.0 

35.4 

23.4 

9.6 

10.8 

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

伝える方法を知らなかった

から

5.6

3.8

4.2

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

伝えるほどの内容ではない

と思ったから

4.9

4.2

3.9

1.9

4.2

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

めんどうだったから

4.9

3.3

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

同じ考えを持つ人が伝えて

くれる（伝えてくれた）と

思ったから

4.9

3.0 

2.3

1.9

2.1

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

忙しかったから

4.9

1.7

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

役所に意見を言いにくいイ

メージ（堅苦しい、怖いな

ど）があるから

15.1

14.1

10.3

5.2

7.1

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

なんとなく、

特に理由はない
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[属性による比較]（図 2-18） 

性別にみると、「めんどうだったから」と回答した人の割合が、『男性』において 6.2％と、

『女性』（1.8％）を 4.4ポイント上回っている。 

性・年代別にみると、「伝えても無駄だと思ったから」が、『男性 20 代』(83.3％）『女性 

20 代』（100.0％）、『女性 30代』（81.8％）において高くなっている。 

本人具体的職業別にみると、「伝えても無駄だと思ったから」が、『管理・専門・事務職』

（67.1％）、『無職』（52.1％）において半数を超えている。 

地域別にみると、「伝えても無駄だと思ったから」が、『西部』において 47.3％と、『東部』

（53.2％）、『中部』（57.6％）を５ポイント以上下回っている。また、「伝える方法を知らな

かったから」が、『西部』において 16.2％と、『東部』（9.1％）、『中部』（8.2％）を 7ポイント

以上上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-18）伝達しなかった理由 性別、年代別、本人職業別、地域別 】 

全　　県(n=240)　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=6)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=16)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=40)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=26)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=4)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=22)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=33)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔職業〕
　　農林漁業(n=8) 　　　　 　　 
　　商工サービス・自由業(n=25)　
　　管理・専門技術・事務職(n=76)
　　労務職(n=29)　　　　　　　　
　　無職(n=96)　　　　 　　　　 
　　学生・その他(n=3)　　　　　 
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=77)　　　　　　　
　　中部地域(n=85)　　　 　　　 
　　西部地域(n=74)　　　　　　　

なんとなく、特に理由

53.3 

52.7 
54.1 

52.7 
83.3 

43.8 
61.9 

55.0 
45.0 
53.8 
54.1 100.0 

81.8 
57.1 

50.0 
45.5 
45.0 

25.0 
32.0 

67.1 
48.3 
52.1 

33.3 

53.2 
57.6 

47.3 

0% 25% 50% 75% 100%

伝えても無駄だと思っ

たから

10.8 

10.1 
11.7 

10.1 
0.0 
6.3 

19.0 
15.0 
12.5 

0.0 
11.7 

0.0 
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9.5 
18.2 
18.2 

5.0 

12.5 
16.0 

9.2 
13.8 

8.3 
33.3 

9.1 
8.2 
16.2 

0% 25% 50% 75% 100%

伝える方法を知らな

かったから

10.8 

11.6 
9.9 

11.6 
0.0 
6.3 

0.0 
20.0 
17.5 

11.5 
9.9 

0.0 
0.0 
4.8 
4.5 
12.1 

25.0 

12.5 
12.0 

6.6 
6.9 
14.6 

33.3 

10.4 
11.8 
9.5 

0% 25% 50% 75% 100%

新聞やテレビなどで取

り上げられて、話題に

なっているから
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全　　県(n=240)　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=6)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=16)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=40)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=26)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=4)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=22)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=33)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔職業〕
　　農林漁業(n=8) 　　　　 　　 
　　商工サービス・自由業(n=25)　
　　管理・専門技術・事務職(n=76)
　　労務職(n=29)　　　　　　　　
　　無職(n=96)　　　　 　　　　 
　　学生・その他(n=3)　　　　　 
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=77)　　　　　　　
　　中部地域(n=85)　　　 　　　 
　　西部地域(n=74)　　　　　　　

なんとなく、特に理由

全　　県(n=240)　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=129)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=6)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=16)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=40)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=26)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=111)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=4)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=21)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=22)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=33)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=20)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔職業〕
　　農林漁業(n=8) 　　　　 　　 
　　商工サービス・自由業(n=25)　
　　管理・専門技術・事務職(n=76)
　　労務職(n=29)　　　　　　　　
　　無職(n=96)　　　　 　　　　 
　　学生・その他(n=3)　　　　　 
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=77)　　　　　　　
　　中部地域(n=85)　　　 　　　 
　　西部地域(n=74)　　　　　　　

なんとなく、特に理由
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（６） 「伝えても無駄だと思った」理由 

[伝えても無駄だと思った]理由については、「すでに決定や制度化された内容でこれを変え

るのは難しいと思ったから」と回答した人の割合が 28.9％と最も高く、次いで「県（職員）の

対応や姿勢に問題があると思ったから（やる気がない、聞く耳を持たないなど）」が 21.1％、

「少数意見で取り上げてもらえないと思ったから」が 20.3％などとなっている。 

 

[属性による比較]（図 2-19） 

性別にみると、「すでに決定や制度化された内容でこれを変えるのは難しいと思ったから」

と回答した人の割合が、『女性』において 33.3％と、『男性』（25.6％）を 8.3 ポイント上回

っている。 

性・年代別にみると、「すでに決定や制度化された内容でこれを変えるのは難しいと思った

から」が、『男性 50 代』において 45.5％と、男性で最も高くなっている。女性は『女性 50

代』（54.5％）、『女性 60代』（46.7％）で高くなっている。 

地域別にみると、「すでに決定や制度化された内容でこれを変えるのは難しいと思ったから」

が、『東部』において 36.6％と、『中部』（26.5％）、『西部』（22.9％）を 10 ポイント以上

上回っている。 
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ら

 【（図 2-19）「伝えても無駄だと思った」理由 性別、性・年代別、本人職業別、地域別 】 
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に問題があると思ったか

ら（やる気がない、聞く

耳を持たないなど）

全　　県(n=128)　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=68)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=68)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=5)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=7)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=13)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=18)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=14)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=4)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=9)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=12)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=15)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=9)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔職業〕
　　農林漁業(n=2) 　　　　 　　 
　　商工サービス・自由業(n=8)　
　　管理・専門技術・事務職(n=51)
　　労務職(n=14)　　　　　　　　
　　無職(n=50)　　　　 　　　　 
　　学生・その他(n=1)　　　　　 
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=41)　　　　　　　
　　中部地域(n=49)　　　 　　　 
　　西部地域(n=35)　　　　　　　

全　　県(n=128)　
〔性別〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性(n=68)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　
〔性・年代〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　合計(n=68)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　20代(n=5)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　30代(n=7)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　40代(n=13)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　50代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　60代(n=18)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　男性　70歳以上(n=14)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　合計(n=60)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　20代(n=4)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　30代(n=9)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　40代(n=12)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　50代(n=11)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　60代(n=15)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　女性　70歳以上(n=9)　　　　　　　　　　　　　　　　
〔職業〕
　　農林漁業(n=2) 　　　　 　　 
　　商工サービス・自由業(n=8)　
　　管理・専門技術・事務職(n=51)
　　労務職(n=14)　　　　　　　　
　　無職(n=50)　　　　 　　　　 
　　学生・その他(n=1)　　　　　 
〔地域〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東部地域(n=41)　　　　　　　
　　中部地域(n=49)　　　 　　　 
　　西部地域(n=35)　　　　　　　

8.6 

11.8 
5.0 

11.8 
0.0 
0.0 

30.8 
0.0 

16.7 
7.1 
5.0 

25.0 
0.0 
0.0 
9.1 

0.0 
11.1 

0.0 
12.5 

2.0 
28.6 

8.0 100.0 

12.2 
4.1 
11.4 

0% 25% 50% 75% 100%

膨大なお金（税金）がかかっ

たり、県だけでは対応できな

いなど実現が難しいと思った

から

5.5 

5.9 
5.0 

5.9 
0.0 

14.3 
0.0 
0.0 
5.6 
14.3 

5.0 
25.0 

0.0 
8.3 

0.0 
6.7 

0.0 
100.0 

12.5 
0.0 
0.0 
8.0 

0.0 

2.4 
8.2 
5.7 

0% 25% 50% 75% 100%

過去に伝えたことがある

が対応してもらえなかっ

たから



 

 71 

３ 広報媒体の浸透度 

――― [県民だより]を「読んでいる」人は 66.2％で、認知は 88.6％で最も高い ――― 

 

Ｑ６ あなたは、次にあげる県の広報を読んだり、見たり聞いたりしたことがありますか。

それぞれについて、１つだけ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

7.2 15.4 28.9 45.7 1.4 

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

全県(n=2,039) 

3.4 

11.0 12.9 10.3 61.1 1.2 

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

全県(n=2,039) 

4.8 22.1 24.0 8.4 39.4 1.3 

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

全県(n=2,039) 

8.8 35.9 34.6 19.5 1.2 

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

全県(n=2,039) 

20.4 45.8 22.4 10.4 1.0 

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

全県(n=2,039) 

知っているが、 

ほとんど読んでいない 知らない よく読んでいる 

時々読んでいる 無回答 

【県民だより】 

【静岡県議会だより】 

【テレビ広報番組・テレビコマーシャル】 

【ラジオ広報番組】 

【県のホームページ】 

知っているが、見たことはない 

知らない 

よく見ている 

時々見ている 無回答 

聴いたことがある 知らない 

よく聴いている 時々聴いている 

無回答 

知らない 

よく見ている 時々見ている 

無回答 

知っているが、 

ほとんど読んでいない 知らない 

よく読んでいる 

時々読んでいる 無回答 

見たことがある 

知っているが、聴いたことはない 

知っているが、見たことはない 

見たことがある 



 

72 

 

 

■ 県民だより 

県民だよりの浸透度については、「時々読んでいる」と回答した人の割合が 45.8％で最も高

く、次いで「知っているが、ほとんど読んでいない」が 22.4％、「よく読んでいる」が 20.4％

などとなっている。「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた 66.2％が県民だより

を読んでいると回答し、それに「知っているが、ほとんど読んでいない」を合わせた 88.6％が

県民だよりを知っていると回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-20） 

平成 21年度以降の推移でみると、平成 23年度に「よく読んでいる」が 18.3％と 6.5ポイン

ト低くなったが、平成 24 年度以降はやや高くなる傾向となっている。また、「よく読んでい

る」と「時々読んでいる」を合わせた割合は 65％前後で推移している。 

前年度とは大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4 

19.2 

18.3 

24.8 

23.0 

45.8 

46.3 

44.6 

39.1 

44.3 

22.4 

25.1 

27.2 

24.3 

23.9 

10.4 

8.7 

9.0 

11.8 

8.8 

1.0 

0.6 

0.9 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

平成22年度(n=1,288) 

平成21年度(n=1,507) 

知っているが、ほとんど読んでいない 

知らない よく読んでいる 時々読んでいる 

無回答 

【（図 2-20）県民だより 経年比較 】 
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[属性による比較]（図 2-21） 

性別にみると、「よく読んでいる」と回答した人と「時々読んでいる」と回答した人を合わ

せた割合が、『女性』において 68.1％と、『男性』（64.0％）を 4.1ポイント上回っている。 

年代別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた割合が、『20代』に

おいて 39.4％と約４割であるのに対し、『60 代』（74.3％）、『70 歳以上』（72.4％）におい

ては７割を超えている。 

地域別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた割合が、『中部』に

おいて 70.6％と、『東部』（64.0％）、『西部』（64.6％）を 6ポイント以上上回っている。 

前述（42頁）の県政への関心別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わ

せた割合が、『関心層』において 76.9％と、『非関心層』（49.1％）を 27.8 ポイント上回って

いる。 
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43.4 

47.3 
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47.1 

46.1 

41.5 

30.6 

47.4 

43.9 

45.8 

31.3 

17.1 

24.7 

19.9 

22.2 

16.2 

17.3 

24.5 

29.5 

26.9 

34.7 

21.9 

22.9 

22.4 

17.9 

5.5 

10.5 

8.1 

12.6 

10.2 

7.9 

5.9 

7.1 

17.9 

25.2 

9.1 

11.9 

10.4 

1.7 

0.6 

0.3 

1.5 

1.2 

1.2 

0.6 

1.2 

1.9 

0.4 

0.7 

0.9 

1.2 

1.0 

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

非関心層(n=655)

関心層(n=1,268)

〔県政への関心〕

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-21）県民だより 性別、年代別、地域別、県政への関心度別 】 

知っているが、ほとんど読んでいない 知らない 

よく読んでいる 時々読んでいる 無回答 
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■ 静岡県議会だより 

静岡県議会だよりの浸透度については、「時々読んでいる」と回答した人の割合が 35.9％で

最も高く、次いで「知っているが、ほとんど読んでいない」が 34.6％、「知らない」が 19.5％

などとなっている。「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた 44.7％が静岡県議会

だよりを読んでいると回答しており、それに「知っているが、ほとんど読んでいない」を合わ

せた 79.3％が静岡県議会だよりを知っていると回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-22） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 23 年度までにおいて、「よく読んでいる」と回答し

た人と「時々読んでいる」と回答した人を合わせた割合が４割を下回っていたものの、平成 24

年度で上昇に転じ、４割を超えている。また、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」、「知

っているが、ほとんど読んでいない」を合わせた割合は、平成 22年度まで低くなる傾向にあっ

たものの、平成 23年度以降において高くなる傾向に転じている。 

前年度とは大きな差はみられない。 
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8.2 

6.7 

11.6 

8.9 

35.9 

35.8 

32.6 

28.0 

29.9 

34.6 

34.4 

37.2 

30.6 

33.2 

19.5 

20.8 

22.7 

29.8 

27.9 

1.2 

0.7 

0.9 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

平成22年度(n=1,288) 

平成21年度(n=1,507) 

知っているが、ほとんど読んでいない 

知らない 

よく読んでいる 

時々読んでいる 

無回答 

【（図 2-22）静岡県議会だより 経年比較 】 
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[属性による比較]（図 2-23） 

性別にみると、「知らない」と回答した人の割合が、『男性』において 23.3％と、『女性』

（16.2％）を 7.1ポイント上回っている。また、「知っているが、ほとんど読んでいない」は、

『女性』において 37.9％と、『男性』（30.6％）を 7.3ポイント上回っている。 

年代別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた割合が、年代が上が

るほど高くなる傾向にあり、『20 代』において 15.0％であるのに対し、『70 歳以上』におい

ては 57.3％と、42.3 ポイントの差がみられる。 

地域別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わせた割合が、『東部』に

おいて 42.6％と、『中部』（46.9％）、『西部』（45.2％）に比べて低くなっている。 

前述（42頁）の県政への関心別にみると、「よく読んでいる」と「時々読んでいる」を合わ

せた割合が、『関心層』において 56.3％と、『非関心層』（25.4％）を 30.9 ポイント上回って

いる。 
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知っているが、ほとんど読んでいない 

知らない 

よく読んでいる 

時々読んでいる 無回答 

【（図 2-23）静岡県議会だより 性別、年代別、地域別、県政への関心度別 】 
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■ テレビ広報番組・テレビコマーシャル 

テレビ広報番組・テレビコマーシャルの浸透度については、「知らない」と回答した人の割

合が 39.4％で最も高く、次いで「見たことがある」が 24.0％、「時々見ている」が 22.1％な

どとなっている。「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた 50.9％

がテレビ広報番組・テレビコマーシャルを見たと回答しており、それに「知っているが、見た

ことはない」を合わせた 59.3％がテレビ広報番組・テレビコマーシャルを知っていると回答し

ている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-24） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 22 年度以降「見たことがある」（平成 24 年度以降は

「よく見ている」＋「時々見ている」＋「見たことがある」）が低くなる傾向にあったが、平成

24 年度に上昇に転じ、今年度は前年度から 8.1 ポイント高くなっている。 

前年度と比較すると、「時々見ている」が 5.1 ポイント高く、「知らない」が 7.1 ポイント

低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 

3.0 

22.1 
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42.6 

48.1 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

平成22年度(n=1,288) 

平成21年度(n=1,507) 

【（図 2-24）テレビ広報番組・テレビコマーシャル 経年比較 】 

知っているが、見たことはない 

知らない 

よく見ている 時々見ている 

無回答 

見たことがある 
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[属性による比較]（図 2-25） 

性別にみると、「知らない」と回答した人の割合が、『女性』において 41.2％と、『男性』

（37.4％）を 3.8ポイント上回っている。 

年代別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた割

合が、年代が上がるほど高くなる傾向にあり、『20代』において 34.7％であるのに対し、『70

歳以上』においては 64.0％と、29.3ポイントの差がみられる。 

地域別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた割

合が、『西部』（49.2％）、『東部』（51.1％）、『中部』（53.0％）の順に高くなっている。 

前述（42頁）の県政への関心別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たこ

とがある」を合わせた割合が、『関心層』において 58.9％と、『非関心層』（37.8％）を 21.1

ポイント上回っている。 
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【（図 2-25）テレビ広報番組・テレビコマーシャル 性別、年代別、地域別、県政への関心度別 】 

知っているが、見たことはない 

知らない 

よく見ている 

時々見ている 無回答 見たことがある 
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■ ラジオ広報番組 

ラジオ広報番組の浸透度については、「知らない」と回答した人の割合が 61.1％で最も高く、

次いで「聴いたことがある」が 12.9％、「時々聴いている」が 11.0％などとなっている。「よ

く聴いている」と「時々聴いている」、「聴いたことがある」を合わせた 27.3％がラジオ広報

番組を聴いたと回答しており、それに「知っているが、聴いたことはない」を合わせた 37.6％

がラジオ広報番組を知っていると回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-26） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 23 年度以降「聴いたことがある」（平成 24 年度以降

は「よく聴いている」＋「時々聴いている」＋「聴いたことがある」）が高くなる傾向にある。 

前年度とは大きな差はみられない。 
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平成21年度(n=1,507) 

【（図 2-26）ラジオ広報番組 経年比較 】 

聴いたことがある 知らない 

よく聴いている 時々聴いている 

無回答 

知っているが、聴いたことはない 
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[属性による比較]（図 2-26） 

性別にみると、「知らない」と回答した人の割合が、『女性』において 64.3％と、『男性』

（57.3％）を 7.0ポイント上回っている。 

年代別にみると、「知らない」が、年代が上がるほど低くなる傾向にあり、『20代』におい

て 74.1％であるのに対し、『70歳以上』においては 53.7％と、20.4ポイントの差がみられる。 

地域別にみると、「知らない」が、『東部』において 64.0％と、『中部』（58.5％）、『西

部』（60.6％）に比べて高くなっている。 

前述（42頁）の県政への関心別にみると、「よく聴いている」と「時々聴いている」、「聴

いたことがある」を合わせた割合が、『関心層』において 33.3％と、『非関心層』（17.4％）

を 15.9ポイント上回っている。 
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知らない 
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時々聴いている 

無回答 

知っているが、聴いたことはない 

【（図 2-27）ラジオ広報番組 性別、年代別、地域別、県政への関心度別 】 
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■ 県のホームページ 

県のホームページの浸透度については、「知らない」と回答した人の割合が 45.7％で最も高

く、次いで「知っているが、見たことはない」が 28.9％、「見たことがある」が 15.4％などと

なっている。「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた 24.0％が

県のホームページを見たと回答しており、それに「知っているが、見たことはない」を合わせ

た 52.9％が県のホームページを知っていると回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-28） 

平成 21 年度以降の推移でみると、平成 23 年度以降「見たことがある」（平成 24 年度以降は

「よく見ている」＋「時々見ている」＋「見たことがある」）が高くなる傾向にある。 

前年度とは大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[属性による比較]（図 2-29） 

性別にみると、「よく見ている」と回答した人と「時々見ている」と回答した人、「見たこ

とがある」と回答した人を合わせた割合が、『男性』において 26.1％と、『女性』（22.2％）

を 3.9ポイント上回っている。 

年代別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた割

合が、『40代』において 36.0％と最も高くなっている。 

 

1.4 

0.8 

7.2 

6.7 

15.4 

16.5 

21.3 

16.2 

18.5 

28.9 

30.6 

32.7 

28.5 

26.9 

45.7 

44.3 

44.6 

55.3 

54.5 

1.4 

1.1 
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【（図 2-28）県のホームページ 経年比較 】 

知らない 

よく見ている 時々見ている 

無回答 

知っているが、見たことはない 

見たことがある 
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地域別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たことがある」を合わせた割

合が、『中部』において 29.0％と、『西部』（23.2％）、『東部』（19.6％）に比べ高くなって

いる。 

前述（42頁）の県政への関心別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見たこ

とがある」を合わせた割合が、『関心層』において 28.1％と、『非関心層』（18.9％）を 9.2

ポイント上回っている。 

インターネットの利用（普及率）別にみると、「よく見ている」と「時々見ている」、「見

たことがある」を合わせた割合が、『利用できる』において 28.0％と、『利用できない』（12.5％）、

『わからない』（17.9％）を 10ポイント以上上回っている。 
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【（図 2-29）県のホームページ  

性別、年代別、地域別、県政への関心度別、インターネットの利用（普及率）別】 

知っているが、見たことはない 

知らない 
よく見ている 時々見ている 

無回答 見たことがある 
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４ 日常の課題や生活における意識 

 

（１）有徳の人づくり 

―― [有徳の人]が「増えている」と思う人は13.1％ 「減っている」と思う人は28.4％ ―― 

 

Ｑ７ あなたは、日常生活の中で、思いやりをもって行動できる「有徳の人」が増えている

と思いますか。 

※「有徳の人」とは、地域に愛着を持ち、人のため、世の中のために行動できる、

心と体の調和のとれた人をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[有徳の人]の増減については、「わからない」と回答した人の割合が 30.1％と最も高く、次

いで「変わらない」が 27.6％、「かなり減っている」が 16.1％などとなっている。「おおいに

増えている」と「ある程度増えている」を合わせた 13.1％が[有徳の人]が増えていると回答し、

「かなり減っている」と「やや減っている」を合わせた 28.4％は[有徳の人]が減っていると回

答しており、[有徳の人]が減っていると思う人が、増えていると思う人の２倍強になってい

る。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-30） 

「かなり減っている」と回答した人と「やや減っている」と回答した人を合わせた割合が、

前年度と比較してやや低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 

0.4 

0.9 

12.4 

10.1 

13.8 

27.6 

26.0 

27.0 

12.3 

13.6 

11.1 

16.1 

19.2 

13.7 

30.1 

28.8 

32.7 

0.7 

2.0 

0.8 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

ある程度増えている 

【「有徳の人」の増減 】 

【（図 2-30）「有徳の人」の増減 経年比較 】 
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全県(n=2,039) 

変わらない わからない 

おおいに増えている 
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やや減っている かなり減っている 

変わらない わからない 

おおいに増えている 

ある程度増えている 

無回答 

やや減っている かなり減っている 
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[属性による比較]（図 2-31） 

性別にみると、「かなり減っている」と回答した人の割合が、『男性』において 19.1％と、

『女性』（13.5％）を 5.6ポイント上回っており、「かなり減っている」と「やや減っている」

を合わせた割合も 30.4％と、『女性』（26.7％）を 3.7ポイント上回っている。 

年代別にみると、「かなり減っている」と「やや減っている」を合わせた割合が、『30 代』

（25.7％）と『70歳以上』（19.7％）において低くなっている。 

未既婚別にみると、「かなり減っている」と「やや減っている」を合わせた割合が、『未婚』

において 34.5％と、『結婚後に離別』（25.6％）を 8.9ポイント上回っている。 

地域別では、大きな差はみられない。 
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【（図 2-31）「有徳の人」の増減 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

変わらない わからない 

おおいに増えている 
ある程度増えている 

無回答 

やや減っている かなり減っている 
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（２）文・武・芸への取組 

―― 文・武・芸を磨く努力を「している」人は34.5％ 「していない」人は48.4％ ―― 

 

 

Ｑ８ あなたは、文（学問・学習活動）、武（スポーツ活動）、芸（文化・芸術活動）のいず

れかの分野で、自己を磨く努力をしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文・武・芸を磨く努力については、「ある程度している」と回答した人の割合が 28.6％と約

３割で最も高く、次いで「まったくしていない」が 25.2％、「あまりしていない」が 23.2％な

どとなっている。「おおいにしている」と「ある程度している」を合わせた 34.5％が文・武・

芸を磨く努力をしていると回答し、「まったくしていない」と「あまりしていない」を合わせ

た 48.4％は文・武・芸を磨く努力をしていないと回答しており、文・武・芸を磨く努力をして

いない人の方が高くなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-32） 

平成 23年度以降の推移でみると、「おおいにしている」と回答した人と「ある程度している」

と回答した人を合わせた割合が低くなる傾向になっている。 
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【（図 2-32）文・武・芸を磨く努力 経年比較 】 

あまりしていない 

わからない おおいにしている 

ある程度している 無回答 

どちらともいえない まったくしていない 
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わからない おおいにしている 

ある程度している 無回答 

【 文・武・芸を磨く努力 】 

どちらともいえない まったくしていない 
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[属性による比較]（図 2-33） 

性別、地域別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「おおいにしている」と回答した人と「ある程度している」と回答した人を

合わせた割合が、『20 代』において 45.6％と高いのに対し、『30代』においては 25.6％と、年

代によるばらつきがみられる。 

未既婚別にみると、「まったくしていない」と「あまりしていない」を合わせた割合が、『未

婚』において 42.4％と『結婚後に離別』（51.6％）を 9.2ポイント下回っている。 

子どもの年代別にみると、「おおいにしている」と「ある程度している」を合わせた割合が、

『中学生』において 40.3％と高いのに対し、『未就学児』においては 22.9％と低くなっている。 
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【（図 2-33）文・武・芸を磨く努力 性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別、地域別 】 
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ある程度している 無回答 

どちらともいえない まったくしていない 

子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)

子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)

子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)

子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)
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4.0 
5.1 7.1 8.0 66.7 7.7 1.5 

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

全県(n=2,039) 

（３）子どもをはぐくむ活動 

―― [子どもをはぐくむ活動]を「している」人は24.2％ 「していない」人は66.7％ ―― 

 

Ｑ９ あなたは、この１年でどのくらい、次にあげるような「子どもをはぐくむ活動」に参

加しましたか。 

 

「子どもをはぐくむ活動」の例 

・ＰＴＡや健全育成会の役員会活動、父親の会、子ども会、ボーイスカウトなどの実践活動 

・スポーツ少年団などのスポーツ指導 

・読み聞かせ、音楽や絵画、工作、手芸などの文化指導 

・学校部活動、総合的な学習などの指導       ・交通安全、防災・防犯などの指導 

・自然体験、社会体験、国際交流などの指導     ・子育てサークルなどの指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもをはぐくむ活動」への参加については、「まったくない」と回答した人の割合が

66.7％と６割を超えて最も高く、次いで「年に１回くらい」が 8.0％、「年に４回くらい」が

7.1％などとなっている。「月に３回以上」と「月に１～２回」、「年に４回くらい」、「年に

１回くらい」を合わせた 24.2％が「子どもをはぐくむ活動」をしていると回答しており、「ま

ったくない」（66.7％）の半数以下となっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-34） 

平成 23年度以降の推移でみると、「子どもをはぐくむ活動」をしている割合が低くなってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.0 

5.0 

4.2 

5.1 

6.3 

7.6 

7.1 

7.9 

7.9 

8.0 

8.4 

8.5 

66.7 

64.4 

64.4 

7.7 

4.3 

4.4 

1.5 

3.7 

3.0 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

年に１回くらい まったくない 

年に４回くらい 

わからない 
月に３回以上 

月に１～２回 

無回答 

【「子どもをはぐくむ活動」への参加 】 

【（図 2-34）「子どもをはぐくむ活動」への参加 経年比較 】 

年に１回くらい まったくない 

年に４回くらい わからない 

月に３回以上 

月に１～２回 

無回答 
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[属性による比較]（図 2-35） 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「月に３回以上」、「月に１～２回」、「年に４回くらい」、「年に１回

くらい」と回答した人を合わせた割合が、『30代』（38.9％）、『40代』（40.5％）において高

くなっている。 

未既婚別にみると、「月に３回以上」、「月に１～２回」、「年に４回くらい」、「年に１

回くらい」を合わせた割合が、『既婚』において 28.1％と、『未婚』（8.3％）、『結婚後に離

別』（19.8％）に比べ高くなっている。 

地域別にみると、「月に３回以上」、「月に１～２回」、「年に４回くらい」、「年に１回

くらい」を合わせた割合が、『東部』において 26.9％と、『中部』（24.0％）『西部』（22.2％）

に比べて高くなっている。 
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6.0 
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11.1 

13.6 
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6.9 

7.2 

7.1 

7.9 

7.3 

9.1 

7.9 

9.0 

3.4 

6.4 

7.7 

8.0 

9.7 

12.4 

4.8 

7.6 

8.6 

8.0 

67.7 

67.9 

64.0 

69.3 

63.3 

82.4 

65.8 

77.4 

68.4 

54.9 

53.4 

74.1 

66.2 

67.3 

66.7 

8.8 

6.0 

8.2 

8.7 

7.2 

9.0 

14.7 

4.9 

4.6 

4.2 

6.8 

8.2 

8.0 

7.2 

7.7 

1.4 

2.1 

0.8 

2.2 

1.4 

0.4 

3.9 

1.0 

0.6 

0.3 

0.9 

1.4 

1.6 

1.5 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-35）「子どもをはぐくむ活動」への参加 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

年に１回くらい まったくない 

年に４回くらい 

わからない 
月に３回以上 

月に１～２回 

無回答 



 

88 

 

0.6 

0.3 

0.7 

9.6 

8.1 

11.8 

24.3 

24.5 

21.8 

21.1 

23.5 

23.9 

20.2 

22.6 

18.1 

23.1 

18.2 

21.5 

1.1 

2.9 

2.1 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

（４）青少年の規範意識 

――― 青少年の規範意識が「向上している」と思う人はわずか 10.2％  

「低下している」と思う人は 41.3％ ――― 

 

 

Ｑ10 あなたは、自分が日常接する青少年（自分の子どもは除く。概ね 25歳未満の方）の規

範意識(社会のルールを守ろうとする意識)について、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年の規範意識については、「変わらない」と回答した人の割合が 24.3％と最も高く、次

いで「やや低下している」が 21.1％、「かなり低下している」が 20.2％などとなっている。「お

おいに向上している」と「ある程度向上している」を合わせた 10.2％が青少年の規範意識が向

上していると回答し、「かなり低下している」と「やや低下している」を合わせた 41.3％は青

少年の規範意識が低下していると回答しており、青少年の規範意識が低下していると思う人が、

向上していると思う人の４倍以上になっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-36） 

平成 23年度以降の推移では大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 青少年の規範意識 】 

0.6 
9.6 24.3 21.1 20.2 23.1 1.1 

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

全県(n=2,039) 

かなり低下している 

やや低下している 変わらない わからない 

おおいに向上している ある程度向上している 

無回答 

【（図 2-36）青少年の規範意識 経年比較 】 

かなり低下している 

やや低下している 変わらない わからない 

おおいに向上している ある程度向上している 

無回答 
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[属性による比較]（図 2-37） 

性別、未既婚別、地域別には大きな差はみられない。 

年代別にみると、『70歳以上』においては「かなり低下している」と回答した人と「やや低

下している」と回答した人を合わせた割合が 27.6％と低くなっている。 
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21.0 
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26.9 

20.1 

20.4 

21.7 

20.4 

21.1 

16.1 

23.1 

20.9 

19.9 

19.8 

22.8 

14.7 

23.2 

21.7 

18.8 

22.2 

25.2 

18.1 

22.6 

20.2 

25.1 

21.8 

22.0 

29.2 

21.5 

25.8 

32.8 

22.2 

18.0 

16.6 

19.2 

23.8 

25.1 

20.8 

23.1 

1.0 

1.0 

1.1 

1.4 

1.1 

2.1 

1.4 

0.3 

0.3 

0.9 

0.8 

1.4 

1.1 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

かなり低下している 

やや低下している 

【（図 2-37）青少年の規範意識 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

変わらない わからない 

おおいに向上している ある程度向上している 

無回答 
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（５）富士山への関心 

――― 富士山について想ったり、考えたりすることが「ある」人は 79.6％ 

「ない」人は 12.1％ ――― 

 

Ｑ11 あなたは、日常生活の中で富士山について、想ったり、考えたりすることはありますか。 

「想ったり、考えたり」の例 

・○○から見る富士山は美しい           

・富士山を見ると静岡県に帰ってきたと感じる 

・他県の人に富士山の話をされるとうれしいと感じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山について想ったり、考えたりすることについては、「ある程度ある」と回答した人の

割合が 47.3％で最も高く、次いで「おおいにある」が 32.3％、「あまりない」が 8.6％などと

なっている。「おおいにある」と「ある程度ある」を合わせた 79.6％が富士山について想った

り、考えたりすることがあると回答し、「まったくない」と「あまりない」を合わせた 12.1％

は富士山について想ったり、考えたりすることがないと回答しており、富士山について想った

り、考えたりすることがある人が、ない人の６倍以上になっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-38） 

平成 23年度以降の推移では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.3 

32.8 

35.7 

47.3 

45.4 
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5.2 
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10.5 
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0.9 
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平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

32.3 47.3 5.5 8.6 3.5 

1.9 

0.8 

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

全県(n=2,039) 

【（図 2-38）富士山について想ったり、考えたりすること 経年比較 】 

あまりない まったくない 

どちらともいえない わからない 

おおいにある ある程度ある 無回答 

あまりない まったくない 

どちらともいえない わからない 

おおいにある ある程度ある 無回答 

【富士山について想ったり、考えたりすること 】 
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[属性による比較]（図 2-39） 

性別にみると、「おおいにある」と回答した人の割合が、『女性』において 36.5％と、『男

性』（27.4％）を 9.1ポイント上回っており、「おおいにある」と「ある程度ある」を合わせた

割合も 83.2％と、『男性』（75.6％）を 7.6ポイント上回っている。 

年代別にみると、「おおいにある」が、『30代』以降は年代が上がるほど高くなる傾向にあ

り、「おおいにある」と「ある程度ある」を合わせた割合も、『60代』までは年代が上がるほ

ど高くなる傾向になっている。 

未既婚別にみると、「おおいにある」が、『未婚』において 24.7％と、『既婚』（33.0％）、

『結婚後に離別』（36.5％）に比べ低くなっている。 

地域別にみると、「おおいにある」が、『東部』において 42.6％と、『中部』（34.8％）、

『西部』（20.8％）を 7ポイント以上上回っており、西の地域ほど低くなっている。 

 

 

 

 

【（図 2-39）富士山について想ったり、考えたりすること 

 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

あまりない まったくない 

どちらともいえない わからない 

おおいにある ある程度ある 無回答 
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（６）「多文化共生」が知られている状況 

――― 「多文化共生」の言葉が知られている状況は 58.7％、意味は 30.4％  ――― 

 

 

Ｑ12 「多文化共生」という言葉や意味について、あなたはどの程度ご存知ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「多文化共生」という言葉や意味については、「言葉も意味も知らない」と回答した人の割

合が 40.1％で最も高く、次いで「言葉のみ聞いたことがある」が 28.3％、「言葉は知っており、

意味も少しは知っている」が 25.0％などとなっている。「言葉も意味もよく知っている」

（5.4％）と「言葉は知っており、意味も少しは知っている」を合わせた 30.4％が「多文化共

生」の意味を知っていると回答し、それに「言葉のみ聞いたことがある」を合わせた 58.7％は

「多文化共生」という言葉を知っていると回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-40） 

平成 24年度は「多文化共生」をテーマに、「外国人住民」という言葉を使用した他の複数の

質問と合わせた調査形式であった。その影響も考慮されるが、結果のみ単純比較すれば、「多

文化共生」の意味や、言葉が知られている状況はともに低くなっている。 

 

 

 

 

 

【「多文化共生」が知られている状況 】 

【（図 2-40）「「多文化共生」が知られている状況 経年比較 】 

5.4 25.0 28.3 40.1 1.2 
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全県(n=2,039) 

言葉のみ聞いたことがある 

言葉も意味も知らない 

言葉も意味もよく知っている 

言葉は知っており、 

意味も少しは知っている 無回答 
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3.9 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

言葉のみ聞いたことがある 

言葉も意味も知らない 

言葉も意味もよく知っている 

言葉は知っており、 

意味も少しは知っている 無回答 
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[属性による比較]（図 2-54） 

性別、未既婚別、地域別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「多文化共生」が知られている状況（「言葉も意味もよく知っている」、「言

葉のみ聞いたことがある」、「言葉のみ聞いたことがある」と回答した人を合わせた割合）が、

『20代』（63.9％）、『60代』（65.0％）で高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

言葉のみ聞いたことがある 

言葉も意味も知らない 

言葉も意味もよく知っている 

言葉は知っており、 

意味も少しは知っている 無回答 

【（図 2-41）「「多文化共生」が知られている状況 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 
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（７）若者の賑わい 

――― まちのなかで若者の賑わいが「増えている」と思う人は 15.8％ 

「増えている」と思わない人は 31.2％ ――― 

 

 

Ｑ13 県内のまちのなかで、学生をはじめとした若者の学びや交流・社会活動などによる賑

わいが増えていると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちのなかで、学生をはじめとした若者の学びや交流・社会活動などによる賑わいが増えて

いるかについては、「おおいに思う」（0.9％）と回答した人と「ある程度思う」（14.9％）と回

答した人を合わせた 15.8％が若者の賑わいが増えていると思うと回答した人で、「まったく思

わない」（7.4％）と「あまり思わない」（23.8％）を合わせた 31.2％が若者の賑わいが増えて

いるとは思わないと回答しており、若者の賑わいが増えていると思わない人が、若者の賑わい

が増えている思う人の約２倍になっている。 

 

 

【若者の賑わい】 

0.9 

14.9 22.5 23.8 7.4 29.9 0.7 

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

全県(n=2,039) 

あまり思わない 

まったく思わない おおいに思う 

ある程度思う 無回答 わからない 

どちらともいえない 
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[属性による比較]（図 2-42） 

性別にみると、「おおいに思う」と回答した人と「ある程度思う」と回答した人を合わせた

若者の賑わいが増えていると思う人の割合は、『女性』において 18.4％と、『男性』（12.6％）

に比べて高くなっている。 

年代別にみると、「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた若者の賑わいが増えてい

ると思う人の割合は、『30 代』(12.4%)、『40 代』（12.0％）、『50 代』（10.8％）で低くなって

いる。 

未既婚別にみると、「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた若者の賑わいが増えて

いると思う人の割合は、『結婚後に離別』において 19.1％と高くなっている。 

地域別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.7 

0.7 

1.1 

0.7 

0.9 

0.4 

1.4 

0.8 

1.6 

0.4 

0.7 

1.0 

0.8 

0.9 

13.8 

16.0 

14.9 

18.4 

14.7 

12.4 

18.3 

17.7 

10.8 

10.4 

12.0 

15.6 

17.4 

11.8 

14.9 

25.1 

20.3 

22.0 

18.1 

23.3 

23.2 

19.5 

21.0 

25.1 

23.4 

22.6 

30.6 

22.0 

23.1 

22.5 

23.3 

22.5 

25.9 

23.1 

23.5 

26.2 

17.6 

27.3 

26.6 

26.3 

23.1 

23.1 

23.3 

24.4 

23.8 

6.6 

7.6 

7.9 

4.3 

7.9 

8.2 

4.1 

6.1 

6.2 

8.4 

14.5 

12.9 

5.8 

9.4 

7.4 

29.8 

31.9 

27.8 

35.0 

29.0 

28.8 

38.0 

26.5 

31.0 

29.2 

26.5 

17.0 

30.2 

29.4 

29.9 

0.6 

0.9 

0.5 

0.4 

0.7 

0.7 

1.2 

0.6 

0.3 

0.6 

0.9 

0.3 

1.2 

0.7 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)
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40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)
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女性(n=1,108)
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〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-42）若者の賑わい 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

あまり思わない 

まったく思わない おおいに思う 

ある程度思う 無回答 わからない 

どちらともいえない 
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（８）食品の安全性 

――― 県内で購入する食品の安全性を「信頼できる」人は 65.4％ 

「信頼できない」人は 10.2％ ――― 

 

Ｑ14 あなたは、県内で購入する食品の安全性について、どの程度信頼できると思いますか。 

※「食品の安全性」とは、農産物など輸入食品の安全性や、遺伝子組換食品・食品添

加物・農薬などの安全性、食品表示自体の信頼性などをいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内で購入する食品の安全性の信頼については、「ある程度信頼できる」と回答した人の割

合が 59.0％と約６割で最も高く、次いで「どちらともいえない」が 19.0％、「おおいに信頼で

きる」が 6.4％などとなっている。「おおいに信頼できる」と「ある程度信頼できる」を合わ

せた 65.4％が県内で購入する食品の安全性を信頼できると回答し、「まったく信頼できない」

と「あまり信頼できない」を合わせた 10.2％は県内で購入する食品の安全性を信頼できないと

回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-43） 

平成 23年度からの推移をみると、「おおいに信頼できる」と回答した人と「ある程度信頼で

きる」と回答した人を合わせた県内で購入する食品の安全性を信頼できると回答した人の割合

が、やや低くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-43）県内で購入する食品の安全性の信頼 経年比較 】 

【県内で購入する食品の安全性の信頼】 
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平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

わからない どちらともいえない 

あまり信頼できない 

おおいに信頼できる 
ある程度信頼できる 無回答 

まったく信頼できない 

6.4 59.0 19.0 9.1 

1.1 

4.7 0.6 

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

全県(n=2,039) 

わからない 

どちらともいえない 

あまり信頼できない おおいに信頼できる 

ある程度信頼できる 
無回答 

まったく信頼できない 
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 [属性による比較]（図 2-44） 

性別、年代別、地域別では、大きな差はみられない。 

未既婚別にみると、「おおいに信頼できる」と回答した人と「ある程度信頼できる」と回答

した人を合わせた割合が、『結婚後に離別』において 70.0％と高い。 

子どもの年代別にみると、「おおいに信頼できる」と「ある程度信頼できる」を合わせた割

合が、『未就学児』において 69.8％と最も多く、『小学生』は 53.3％と最も低くなっているが、

子どもの年代による傾向はみられない。 
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【（図 2-44）県内で購入する食品の安全性の信頼  

性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別、地域別 】 

わからない 

どちらともいえない 

あまり信頼できない 

おおいに信頼できる ある程度信頼できる 無回答 

まったく信頼できない 

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)
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（９）地域の景観 

――― 自分が住んでいる地域の景観を誇りに「思う」人は 73.1％ 

「思わない」人は 9.8％ ――― 

 

 

Ｑ15 あなたは、自分が住んでいる地域の景観を誇りに思いますか。 

 

「地域の景観」の例 

・富士山などの地域の特色ある山並みや海・川・湖などの自然景観 

・茶畑やみかん畑、わさび田や水田などの農村景観 

・街並みや地域の特徴ある建物、水辺や緑地空間などの都市景観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分が住んでいる地域の景観への誇りについては、「ある程度思う」と回答した人の割合が

50.4％で最も高く、次いで「おおいに思う」が 22.7％、「どちらともいえない」が 13.9％など

となっている。「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた 73.1％が自分が住んでいる地

域の景観を誇りに思うと回答し、「まったく思わない」と「あまり思わない」を合わせた 9.8％

は自分が住んでいる地域の景観を誇りに思わないと回答しており、自分が住んでいる地域の景

観を誇りに思う人が、思わない人の７倍以上になっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-45） 

平成 23年度からの推移で大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-45）自分が住んでいる地域の景観への誇り 経年比較 】 

【自分が住んでいる地域の景観への誇り】 
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[属性による比較]（図 2-46） 

性別、未既婚別では、大きな差はみられない。 

年代別でみると、「おおいに思う」と回答した人と「ある程度思う」と回答した人を合わせ

た割合が、『50代』において 77.1％と高くなっている。 

地域別にみると、「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた割合が、『東部』におい

て 79.8％と、『中部』（74.7％）、『西部』（65.9％）に比べて高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-46）自分が住んでいる地域の景観への誇り 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 
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（10）花や緑の量 

――― 公共的施設の花や緑の量が「十分だと思う」人は 48.0％ 

「不足している」と思う人は 28.2％ ――― 

 

 

Ｑ16 あなたの身近にある公園や歩道などの公共的な施設の花や緑の量は十分だと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共的施設の花や緑の量については、「まあ十分だと思う」と回答した人の割合が 38.3％で

最も高く、次いで「やや不足していると思う」が 19.5％、「どちらともいえない」が 18.2％、

「十分だと思う」が 9.7％などとなっている。「十分だと思う」と「まあ十分だと思う」を合

わせた 48.0％が公共的施設の花や緑の量が十分だと思うと回答し、「非常に不足していると思

う」と「やや不足していると思う」を合わせた 28.2％は公共的施設の花や緑の量が不足してい

ると思うと回答しており、公共的施設の花や緑の量が十分だと思う人が高くなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-47） 

平成 23年度からの推移で大きな差はみられない。 
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【（図 2-47）公共的施設の花や緑の量 経年比較 】 

【公共的施設の花や緑の量】 
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やや不足していると思う 

十分だと思う 

まあ十分だと思う 無回答 

わからない 

非常に不足していると思う 
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[属性による比較]（図 2-48） 

性別、未既婚別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「十分だと思う」と回答した人と「まあ十分だと思う」と回答した人を合

わせた割合が、『30代』において 55.1％と、年代別で最も低い『70歳以上』（43.4％）を 11.7

ポイント上回っている。 

地域別にみると、「十分だと思う」と「まあ十分だと思う」を合わせた割合が、『中部』に

おいて 43.8％と、『東部』（51.1％）、『西部』（49.3％）を 5ポイント以上下回っている。 
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西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-48）公共的施設の花や緑の量 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

どちらともいえない 

やや不足していると思う 

十分だと思う まあ十分だと思う 無回答 

わからない 

非常に不足していると思う 
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（11）環境保全活動の実践 

――― 環境を守るための活動を「実践している」人は 72.0％ 

「実践していない」人は 14.2％ ――― 

 

 

Ｑ17 あなたは、環境を守るための行動として、節電、節水、リサイクルなどの行動または、

清掃美化、緑化、自然保護などの活動を実践していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境を守るための活動の実践については、「ある程度実践している」と回答した人の割合が

61.7％で最も高く、次いで「おおいに実践している」が 10.3％、「どちらともいえない」が

10.1％などとなっている。「おおいに実践している」と「ある程度実践している」を合わせた

72.0％が環境を守るための活動を実践していると回答し、「まったく実践していない」と「あ

まり実践していない」を合わせた 14.2％は環境を守るための活動を実践していないと回答して

おり、環境を守るための活動を実践している人が、実践していない人の５倍程度になってい

る。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-49） 

平成 23 年度からの推移は、平成 24 年度に「おおいに実践している」と「ある程度実践して

いる」を合わせた割合が、前年度から 6.7ポイント低くなっている。 

前年度との比較では大きな差はみられない。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全県(n=2,039) 

10.3 

10.3 

13.9 

61.7 

62.5 

65.6 

10.1 

11.3 

8.5 

10.2 

10.5 

8.0 

4.0 

3.2 

2.0 

2.5 

0.8 

1.3 

1.2 

1.4 

0.8 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

【（図 2-49）環境を守るための活動の実践 経年比較 】 

【環境を守るための活動の実践】 

どちらともいえない 

あまり実践していない 

おおいに実践している 
ある程度実践している 

無回答 

わからない 

まったく実践していない 

どちらともいえない 

あまり実践していない 

おおいに実践している 

ある程度実践している 無回答 

わからない 

まったく実践していない 
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[属性による比較]（図 2-50） 

性別では、「おおいに実践している」と回答した人と「ある程度実践している」と回答した

人を合わせた割合が、『女性』において 74.6％と、『男性』（69.1％）を 5.5 ポイント上回っ

ている。 

年代別にみると、「おおいに実践している」と「ある程度実践している」を合わせた割合が、

『20代』において 57.8％と低くなっている。 

未既婚別にみると、「おおいに実践している」と「ある程度実践している」を合わせた割合

が、『未婚』において 59.2％と、『既婚』（74.5％）、『結婚後に離別』（71.9％）を 12 ポイ

ント以上下回っている。 

地域別では、大きな差はみられない。 
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5.6 

11.6 

3.2 

4.7 
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2.7 

2.5 
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1.2 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-50）環境を守るための活動の実践 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

どちらともいえない 

あまり実践していない 

おおいに実践している 

ある程度実践している 無回答 

わからない 

まったく実践していない 
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（12）県民の地域活動への参加に関する意識 

――― 「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」への参加が 38.8％ 

「参加している行事はない」は 26.9％ ――― 

 

 

Ｑ18 あなたは地域のどのような行事や活動に参加していますか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加している地域の行事や活動については、「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」と

回答した人の割合が 38.8％と最も高く、次いで「お祭りなどの文化、地域おこしに関する活動」

が 34.3％、｢避難訓練などの自主防災会や消防団の活動｣が 33.9％などとなっている。「参加し

ている行事はない」は 26.9％となっている。 

【参加している地域の行事や活動】 

(n=2,039) 

38.8 

34.3 

33.9 

27.3 

20.4 

14.1 

8.0 

7.8 

7.7 

4.4 

4.2 

4.0 

4.0 

2.0 

1.3 

26.9 

1.7 

0% 20% 40% 60%

清掃活動、自然保護などの環境保全活動

お祭りなどの文化、地域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防災会や消防団の活動

町内会などの会議・話し合い

運動会など地域で行うスポーツに関する行事

新年会・忘年会などの懇親会

老人会に関係した行事

子ども会に関係した行事

地域の公民館の講座などの自己啓発活動

町内会などの旅行

あいさつ運動などの青少年健全育成活動

街頭指導などの交通安全活動

ひとり暮らし高齢者への声かけなど身近な福祉活動

夜間パトロールなどの防犯活動

その他

参加している行事はない

無回答
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[過去の調査との比較]（図 2-51） 

平成 18年度以降の推移でみると、「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」と回答した人

の割合が毎回最も高く、上位６項目までは同じ順番となっている。 

また、平成 23年度以降「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」、「お祭りなどの文化、

地域おこしに関する活動」、「避難訓練などの自主防災会や消防団の活動」など参加率が高い

行事や活動の割合が低くなる傾向にあり、一方で「参加している行事はない」は高くなる傾向

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-51）参加している地域の行事や活動 経年比較 】 
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関する行事
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子ども会に関係した行事

地域の公民館の講座などの
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4.0 

4.0 

2.0 

1.3 

26.9 
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など身近な福祉活動

夜間パトロールなどの防犯活動

その他

参加している行事はない

無回答
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 【（図 2-52）参加している地域の行事や活動 性別、年代別、子どもの年代別、地域別 】 
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全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　男性(n=930)　　　　

　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　20代(n=147)　　　　

　30代(n=234)　　　　

　40代(n=308)　　　　

　50代(n=323)　　　　

　60代(n=509)　　　　

　70歳以上(n=518)　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　

　東部地域(n=645)　　

　中部地域(n=670)　　

　西部地域(n=708)　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　男性(n=930)　　　　

　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　20代(n=147)　　　　

　30代(n=234)　　　　

　40代(n=308)　　　　

　50代(n=323)　　　　

　60代(n=509)　　　　

　70歳以上(n=518)　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　

　東部地域(n=645)　　

　中部地域(n=670)　　

　西部地域(n=708)　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)
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全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　男性(n=930)　　　　

　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　20代(n=147)　　　　

　30代(n=234)　　　　

　40代(n=308)　　　　

　50代(n=323)　　　　

　60代(n=509)　　　　

　70歳以上(n=518)　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　

　東部地域(n=645)　　

　中部地域(n=670)　　

　西部地域(n=708)　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　男性(n=930)　　　　

　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　20代(n=147)　　　　

　30代(n=234)　　　　

　40代(n=308)　　　　

　50代(n=323)　　　　

　60代(n=509)　　　　

　70歳以上(n=518)　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　

　東部地域(n=645)　　

　中部地域(n=670)　　

　西部地域(n=708)　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)
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[属性による比較]（図 2-52、表 2-2、表 2-3） 

性別では、『男性』において、「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」(43.4％）、「お

祭りなどの文化、地域おこしに関する活動」（37.1％）、「町内会などの会議・話し合い」

（33.3％）、「新年会・忘年会などの懇親会」（18.4％）と回答した人の割合が、『女性』を 5

ポイント以上上回っている。また、『女性』において、「子ども会に関係した行事」（9.7％）、

「地域の公民館の講座などの自己啓発活動」（9.8％）が、『男性』を 4 ポイント以上上回って

いる。 

年代別にみると、他の年代に比べて高い活動は、『30代』は「お祭りなどの文化、地域おこ

しに関する活動」（41.9％）、「子ども会に関係した行事」（20.5％）、『40代』は「運動会な

ど地域で行うスポーツに関する行事」（26.6％）、「街頭指導などの交通安全活動」（7.5％）、

「あいさつ運動などの青少年健全育成活動」（7.5％）、『50代』は「清掃活動、自然保護など

の環境保全活動」（49.5％）、「町内会などの会議・話し合い」（37.2％）、『60代』は「避難

訓練などの自主防災会や消防団の活動」（42.0％）、「ひとり暮らし高齢者への声かけなど身近

な福祉活動」（7.1％）、「夜間パトロールなどの防犯活動」（2.8％）、『70歳以上』は「新年会・

忘年会などの懇親会」（18.9％）、「町内会などの旅行」（6.6％）、「地域の公民館の講座など

の自己啓発活動」（11.4％）、「老人会に関係した行事」（22.6％）となっている。一方、『20

代』は「参加している行事はない」が 55.1％と５割を超えている。 

子どもの年代別にみると、『小学生』において、「お祭りなどの文化、地域おこしに関する

活動」（56.1％）、「運動会など地域で行うスポーツに関する行事」（52.3％）が５割を超えて

高くなっている。
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0.0 

0.6 
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4.9 

0.0 

0.9 

0.0 

0.0 

0.0 

5.8 

4.5 

4.2 

3.4 

0% 20% 40% 60%

ひとり暮らし高齢者への声

かけなど身近な福祉活動

2.0 

2.4 

1.7 

0.7 

2.1 

2.3 

2.2 

2.8 

1.4 

0.7 

0.9 

1.9 

7.5 

6.9 

3.9 

2.1 

1.6 

2.5 

2.0 

0% 20% 40% 60%

夜間パトロールなどの防犯

活動

26.9 

26.5 

27.3 

55.1 

34.2 

23.7 

22.0 

22.0 

25.3 

43.4 

30.3 

10.3 

9.0 

13.8 

15.8 

21.4 

25.4 

27.3 

27.4 

0% 20% 40% 60%

参加している行事はない

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　男性(n=930)　　　　

　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　20代(n=147)　　　　

　30代(n=234)　　　　

　40代(n=308)　　　　

　50代(n=323)　　　　

　60代(n=509)　　　　

　70歳以上(n=518)　　

〔子どもの年代〕　　　　　　　　　　　　　　　

　子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

　未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

　小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

　中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

　社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

〔地域〕　　　　　　　

　東部地域(n=645)　　

　中部地域(n=670)　　

　西部地域(n=708)　　

　高校生・予備校生・

　　　　　大学受験生(n=58)

　短大・高専・大学・

　大学院・専門学校生(n=76)
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地域別にみると、「清掃活動、自然保護などの環境保全活動」が、『東部』において 45.3％

と、『中部』（35.2％）、『西部』（36.7％）を 8 ポイント以上上回っている。「お祭りなどの

文化、地域おこしに関する活動」が、『西部』において 39.0％と、『東部』（34.1％）、『中

部』（29.6％）を 4ポイント以上上回っている。「新年会・忘年会などの懇親会」が『東部』に

おいて 17.7％と、『中部』（12.2％）、『西部』（11.9％）を 5ポイント以上上回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（表 2-2）参加している地域の行事や活動 性別、性・年代別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

町内会などの会議・話

し合い

参加している行事はな

い

38.8 34.3 33.9 27.3 26.9

男性
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

町内会などの会議・話

し合い

参加している行事はな

い

(n=930) 43.4 37.1 33.9 33.3 26.5

女性
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

参加している行事はな

い

町内会などの会議・話

し合い

(n=1,108) 34.9 33.8 31.9 27.3 22.2

20代
参加している行事はな

い

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

(n=66) 68.2 21.2 9.1 6.1 4.5

30代
参加している行事はな

い

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=108) 40.7 37.0 27.8 22.2 21.3

40代
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

町内会などの会議・話
し合い

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

(n=116) 50.0 40.5 32.8 29.3 26.7

50代
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

町内会などの会議・話
し合い

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

(n=164) 51.8 47.6 45.7 43.9 27.4

60代
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

町内会などの会議・話
し合い

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

参加している行事はな
い

(n=249) 46.6 39.8 36.9 34.9 24.1

70歳以上
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

町内会などの会議・話

し合い

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

新年会・忘年会などの

懇親会

(n=227) 48.0 37.0 36.6 36.1 26.9

20代
参加している行事はな

い

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=81) 44.4 29.6 14.8 13.6 9.9

30代
お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

子ども会に関係した行

事

参加している行事はな

い

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=126) 46.0 30.2 28.6 27.8 26.2

40代
避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

参加している行事はな

い

(n=192) 34.4 33.9 27.6 26.6 26.0

50代
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

町内会などの会議・話

し合い

参加している行事はな

い

(n=159) 47.2 34.6 33.3 26.4 25.8

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

町内会などの会議・話
し合い

参加している行事はな
い

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=260) 44.2 43.8 32.3 30.8 20.0

70歳以上 清掃活動、自然保護などの環境保全活動 老人会に関係した行事

避難訓練などの自主防災会や消防団の活動

(n=290) 33.8 30.0 23.8 23.1

60代

全県

(n=2,039)

性
別

性
・
年
代
（

男
性
）

性
・
年
代
（

女
性
）

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

参加している行事はな
い



 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（表 2-3）参加している地域の行事や活動 子どもの年代別、住宅環境別、地域別 】 

（注）  は、全県よりも 10ポイント以上高いもの 

地域内の「中部」は静岡市を、「西部」は浜松市を、それぞれ含めた数字である  

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

子どもはいない
参加している行事はな

い

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

町内会などの会議・話

し合い

(n=143) 43.4 34.3 23.1 22.4 15.4

未就学児
お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

参加している行事はな
い

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

(n=109) 47.7 30.3 27.5 20.2 19.3

小学生
お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

子ども会に関係した行

事

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

(n=107) 56.1 53.3 52.3 39.3 37.4

中学生
避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

子ども会に関係した行
事

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

(n=67) 49.3 46.3 43.3 38.8 35.8

高校生・
予備校生・
大学受験生

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

町内会などの会議・話

し合い

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=58) 48.3 46.6 43.1 36.2 32.8

短大・高専・

大学・大学院・
専門学校生

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

町内会などの会議・話

し合い

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事

(n=76) 48.7 47.4 38.2 36.8 22.4

社会人
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

町内会などの会議・話

し合い

参加している行事はな

い

(n=1,194) 44.7 38.6 33.8 32.2 21.4

住宅地域
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

参加している行事はな
い

町内会などの会議・話
し合い

(n=1,427) 38.1 31.3 31.0 28.7 25.3

商業地域
避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

参加している行事はな

い

町内会などの会議・話

し合い

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

(n=127) 36.2 33.9 33.1 28.3 27.6

工業地域
お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

町内会などの会議・話
し合い

参加している行事はな
い

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

(n=40) 47.5 45.0 42.5 25.0 22.5

清掃活動、自然保護などの環境保全活動

お祭りなどの文化、地域おこしに関する活動

(n=244) 45.1 43.4 30.7 25.4

山間地域
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

町内会などの会議・話
し合い

運動会など地域で行う
スポーツに関する行事

(n=161) 49.7 46.0 45.3 36.6 26.1

お祭りなどの文化、地域おこしに関する活動

町内会などの会議・話し合い

運動会など地域で行うスポーツに関する行事

(n=19) 42.1 31.6 26.3 21.1

東部地域
清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

町内会などの会議・話
し合い

参加している行事はな
い

(n=645) 45.3 34.4 34.1 28.8 25.4

中部地域
避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

参加している行事はな

い

町内会などの会議・話

し合い

(n=670) 37.9 35.2 29.6 27.3 25.2

西部地域
お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

町内会などの会議・話
し合い

参加している行事はな
い

(n=708) 39.0 36.7 30.2 28.1 27.4

静岡市
清掃活動、自然保護な

どの環境保全活動

参加している行事はな

い

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動

お祭りなどの文化、地

域おこしに関する活動

町内会などの会議・話

し合い

(n=415) 32.5 32.0 30.4 25.3 22.2

浜松市
お祭りなどの文化、地
域おこしに関する活動

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

参加している行事はな
い

町内会などの会議・話
し合い

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

(n=433) 37.2 35.3 28.9 27.9 24.5

運動会など地域で行う

スポーツに関する行事
農漁業地域

子
ど
も
の
年
代
（

長
子
年
代
）

その他

周
辺
環
境

参加している行事はな
い

町内会などの会議・話

し合い

避難訓練などの自主防
災会や消防団の活動

清掃活動、自然保護な
どの環境保全活動

地
　
　
域

避難訓練などの自主防

災会や消防団の活動
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20.5 

18.4 

21.5 

48.7 

53.1 

44.2 

6.8 

7.7 

7.1 

5.9 

7.4 

10.0 

7.4 

5.6 

7.6 

9.9 

6.4 

8.8 

0.8 

1.3 

0.8 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

平成23年度(n=2,199) 

（13）誰もが暮らしやすいまちづくり（ユニバーサルデザイン） 

―――  誰もが暮らしやすいまちづくりは進んでいると「思う」人は 69.2％  ――― 

 

Ｑ19 あなたの身の回りでは、公共施設（市民ホール、図書館、公園、病院など）へのスロ

ープや多機能トイレの設置、鉄道駅へのエレベーターやエスカレーターの整備、まち

や建物内での分かりやすい案内表示など、10 年前と比べて、誰もが暮らしやすいまち

づくりが進んでいると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが暮らしやすいまちづくりについては、「どちらかといえばそう思う」と回答した人の

割合が 48.7％と最も高く、次いで「そう思う」が 20.5％、「どちらかといえばそう思わない」

が 6.8％などとなっている。「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた 69.2％

が誰もが暮らしやすいまちづくりが進んでいると思うと回答し、「思わない」と「どちらかと

いえばそう思わない」を合わせた 12.7％は誰もが暮らしやすいまちづくりが進んでいると思わ

ないと回答している。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-53） 

平成 23年度以降の推移でみると、「そう思う」と回答した人と「どちらかといえばそう思う」

と回答した人を合わせた割合が、平成 23 年度は 65.7％、平成 24 年度は 71.5％、平成 25 年度

69.2％となっている。 

前年度との比較では大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 2-53）誰もが暮らしやすいまちづくり 経年比較 】 

【誰もが暮らしやすいまちづくり】 

20.5 48.7 6.8 5.9 7.4 9.9 0.8 

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

全県(n=2,039) 

どちらかといえばそう思わない 

思わない 

そう思う どちらかといえばそう思う 無回答 

わからない 

どちらともいえない 

どちらかといえばそう思わない 

思わない 

そう思う どちらかといえばそう思う 無回答 

わからない 

どちらともいえない 
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[属性による比較]（図 2-54） 

性別、未既婚別、地域別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「そう思う」と回答した人と「どちらかといえばそう思う」と回答した人

を合わせた割合が、『30代』において 74.3％と最も高く、『70歳以上』は 64.2％と最も低い。 
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【（図 2-54）誰もが暮らしやすいまちづくり 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

どちらかといえばそう思わない 

思わない 

そう思う どちらかといえばそう思う 無回答 

わからない 

どちらともいえない 
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（14）人権尊重の意識 

――― [人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっていると 

「思う」人は 42.0％ 「思わない」人は 10.8％ ――― 

 

Ｑ20 あなたは、今の静岡県が「人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県」になっ

ていると感じますか。あなたのお考えに一番近いものを選んでください。 

 

※「人権尊重の意識」･･･人権は、私たち一人ひとりの生命や自由・平等を保障し、日

常生活を支えている大切な権利で、日本国憲法にも保障されています。この権利を

尊重し、私たち一人ひとりが自分や他者を大切にしようとする意識のことをいいま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっているかについては、「いちがい

にいえない」と回答した人の割合が 45.8％で最も高く、次いで「どちらかといえばそう思う」

が 34.8％、「そう思う」が 7.2％などとなっている。「そう思う」と「どちらかといえばそう

思う」を合わせた 42.0％が[人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっていると

思うと回答し、「そう思わない」と「どちらかといえばそう思わない」を合わせた 10.8％は[人

権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっていると思わないと回答しており、[人

権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっていると思う人が、思わない人の約４

倍になっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-55） 

前年度との比較では大きな差はみられない。 
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2.2 

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

平成25年度(n=2,039) 

平成24年度(n=2,323) 

【（図 2-55）「人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県]になっているか 経年比較 】 

【「人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県」になっているか】 

7.2 34.8 45.8 5.8 5.0 1.4 

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

全県(n=2,039) 

いちがいにいえない 

どちらかといえばそう思わない そう思う 

どちらかといえばそう思う 無回答 

そう思わない 

いちがいにいえない 

どちらかといえばそう思わない そう思う 

どちらかといえばそう思う 無回答 

そう思わない 



 

114 

 

 

[属性による比較]（図 2-56） 

性別、地域別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「そう思う」と回答した人と「どちらかといえばそう思う」と回答した人

を合わせた割合が、『70歳以上』において 50.4％と高くなっている。 

未既婚別にみると、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が、『未

婚』において 38.5％と、『既婚』（41.5％）、『結婚後に離別』（46.9％）に比べ低くなってい

る。 

子どもの年代別にみると、「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合が、

『未就学児』（44.0％）と『社会人』（44.7％）において高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.8 

7.9 

6.8 

9.4 
1.3 

5.2 

5.5 

2.8 

9.7 

7.0 

5.2 

14.7 

7.5 

2.2 

2.6 

3.4 

6.8 

7.4 

6.9 

7.2 

35.9 

33.1 

36.1 

35.3 

36.8 

34.5 

35.8 

33.6 

38.5 

29.4 

37.2 

34.5 

33.3 

35.7 

37.3 

35.3 

31.5 

35.5 

27.9 

36.0 

33.4 

34.8 

46.6 

48.7 

41.7 

44.5 

47.4 

50.0 

50.7 

53.3 

46.8 

50.3 

38.3 

47.5 

44.9 

37.1 

46.2 

51.1 

51.9 

46.2 

50.3 

45.2 

46.6 

45.8 

4.9 

4.5 

7.9 

4.7 

6.6 

6.9 

10.4 

5.6 

4.6 

7.0 

6.1 

5.1 

9.0 

3.9 

4.7 

6.8 

7.8 

8.1 

6.1 

6.6 

4.8 

5.8 

4.2 

4.5 

6.2 

4.3 

6.6 

3.4 

1.5 

6.5 

4.6 

9.8 

5.1 

4.7 

6.4 

5.6 

3.5 

4.0 

4.5 

6.0 

8.8 

3.2 

7.1 

5.0 

1.6 

1.3 

1.2 

1.8 

1.3 

1.5 

0.9 

0.7 

3.6 

1.1 

1.1 

3.1 

0.8 

0.6 

1.6 

0.9 

1.6 

1.2 

1.4 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

〔子どもの年代〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 2-56）「人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県」になっているか 

性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別、地域別 】 

いちがいにいえない 

どちらかといえばそう思わない そう思う 

どちらかといえばそう思う 無回答 

そう思わない 

子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)



 

 115 

（15）子どもを生み、育てやすさ 

―― 子どもを生み、育てやすいと「思う」人は 57.2％ 「思わない」人は 12.2％ ―― 

 

 

Ｑ21 あなたがお住まいのまちは、子どもを生み育てやすいところだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの生み、育てやすさについては、「ある程度思う」と回答した人の割合が 51.3％と約

半数で最も高く、次いで「どちらともいえない」が 18.5％、「あまり思わない」が 9.5％など

となっている。「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた 57.2％が子どもを生み、育て

やすいところだと思うと回答し、「まったく思わない」と「あまり思わない」を合わせた 12.2％

は子どもを生み、育てやすいところだと思わないと回答しており、子どもを生み、育てやすい

ところだと思う人が、思わない人の約５倍になっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-57） 

平成 23年度からの推移には大きな差はみられない。 
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【子どもを生み、育てやすさ】 

【（図 2-57）子どもを生み、育てやすさ 経年比較 】 
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子どもはいない(n=143)　　　　　　　　　　　

未就学児(n=109)　　　　　　　　　　　　　　

小学生(n=107)　　　　　　　　　　　　　　　

中学生(n=67)　　　　　　　　　　　　 　　　

社会人(n=1,194)　　　　　　　　　　　　　　

高校生・予備校生・

　　大学受験生(n=58)

短大・高専・大学・

大学院・専門学校生(n=76)

 

 [属性による比較]（図 2-58） 

性別、地域別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「おおいに思う」と回答した人と「ある程度思う」と回答した人を合わせ

た割合が、『50代』、『60代』、『70歳以上』、において６割台と高い。 

未既婚別にみると、「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた割合が、『未婚』にお

いて 43.9％と、『既婚』（59.6％）、『結婚後に離別』（58.1％）に比べ低くなっている。 

子どもの年代別にみると、「おおいに思う」と「ある程度思う」を合わせた割合が、『短大・

高専・大学・大学院・専門学校生』において 63.1％と最も高く、『子供はいない』は 42.7％と

最も低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1 

6.9 

5.0 

6.7 1.3 

1.7 

6.0 

5.6 

11.9 

1.4 

7.2 

5.9 

4.9 

9.7 

5.3 

2.8 

2.9 

6.0 

8.2 

6.1 

5.7 

5.9 

51.8 

51.8 

50.5 

55.0 

61.8 

58.6 

47.8 

46.7 

50.5 

41.3 

50.9 

53.7 

39.0 

50.6 

54.8 

58.8 

49.4 

42.3 

43.5 

53.0 

49.4 

51.3 

20.1 

18.1 

17.2 

17.0 

23.7 

15.5 

28.4 

20.6 

18.3 

25.2 

16.2 

19.1 

17.6 

14.5 

19.6 

17.3 

22.1 

21.8 

19.0 

17.6 

19.7 

18.5 

9.3 

5.8 

13.2 

8.0 

5.3 

13.8 

10.4 

15.0 

16.5 

9.1 

7.9 

9.5 

11.2 

6.4 

8.4 

11.1 

10.7 

15.0 

8.8 

10.0 

8.8 

9.5 

1.4 

3.4 

3.3 

1.8 

5.3 

6.9 

3.0 

9.3 

2.8 

2.8 
2.5 

2.8 

2.6 

1.5 

2.0 

2.2 

3.9 

4.3 

5.4 

2.0 

3.5 

2.7 

10.0 

13.3 

9.9 

10.3 

1.3 

3.4 

3.0 

1.9 

20.3 

13.0 

8.4 

24.3 

15.3 

9.6 

7.1 

9.7 

9.8 

15.0 

10.2 

12.0 

11.1 

1.3 

0.7 

0.9 

1.2 

1.3 

1.5 

0.9 

2.2 

0.7 

0.4 

2.1 

0.2 

0.6 

1.3 

0.9 

1.1 

0.9 

1.0 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

〔子どもの年代〕

結婚後に離別(n=277)

既婚(n=1,483)

未婚(n=267)

〔未既婚〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

おおいに思う 
どちらともいえない 

まったく思わない 
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【（図 2-58）子どもを生み、育てやすさ 性別、年代別、未既婚別、子どもの年代別、地域別 】 
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（16）都市機能 

―― 住まいのまちや最寄りの都市の機能が「充実している」と思う人は 51.8％ 

「不足している」と思う人は 29.2％ ―― 

 

 

Ｑ22 あなたがお住まいのまちや最寄りの都市では、商業、金融、情報、医療、交通、娯楽

などあなたが必要だと思う機能が充実していると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まいのまちや最寄りの都市の機能の充実については、「ある程度充実している」と回答し

た人の割合が 46.1％で最も高く、次いで「やや不足している」が 18.9％、「かなり不足してい

る」が 10.3％などとなっている。「おおいに充実している」と「ある程度充実している」を合

わせた 51.8％が住まいのまちや最寄りの都市の機能が充実していると回答し、「かなり不足し

ている」と「やや不足している」を合わせた 29.2％は住まいのまちや最寄りの都市の機能が不

足していると回答しており、住まいのまちや最寄りの都市の機能が充実していると思う人の方

が高くなっている。 

 

[過去の調査との比較]（図 2-59） 

平成 23年度からの推移には大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 46.1 15.0 18.9 10.3 3.2 0.8 

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

全県(n=2,039) 

【（図 2-59）住まいのまちや最寄りの都市の機能の充実 経年比較 】 

【住まいのまちや最寄りの都市の機能の充実】 

どちらともいえない 

やや不足している 

おおいに充実している 

ある程度充実している 
無回答 

わからない 

かなり不足している 

どちらともいえない 

やや不足している 

おおいに充実している 

ある程度充実している 
無回答 

わからない 

かなり不足している 
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[属性による比較]（図 2-60） 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「おおいに充実している」と回答した人と「ある程度充実している」と回

答した人を合わせた割合が、年代が上がるほど高くなる傾向にある。 

未既婚別にみると、「おおいに充実している」と「ある程度充実している」を合わせた割合

が、『結婚後に離別』において 58.9％と、『未婚』（41.6％）、『既婚』（52.4％）を上回って

いる。 

地域別にみると、「おおいに充実している」と「ある程度充実している」を合わせた割合が、

『東部』において 43.6％と、『中部』（56.0％）、『西部』（55.5％）を 11 ポイント以上下回

っている。 
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全 県(n=2,039)

【（図 2-60）住まいのまちや最寄りの都市の機能の充実 性別、年代別、未既婚別、地域別 】 

どちらともいえない 

やや不足している 

おおいに充実している 

ある程度充実している 無回答 

わからない 

かなり不足している 
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第３章 観光客の受け入れに関する意識 
 

１ 観光客を受け入れようとする取組 

――― 住いの地域で「観光まちづくり」の取組を知っている人は 43.4％ ――― 

 

Ｑ23 地域ならではの資源を活用し、観光客にモノだけでなく、まち全体の良さを味わっても

らう「観光まちづくり」の取組は、地域経済の活性化の手段として、各地域でも重要な

施策として位置づけています。 

あなたがお住まいの地域においては、「観光まちづくり」の取組が行われていると思いま

すか。 

※「観光まちづくり」とは、行政や観光協会だけでなく、ＮＰＯなどの市民団体や地域

住民が参加し、連携することで「わがまち」に観光客を受け入れようとする活動（取

組）をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住いの地域で「観光まちづくり」の取組については、「取組が行われていることは知ってい

るが、自分は参加していない」と回答した人の割合が 40.9％で最も高く、次いで、「わからな

い」が 28.0％、「取組が行われているとは思わない」が 27.3％などとなっている。 

「取組は行われており、自分も取組に参加している」と「取組が行われていることは知って

いるが、自分は参加していない」を合わせた 43.4％が、住いの地域で観光客を受け入れようと

する取組が行われていることを知っている人となっている。 

 

 

[属性による比較]（図 3-1） 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、高い年代層において、「取組は行われており、自分も取組に参加してい

る」と回答した人と「取組が行われていることは知っているが、自分は参加していない」と回

答した人を合わせた割合が高くなっている。 

【観光客を受け入れようとする取組】 

2.5 

40.9 27.3 0.6 28.0 0.8 

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

全県(n=2,039) 

取組が行われているとは思わない 

その他 

取組は行われており、 

自分も取組に参加している 

取組が行われていることは知っ 

ているが、自分は参加していない 無回答 わからない 
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本人具体的職業別にみると、『自営業』において、「取組は行われており、自分も取組に参

加している」が 6.1％と『給与所得者』（1.4％）を上回っている。 

地域別にみると、「取組は行われており、自分も取組に参加している」と「取組が行われて

いることは知っているが、自分は参加していない」を合わせた割合は、『東部』（51.3％）、『中

部』（42.9％）、『西部』（36.6％）の順に低くなっている。 
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26.6 

31.2 
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24.0 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

給与所得者小計(n=718)

自営業小計(n=261)

〔職業〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 3-1）観光客を受け入れようとする取組 性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 

取組が行われているとは思わない 

その他 

取組は行われており、 

自分も取組に参加している 

取組が行われていることは知っ 

ているが、自分は参加していない 無回答 わからない 
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２ 他の地域からの訪問客とのふれあいについて 

――― 積極的に観光客と交流しようとする人は 32.0％ 

観光客との交流をしてもよい人は 78.5％ ――― 

Ｑ24 観光客にその地域の魅力を伝えるためには、地域の人々がその地に住むことに誇りを持

ち、観光客などその地を訪れる方々と交流しふれあうことが重要であります。 

あなたは、他の地域からの訪れる方々とふれあうことについて、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光客とふれあう姿勢については、「道を聞かれたら答える程度のふれあいや交流でよい」

と回答した人の割合が 46.5％で最も高く、次いで、「可能な範囲でふれあいや交流に参加した

い」29.8％、「わからない」が 16.8％などとなっている。 

「ガイド、体験・学習機会を通じ積極的にふれあいや交流を楽しみたい」（2.2％）と「可能

な範囲でふれあいや交流に参加したい」（29.8％）を合わせた 32.0％が、積極的に観光客と交

流しようとする人、それに、「道を聞かれたら答える程度のふれあいや交流でよい」（46.5％）

を加えた 78.5％の人が、観光客との交流をしてもよい人となる。 

[過去の調査との比較]（図 3-2） 

平成 21年度と比較すると、「道を聞かれたら答える程度のふれあいや交流でよい」と回答し

た人の割合が 2.3 ポイント高くなっており、「ガイド、体験・学習機会を通じ積極的にふれあ

いや交流を楽しみたい」は 5.5ポイント、「可能な範囲でふれあいや交流に参加したい」は 4.5

ポイント低くなっている。 
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11.1 

29.8 

34.3 

53.6 

46.5 

44.2 

29.1 

2.9 

2.5 

2.1 

1.2 

0.2 

16.8 

11.0 

4.2 

0.7 

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

平成25年度

(n=2,039)

平成21年度

(n=1,507)

平成17年度

(n=1,507)

【他の地域からの訪問客とのふれあいについて】 

【（図 3-2）他の地域からの訪問客とのふれあいについて 経年比較 】 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全県(n=2,039) 

道を聞かれたら答える程度 

のふれあいや交流でよい 

その他 

ガイド、体験・学習機会を通じ 

積極的にふれあいや交流を楽しみたい 

可能な範囲でふれあい 

や交流に参加したい 無回答 わからない 

できれば関わりを避けたい 

道を聞かれたら答える程度 

のふれあいや交流でよい 

その他 

ガイド、体験・学習機会を通じ 

積極的にふれあいや交流を楽しみたい 
可能な範囲でふれあい 

や交流に参加したい 

無回答 

わからない 

できれば関わりを避けたい 
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[属性による比較]（図 3-3） 

性別、年代別では、大きな差はみられない。 

本人具体的職業別にみると、「ガイド、体験・学習機会を通じ積極的にふれあいや交流を楽

しみたい」と回答した人と「可能な範囲でふれあいや交流に参加したい」と回答した人を合わ

せた積極的に観光客と交流しようとする人の割合は、『自営業』においては 36.8％と、『給与

所得者』（30.6％）を 6.2ポイント上回っている。 

地域別にみると、「ガイド、体験・学習機会を通じ積極的にふれあいや交流を楽しみたい」

と「可能な範囲でふれあいや交流に参加したい」を合わせた積極的に観光客と交流しようとす

る人の割合は、『東部』（36.6％）、『中部』（32.7％）、『西部』（27.2％）の順に低くなって

いる。 
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〔地域〕

給与所得者小計(n=718)

自営業小計(n=261)

〔職業〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)
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全 県(n=2,039)

【（図 3-3）他の地域からの訪問客とのふれあいについて 

 性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 

道を聞かれたら答える程度 

のふれあいや交流でよい 

その他 
ガイド、体験・学習機会を通じ 

積極的にふれあいや交流を楽しみたい 

可能な範囲でふれあい 

や交流に参加したい 無回答 わからない 

できれば関わりを避けたい 
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第４章 「森林（もり）づくり県民税」と    

 荒廃森林に関する意識 
 

１ 「森林（もり）づくり県民税」の周知度 

――― 「森林（もり）づくり県民税」の周知度は 30.2％ 

「森林（もり）づくり県民税」は「県民だより」で 50.0％の人が知った ――― 

 

Ｑ25 森林には「山崩れの防止」や「水を蓄える」などの様々な働きがありますが、手入れが

行き届かない森林では、これらの働きが低下して、私たちの生活に影響がでることが

心配されます。これらの働きを回復するために、平成 18年 4月から「森林（もり）づ

くり県民税」を負担していただき、荒廃した森林を再生する「森の力再生事業」を進め

ています。 

あなたは、「森林（もり）づくり県民税」を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ あなたは、「森林（もり）づくり県民税」を、どのような方法で知りましたか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「森林（もり）づくり県民税」の周知度】 

【「森林（もり）づくり県民税」を知った方法】 
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リーフレット��

その他

無回答
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名称は聞いた 

ことがある 

知らない 

上記の内容以上 

に知っている 
上記の内容は 

知っている 

無回答 

県民だより

新聞

テレビ、ラジオ

市町の広報誌

県のホームページ

ポスター

リーフレット

その他

無回答

「税関係」や「森づくり関係」
　　　　　　の活動やイベント
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（１）「森林（もり）づくり県民税」の周知度 

「森林（もり）づくり県民税」の周知状況については、「知らない」と回答した人の割合が

69.1％で最も高く、次いで「名称は聞いたことがある」17.0％、「上記の内容は知っている」

11.9％などとなっている。「上記の内容以上に知っている」、「上記の内容は知っている」、「名

称は聞いたことがある」を合わせた 30.2％が、「森林（もり）づくり県民税」の周知度となっ

ている。 

 

[属性による比較]（図 4-1） 

性別にみると、「上記の内容以上に知っている」、「上記の内容は知っている」、「名称は

聞いたことがある」と回答した人を合わせた割合が、『男性』において 35.5％と、『女性』

（25.7％）を 9.8ポイント上回っている。 

年代別にみると、「上記の内容以上に知っている」、「上記の内容は知っている」、「名称

は聞いたことがある」を合わせた割合は、『40代』以降、年代が上がるほど高くなっている。 

地域別にみると、「上記の内容以上に知っている」、「上記の内容は知っている」、「名称

は聞いたことがある」を合わせた割合は、『中部』（34.3％）、『西部』（30.0％）、『東部』

（26.1％）の順で低くなっている。 
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60代(n=509)
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20代(n=147)
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女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 4-1）森林づくり県民税」の周知度 性別、年代別、地域別 】 

知らない 無回答 

名称は聞いた 

ことがある 
上記の内容以上 

に知っている 

上記の内容は 

知っている 
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（２）「森林（もり）づくり県民税」を知った方法 

「森林（もり）づくり県民税」を知った方法については、「県民だより」と回答した人の割合

が 50.0％で最も高く、次いで「新聞」27.9％、「テレビ・ラジオ」26.1％、「市町の広報誌」25.5％

などとなっている。 

 

[属性による比較]（図 4-2） 

性別にみると、「新聞」と回答した人の割合は、『男性』において 32.0％と、『女性』（23.2％）

を 8.8ポイント上回っている。 

年代別では、年代による傾向がみられずばらつきがある。 

地域別にみると、「市町の広報誌」は『中部』において 19.6％と、『東部』（30.2％）、『西

部』（28.3％）を 8ポイント以上下回っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 4-2）森林（もり）づくり県民税」を知った方法 性別、年代別、地域別 】 
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　　中部地域(n=230)

　　西部地域(n=212)

27.9 

32.0 

23.2 

13.0 

12.1 

30.2 

23.5 

28.9 

32.0 

25.4 

27.4 

30.2 

0% 20% 40% 60%

新聞

26.1 

26.3 

26.0 

26.1 

36.4 

25.4 

22.4 

28.9 

24.0 

20.7 

30.0 

25.9 

0% 20% 40% 60%

テレビ、ラジオ
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8.6 

9.1 

8.1 

8.7 

6.1 

7.9 

4.7 

11.2 

8.4 

6.5 

9.6 

9.4 

0% 20% 40% 60%

「税関係」や「森づくり

関係」の活動やイベント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全　　県(n=616)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=331)

　　女性(n=285)

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=23)　　　　

　　30代(n=33)　　　　

　　40代(n=63)　　　　

　　50代(n=85)　　　　

　　60代(n=187)　　　　

　　70歳以上(n=225)　　

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=169)

　　中部地域(n=230)

　　西部地域(n=212)

全　　県(n=616)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=331)

　　女性(n=285)

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=23)　　　　

　　30代(n=33)　　　　

　　40代(n=63)　　　　

　　50代(n=85)　　　　

　　60代(n=187)　　　　

　　70歳以上(n=225)　　

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=169)

　　中部地域(n=230)

　　西部地域(n=212)

25.5 

25.4 

25.6 

13.0 

30.3 

14.3 

15.3 

27.8 

31.1 

30.2 

19.6 

28.3 

0% 20% 40% 60%

市町の広報誌

8.6 

9.1 

8.1 

8.7 

6.1 

7.9 

4.7 

11.2 

8.4 

6.5 

9.6 

9.4 

0% 20% 40% 60%

「税関係」や「森づくり

関係」の活動やイベント

5.4 

6.6 

3.9 

4.3 

9.1 

7.9 

8.2 

4.3 

4.0 

6.5 

7.4 

2.4 

0% 20% 40% 60%

県のホームページ

3.6 

4.8 

2.1 

13.0 

0.0 

1.6 

3.5 

4.3 

3.1 

3.6 

3.0 

4.2 

0% 20% 40% 60%

ポスター

2.9 

3.3 

2.5 

0.0 

6.1 

6.3 

7.1 

2.7 

0.4 

2.4 

3.0 

3.3 

0% 20% 40% 60%

リーフレット
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２ 荒廃森林に関する意識 

― 「荒廃森林の整備や新たな課題に対して、積極的に対応していく」は 54.3％、 

「森林（もり）づくり県民税」の使途を「現行どおり荒廃した 

森林の再生のみの使用に限定すべき」は 22.7％ ― 

 

Ｑ26 「森の力再生事業」では、10年間で 12,300ヘクタールの最も緊急性の高い荒廃した森

林を再生する計画で、事業は順調に進んでいます。しかし、本県の 40万ヘクタールの

森林（民有林）では、これ以外にもまだ荒廃した森林の存在や、富士山の景観を損な

う手入れ不足の森林の存在など、新たな課題が生まれています。 

これらへの対応について、あなたの考えに最も近いものはなんですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ27 「森の力再生事業」を始めたことで、荒廃森林の再生はもとより、山村での雇用の創

造、異業種やＮＰＯなどの林業への参入、木材の生産と利用など、長く停滞していた本

県の林業活動に好影響を与えています。 

このため、荒廃森林の整備に限定せず、林業の活性化や木材利用、森林とのふれあい

などのために「森林（もり）づくり県民税」を活用すべきとの意見があります。 

「森林づくり県民税」の使途について、あなたはどのように考えますか。（Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「森の力再生事業」の方向】 

【「森林（もり）づくり県民税」の使途】 

(n=2,039) 

33.8 

22.7 

21.2 

17.6 

17.4 

23.7 

1.6 

0% 20% 40% 60%

林業の活性化のために使用してもよい

現行どおり荒廃した森林の再生のみの使用に

限定すべき

森林とのふれあいのために使用してもよい

森林・林業関係なら何にでも使用してもよい

木材の利用のために使用してもよい

わからない

無回答

54.3 2.6 40.9 2.2 

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

全県(n=2,039) 

わからない 
荒廃森林の整備や新たな課題に対して、 

積極的に対応していく 

荒廃森林の整備や新たな課題に対して、 

対応する必要はない 

無回答 
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（１）「森の力再生事業」の方向 

「森の力再生事業」の方向については、荒廃森林の整備や新たな課題に対し、「積極的に対応

していく」と回答した人が 54.3％、「対応する必要はない」は 2.6％、「わからない」は 40.9％

などとなっている。 

 

[属性による比較]（図 4-3） 

性別にみると、『男性』において「積極的に対応していく」と回答した人が 59.1％で、『女

性』（50.4％）を 8.7 ポイント上回っている。 

年代別、地域別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.8 

54.6 

55.0 

45.8 

57.4 

59.1 

55.5 

57.7 

55.8 

50.4 

59.1 

54.3 

1.6 

3.0 

3.3 

1.9 

2.6 

2.5 

3.9 

3.4 

2.0 

1.8 

3.7 

2.6 

41.8 

40.6 

40.0 

47.5 

38.7 

37.2 

39.0 

37.6 

42.2 

45.9 

34.7 

40.9 

2.8 

1.8 

1.7 

4.8 

1.4 

1.2 

1.6 

1.3 

1.9 

2.5 

2.2 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 4-3）「森の力再生事業」の方向 性別、年代別、地域別 】 

無回答 わからない 
荒廃森林の整備や新たな課題に対して、 

積極的に対応していく 

荒廃森林の整備や新たな課題に対して、 

対応する必要はない 
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（２）「森林（もり）づくり県民税」の使途 

「森林（もり）づくり県民税」の使途を広げることについては、「林業の活性化のために使用

してもよい」と回答した人の割合が 33.8％で最も高く、次いで「現行どおり荒廃した森林の再

生のみの使用に限定すべき」22.7％、「森林とのふれあいのために使用してもよい」21.2％など

となっている。全体から、「現行どおり荒廃した森林の再生のみの使用に限定すべき」、「わから

ない」、「無回答」を引いた 52.0％が「森林づくり県民税」の使途を広げることを認めているこ

とになる。 

 

[属性による比較]（図 4-4） 

性別にみると、「現行どおり荒廃した森林の再生のみの使用に限定すべき」と回答した人の

割合は、『男性』において 25.9％と、『女性』（20.0％）を 5.9ポイント上回っている。 

年代別、地域別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 4-4）「「森林（もり）づくり県民税」の使途 性別、年代別、地域別 】 

33.8 

33.2 

34.4 

32.0 

29.9 

34.7 

34.7 

35.6 

33.4 

34.6 

35.5 

31.8 

0% 20% 40% 60%

林業の活性化のために

使用してもよい

21.2 

22.4 

20.3 

13.6 

19.2 

20.1 

22.0 

23.2 

22.6 

21.4 

21.9 

20.3 

0% 20% 40% 60%

森林とのふれあいのた

めに使用してもよい

17.6 

18.0 

17.3 

12.2 

18.8 

14.9 

18.0 

19.4 

18.1 

18.0 

16.6 

18.5 

0% 20% 40% 60%

森林・林業関係なら何

にでも使用してもよい

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　



 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 

18.9 

16.2 

8.2 

19.7 

19.5 

17.6 

18.1 

17.0 

16.6 

19.4 

16.1 

0% 20% 40% 60%

木材の利用のために使

用してもよい

22.7 

25.9 

20.0 

23.1 

19.7 

25.3 

24.8 

22.8 

21.0 

23.3 

25.1 

19.9 

0% 20% 40% 60%

現行どおり荒廃した森林の再

生のみの使用に限定すべき

23.7 

18.2 

28.3 

25.9 

23.9 

21.4 

18.3 

22.4 

29.2 

23.9 

23.4 

23.6 

0% 20% 40% 60%

わからない

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　
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43.6

41.8

32.2

28.7

26.5

24.0

14.5

2.4

0% 20% 40% 60%

都市（まち）の賑わいがなくなった

近所に空家が増えた

バス路線が廃止されたり、便数が減った

身近な店や病院が減った

学校の統廃合が進んだ

耕作放棄地が増えた

その他

無回答

第５章 豊かで活力ある            

都市（まち）づくりに関する意識 
 

静岡県では、人口減少社会に対応するために、限られた人や財源でも持続可能な都市（まち）

づくりを目指しており、今後の都市（まち）づくりについて、ご意見を伺うものです。 

 

１ 人口減少の影響 

――― 住んでいる地域での人口減少を「感じている」人は 44.6％ 

人口減少の影響は「"都市（まち）の賑わいがなくなった」が 43.6％ ――― 

 

Ｑ28 静岡県の人口は 2004 年から減少に転じ、2010 年から 2020年までの 10 年間で約 16万

人（平均約４％）、2010年から 2040年までの 30年間で約 73万人（平均約 19％）減少

すると予測されています。 

あなたの住んでいる地域（市町）では、現在人口減少の影響が出ていると感じますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQ それは、どのような影響ですか。（３.Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住んでいる地域での人口減少の実感】 

【人口減少の影響】 

12.6 32.0 18.7 28.7 6.0 2.0 

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

全県(n=2,039) 

どちらともいえない 

あまり感じない 

おおいに感じる 

ある程度感じる 無回答 

全く感じない 

(n=909) 
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（１）住んでいる地域での人口減少の実感 

住んでいる地域での人口減少の実感については、「ある程度感じる」と回答した人の割合が

32.0％で最も高く、次いで「あまり感じない」28.7％、「どちらともいえない」18.7％などとな

っている。「おおいに感じる」と「ある程度感じる」を合わせた 44.6％が、人口減少を「感じ

ている」人の割合で、「全く感じない」と「あまり感じない」を合わせた 34.7％を 9.9 ポイン

ト上回っている。 

 

[属性による比較]（図 5-1） 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別にみると、「おおいに感じる」と回答した人と「ある程度感じる」と回答した人を合

わせた割合は、『50代』（49.2％）と『60代』（49.2％）で半数近くの高さとなっている。 

本人具体的職業別にみると、「おおいに感じる」と「ある程度感じる」を合わせた割合は、

『自営業者』において 56.3％と、『給与所得者』（40.9％）を 15.4ポイント上回っている。 

地域別にみると、「おおいに感じる」と「ある程度感じる」を合わせた割合は、『東部』に

おいて 50.3％と、『中部』（45.5％）、『西部』（38.7％）を上回っている
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9.7 

10.9 

17.4 

11.1 

19.9 

15.6 

13.2 

13.3 

9.1 

10.3 

9.5 

11.6 

13.7 

12.6 

29.0 

34.6 

32.9 

29.8 

36.4 

30.3 

36.0 

35.9 

30.5 

25.6 

28.6 

32.1 

31.8 

32.0 

19.4 

19.1 

17.8 

19.8 

14.2 

19.5 

17.5 

18.9 

17.2 

17.5 

24.5 

18.2 

19.2 

18.7 

31.8 

27.8 

25.9 

32.5 

24.1 

22.8 

28.9 

25.7 

34.4 

38.0 

29.3 

29.4 

28.0 

28.7 

7.9 

5.7 

4.3 

5.8 

2.7 

7.3 

2.9 

5.6 

7.5 

7.7 

6.8 

6.7 

5.2 

6.0 

2.3 

1.9 

1.7 

1.0 

2.7 

4.4 

1.6 

0.6 

1.3 

0.9 

1.4 

1.9 

2.2 

2.0 

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

西部地域(n=708)

中部地域(n=670)

東部地域(n=645)

〔地域〕

給与所得者小計(n=718)

自営業小計(n=261)

〔職業〕

70歳以上(n=518)

60代(n=509)

50代(n=323)

40代(n=308)

30代(n=234)

20代(n=147)

〔年代〕

女性(n=1,108)

男性(n=930)

〔性別〕

全 県(n=2,039)

【（図 5-1）住んでいる地域での人口減少の実感  

性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 

どちらともいえない 

あまり感じない 

おおいに感じる 

ある程度感じる 無回答 

全く感じない 
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43.6 

44.2 

42.9 

58.9 

42.9 

45.9 

37.1 

50.8 

35.7 

40.8 

44.6 

51.5 

38.0 

39.4 

0% 20% 40% 60%

都市（まち）の賑わい

がなくなった

（２）人口減少の影響 

人口減少の影響については、「都市（まち）の賑わいがなくなった」と回答した人の割合が

43.6％で最も高く、次いで「近所に空家が増えた」41.8％、「バス路線が廃止されたり、便数が

減った」32.2％などとなっている。 

 

[属性による比較]（図 5-2） 

性別にみると、「近所に空家が増えた」と回答した人の割合は、『男性』において 45.9％と

『女性』（38.1％）を 7.8ポイント上回っている。「学校の統廃合が進んだ」も、『男性』にお

いて 32.2％と『女性』（21.6％）を 10.6ポイント上回っている。「バス路線が廃止されたり、

便数が減った」は、『女性』において 36.5％と、『男性』（27.2％）を 9.3 ポイント上回って

いる。 

年代別では、「耕作放棄地が増えた」は『40 代』以降、年代が上がる程高くなっている。 

地域別にみると、『東部』は「都市（まち）の賑わいがなくなった」において 51.5％と、『中

部』（38.0％）、『西部』（39.4％）に 12ポイント以上上回っている。「近所に空家が増えた」

は『中部』において 46.9％と、『東部』（41.0％）、『西部』（37.6％）を５ポイント以上上回

っている。「身近な店や病院が減った」は東に向かって、「学校の統廃合が進んだ」と「耕作

放棄地が増えた」は西に向かって高くなる傾向がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 5-2）住んでいる地域での人口減少の影響  

性別、年代別、本人具体的職業別、地域別 】 

全　　県(n=909)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=423)　　　　

　　女性(n=485)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=56)　　　　

　　30代(n=84)　　　　

　　40代(n=122)　　　　

　　50代(n=159)　　　　

　　60代(n=250)　　　　

　　70歳以上(n=238)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=147)　　

　　給与所得者小計(n=294)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=324)　　

　　中部地域(n=305)　　

　　西部地域(n=274)　　

41.8 

45.9 

38.1 

28.6 

46.4 

34.4 

34.6 

46.4 

47.1 

40.8 

36.7 

41.0 

46.9 

37.6 

0% 20% 40% 60%

近所に空家が増えた

32.2 

27.2 

36.5 

14.3 

27.4 

24.6 

37.1 

29.2 

42.0 

27.9 

25.5 

39.5 

24.6 

31.4 

0% 20% 40% 60%

バス路線が廃止された

り、便数が減った
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全　　県(n=909)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=423)　　　　

　　女性(n=485)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=56)　　　　

　　30代(n=84)　　　　

　　40代(n=122)　　　　

　　50代(n=159)　　　　

　　60代(n=250)　　　　

　　70歳以上(n=238)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=147)　　

　　給与所得者小計(n=294)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=324)　　

　　中部地域(n=305)　　

　　西部地域(n=274)　　

28.7 

29.1 

28.5 

26.8 

28.6 

34.4 

27.7 

31.2 

24.4 

27.9 

33.7 

33.6 

27.9 

24.5 

0% 20% 40% 60%

身近な店や病院が減っ

た

26.5 

32.2 

21.6 

42.9 

28.6 

31.1 

30.8 

20.4 

23.1 

29.3 

33.3 

21.0 

26.2 

32.5 

0% 20% 40% 60%

学校の統廃合が進んだ

24.0 

23.6 

24.3 

14.3 

11.9 

18.0 

23.3 

25.2 

32.8 

27.9 

16.0 

18.2 

22.3 

32.8 

0% 20% 40% 60%

耕作放棄地が増えた
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２ 住んでいる地域で優先してほしい都市（まち）づくり 

―- 住んでいる地域で優先してほしい都市（まち）づくりは 

「災害に強い都市（まち）をつくる」が 48.7％ ―― 

 

Ｑ28 今後、あなたの住んでいる地域（市町）では、何を優先して都市（まち）づくりを行

うべきだと思いますか。（３.Ｍ.Ａ.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住んでいる地域で優先してほしい都市（まち）づくりについては、「災害に強い都市（まち）

をつくる」と回答した人の割合が 48.7％で最も高く、次いで「中心市街地の活性化を図る」

（29.8％）、「歩行者や自転車のための環境を整える」（27.3％）、「公共交通を充実させる」

（26.6％）などとなっている。 

 

【住んでいる地域で優先してほしい都市（まち）づくり】 

(n=2,039) 

48.7

29.8

27.3

26.6

24.7

21.9

11.4

8.3

7.8

3.8

3.8

7.3

5.9

0% 20% 40% 60%

災害に強い都市（まち）をつくる

中心市街地の活性化を図る

歩行者や自転車のための環境を整える

公共交通を充実させる

自然環境を保全する

地域の魅力（景観、歴史資源等）を

活かしたまちをつくる

道路ネットワークの整備を図る

農林漁業との調和を図る

産業基盤（工業団地など）の整備を行う

郊外の開発を抑える

その他

わからない

無回答
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[属性による比較]（図 5-3） 

性別にみると、「災害に強い都市（まち）をつくる」と回答した人の割合は『女性』におい

て 51.7％と『男性』（45.2％）を 6.5 ポイント上回っている。「道路ネットワークの整備を図

る」は『男性』において 14.2％と『女性』（9.0％）を 5.2ポイント上回っている。「農林漁業

との調和を図る」は『男性』において 11.1％と『女性』（6.0％）を 5.1ポイント上回っている。

「産業基盤（工業団地など）の整備を行う」は『男性』において 11.2％と『女性』（5.1％）を

6.1 ポイント上回っている。 

本人具体的職業別にみると、「災害に強い都市（まち）をつくる」は『給与所得者』におい

て 52.9％と『自営業』（41.4％）を 11.5ポイント上回っている。「地域の魅力（景観、歴史資

源等）を活かしたまちをつくる」は『自営業』において 28.0％と『給与所得者』（21.3％）を

6.7 ポイント上回っている。 

地域別にみると、「災害に強い都市（まち）をつくる」は『東部』において 43.1％と『中部』

（52.5％）『西部』（50.8％）を 7 ポイント以上下回っている。「地域の魅力（景観、歴史資源

等）を活かしたまちをつくる」は『東部』において 28.8％と『中部』（20.6％）『西部』（17.1％）

を 8 ポイント以上上回っている。「産業基盤（工業団地など）の整備を行う」は『中部』にお

いて 4.3％と『東部』（9.5％）『西部』（9.7％）を 5ポイント以上下回っている。 

年代別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（図 5-3）住んでいる地域で優先してほしいまちづくり 性別、年代別、地域別 】 

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=261)　　

　　給与所得者小計(n=718)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　

48.7 

45.2 

51.7 

49.7 

53.8 

53.2 

49.8 

49.9 

41.7 

41.4 

52.9 

43.1 

52.5 

50.8 

0% 20% 40% 60%

災害に強い都市（ま

ち）をつくる

29.8 

29.2 

30.2 

33.3 

31.6 

26.3 

32.2 

31.4 

26.8 

29.9 

31.2 

38.6 

21.6 

29.7 

0% 20% 40% 60%

中心市街地の活性化を

図る

27.3 

25.2 

29.2 

21.1 

26.1 

28.9 

26.0 

25.1 

31.7 

23.0 

23.8 

24.2 

30.0 

27.7 

0% 20% 40% 60%

歩行者や自転車のため

の環境を整える
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全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=261)　　

　　給与所得者小計(n=718)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=261)　　

　　給与所得者小計(n=718)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　

26.6 

27.1 

26.2 

35.4 

29.9 

25.6 

22.3 

24.6 

27.8 

22.6 

27.0 

29.0 

24.6 

26.0 

0% 20% 40% 60%

公共交通を充実させる

24.7 

26.0 

23.6 

18.4 

23.5 

26.6 

23.8 

29.5 

21.6 

23.0 

26.6 

21.2 

28.1 

24.9 

0% 20% 40% 60%

自然環境を保全する

21.9 

23.0 

20.9 

23.1 

20.5 

17.5 

23.5 

24.0 

21.8 

28.0 

21.3 

28.8 

20.6 

17.1 

0% 20% 40% 60%

地域の魅力（景観、歴史資源

等）を活かしたまちをつくる

11.4 

14.2 

9.0 

9.5 

13.7 

14.9 

13.9 

9.2 

9.5 

11.9 

14.6 

12.9 

11.3 

9.9 

0% 20% 40% 60%

道路ネットワークの整

備を図る

8.3 

11.1 

6.0 

5.4 

7.3 

7.1 

9.6 

9.6 

8.1 

13.4 

8.8 

5.7 

8.7 

10.3 

0% 20% 40% 60%

農林漁業との調和を図

る

7.8 

11.2 

5.1 

10.9 

9.8 

6.5 

12.1 

7.9 

4.2 

11.5 

9.3 

9.5 

4.3 

9.7 

0% 20% 40% 60%

産業基盤（工業団地な

ど）の整備を行う
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3.8 

4.8 

3.0 

2.0 

4.3 

4.2 

5.0 

3.5 

3.5 

5.4 

4.5 

3.3 

4.0 

4.2 

0% 20% 40% 60%

郊外の開発を抑える

全　　県(n=2,039)　　

〔性別〕　　　　　　　

　　男性(n=930)　　　　

　　女性(n=1,108)　　　

〔年代〕　　　　　　　

　　20代(n=147)　　　　

　　30代(n=234)　　　　

　　40代(n=308)　　　　

　　50代(n=323)　　　　

　　60代(n=509)　　　　

　　70歳以上(n=518)　　

〔職業〕　　　　　　　

　　自営業小計(n=261)　　

　　給与所得者小計(n=718)

〔地域〕　　　　　　　

　　東部地域(n=645)　　

　　中部地域(n=670)　　

　　西部地域(n=708)　　





平成 25年度 県政世論調査 数表 

 - 1 - 

 

 

 

（○は１つ）

お宅の暮らし向きは、去年の今頃とくら

べて楽になっていますか、苦しくなって

いますか、同じようなものですか。

楽

に

な
っ

て

い

る

同

じ

よ

う

な

も

の

苦

し

く

な
っ

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.5 51.1 42.3 3.3 0.9

男性 930 2.4 48.8 45.3 2.8 0.8

女性 1,108 2.6 53.0 39.7 3.7 1.0

20代 147 5.4 48.3 38.8 7.5 0.0

30代 234 4.7 49.6 40.6 4.7 0.4

40代 308 2.9 45.8 49.4 1.3 0.6

50代 323 2.8 48.6 46.7 1.2 0.6

60代 509 2.0 50.3 42.8 4.3 0.6

70歳以上 518 0.8 57.9 36.5 2.9 1.9

60歳以上　計 1,027 1.4 54.1 39.6 3.6 1.3

20代 66 4.5 45.5 43.9 6.1 0.0

30代 108 4.6 50.0 40.7 3.7 0.9

40代 116 1.7 46.6 50.9 0.9 0.0

50代 164 3.0 42.7 51.8 1.8 0.6

60代 249 1.6 48.2 46.2 4.0 0.0

70歳以上 227 1.3 55.5 39.2 1.8 2.2

60歳以上　計 476 1.5 51.7 42.9 2.9 1.1

20代 81 6.2 50.6 34.6 8.6 0.0

30代 126 4.8 49.2 40.5 5.6 0.0

40代 192 3.6 45.3 48.4 1.6 1.0

50代 159 2.5 54.7 41.5 0.6 0.6

60代 260 2.3 52.3 39.6 4.6 1.2

70歳以上 290 0.3 60.0 34.1 3.8 1.7

60歳以上　計 550 1.3 56.4 36.7 4.2 1.5

未婚 267 2.6 53.2 39.3 4.9 0.0

既婚 1,483 2.7 49.6 43.8 3.0 0.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 1.4 56.7 37.5 2.9 1.4

子どもはいない 143 3.5 57.3 35.7 3.5 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 6.4 42.2 48.6 2.8 0.0

小学生 107 4.7 49.5 43.9 1.9 0.0

中学生 67 1.5 38.8 59.7 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 3.4 32.8 62.1 1.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 0.0 36.8 63.2 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 1.9 53.5 39.8 3.4 1.3

独身期 154 2.6 55.2 33.8 8.4 0.0

家族形成期 148 6.8 44.6 45.9 2.7 0.0

家族成長前期 174 3.4 45.4 50.0 1.1 0.0

家族成長後期 130 1.5 35.4 62.3 0.8 0.0

家族成熟期 265 3.4 49.4 42.6 3.0 1.5

老齢期 1,027 1.4 54.1 39.6 3.6 1.3

その他 135 3.7 56.3 38.5 1.5 0.0
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（○は１つ）

お宅の暮らし向きは、去年の今頃とくら

べて楽になっていますか、苦しくなって

いますか、同じようなものですか。

楽

に

な
っ

て

い

る

同

じ

よ

う

な

も

の

苦

し

く

な
っ

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.5 51.1 42.3 3.3 0.9

農林漁業(事業主・家族従業) 75 1.3 48.0 46.7 1.3 2.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 4.8 45.2 46.8 2.7 0.5

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 2.8 54.3 39.2 3.2 0.4

給与所得者　労務作業者 223 1.8 44.4 49.3 3.6 0.9

無職（収入あり・なし） 999 2.3 52.2 41.4 3.1 1.0

学生・その他 49 0.0 61.2 26.5 12.2 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 3.8 46.0 46.7 2.3 1.1

給与所得者小計 718 2.5 51.3 42.3 3.3 0.6

　　　10年未満 90 6.7 54.4 36.7 2.2 0.0

10年～20年未満 74 1.4 50.0 47.3 1.4 0.0

20年～30年未満 219 6.4 53.4 35.2 5.0 0.0

30年以上 1,640 1.8 51.0 43.7 3.1 0.3

生まれてからずっと 1,260 2.2 50.2 43.4 3.8 0.3

持家 1,699 2.2 52.7 41.7 3.1 0.3

持家以外 321 3.7 44.9 47.4 4.0 0.0

一戸建 1,686 2.3 52.3 41.9 3.3 0.3

一戸建以外 318 3.8 46.5 46.2 3.5 0.0

その他 16 0.0 62.5 37.5 0.0 0.0

利用できる 1,461 2.8 52.0 41.9 3.1 0.2

利用できない 474 1.9 50.6 44.9 2.1 0.4

わからない 84 1.2 50.0 36.9 11.9 0.0

利用する 1,112 3.1 49.4 45.0 2.5 0.0

利用しない 903 1.8 54.2 39.4 4.1 0.6

住宅地域 1,427 2.8 52.8 41.1 3.1 0.1

商業地域 127 3.1 52.8 42.5 1.6 0.0

工業地域 40 7.5 47.5 37.5 7.5 0.0

農漁業地域 244 0.8 49.6 45.1 4.5 0.0

山間地域 161 1.2 43.5 50.3 3.1 1.9

その他 19 0.0 42.1 57.9 0.0 0.0

東部地域 645 3.3 51.8 41.9 2.6 0.5

中部地域 670 2.8 50.7 43.0 3.4 0.0

西部地域 708 1.6 51.8 42.7 3.7 0.3

静岡市 415 2.9 49.6 43.6 3.9 0.0

浜松市 433 1.8 52.7 41.3 4.2 0.0

その他の市部 1,069 2.8 52.0 42.0 2.7 0.5

郡部 106 0.9 48.1 48.1 2.8 0.0

東部　市部 566 3.5 51.9 41.5 2.5 0.5

東部　郡部 79 1.3 50.6 44.3 3.8 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 3.0 53.6 40.5 3.0 0.0

中部　郡部 18 0.0 38.9 61.1 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 1.1 50.8 44.4 3.0 0.8

西部　郡部 9 0.0 44.4 55.6 0.0 0.0
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（○は３つまで）

Ｑ１で「３　苦しくなっている」に○を

つけた方にお伺いします。

お宅の暮らし向きが「苦しくなってい

る」とお感じの理由はなんですか。
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入
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、
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か

ら
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金

や
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い
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ら
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い
、
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は
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た
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862 57.1 18.0 39.2 13.6 5.5 15.9 8.9 38.1

男性 421 62.2 19.5 36.6 13.5 4.0 13.3 9.3 40.1

女性 440 52.3 16.6 41.8 13.6 6.8 18.4 8.6 36.1

20代 57 57.9 17.5 24.6 10.5 17.5 14.0 8.8 42.1

30代 95 64.2 14.7 35.8 1.1 14.7 26.3 15.8 29.5

40代 152 70.4 10.5 41.4 9.9 1.3 37.5 5.9 30.9

50代 151 78.8 13.9 46.4 15.2 5.3 23.8 9.9 29.1

60代 218 47.7 30.3 38.5 17.0 3.2 1.4 9.6 47.2

70歳以上 189 36.0 14.8 38.6 18.5 3.2 4.2 6.3 43.4

60歳以上　計 407 42.3 23.1 38.6 17.7 3.2 2.7 8.1 45.5

20代 29 75.9 13.8 31.0 13.8 10.3 10.3 3.4 37.9

30代 44 75.0 11.4 38.6 2.3 13.6 9.1 15.9 29.5

40代 59 74.6 15.3 39.0 6.8 1.7 32.2 1.7 37.3

50代 85 83.5 14.1 45.9 17.6 0.0 25.9 9.4 34.1

60代 115 50.4 33.9 31.3 15.7 3.5 2.6 12.2 51.3

70歳以上 89 38.2 14.6 33.7 16.9 3.4 5.6 9.0 39.3

60歳以上　計 204 45.1 25.5 32.4 16.2 3.4 3.9 10.8 46.1

20代 28 39.3 21.4 17.9 7.1 25.0 17.9 14.3 46.4

30代 51 54.9 17.6 33.3 0.0 15.7 41.2 15.7 29.4

40代 93 67.7 7.5 43.0 11.8 1.1 40.9 8.6 26.9

50代 66 72.7 13.6 47.0 12.1 12.1 21.2 10.6 22.7

60代 103 44.7 26.2 46.6 18.4 2.9 0.0 6.8 42.7

70歳以上 99 34.3 15.2 43.4 20.2 3.0 3.0 4.0 47.5

60歳以上　計 202 39.6 20.8 45.0 19.3 3.0 1.5 5.4 45.0

未婚 105 59.0 18.1 34.3 19.0 4.8 3.8 6.7 38.1

既婚 649 58.1 17.3 40.5 12.8 5.4 18.0 9.4 37.8

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 104 51.0 20.2 37.5 12.5 6.7 15.4 8.7 41.3

子どもはいない 51 56.9 17.6 35.3 13.7 15.7 0.0 13.7 31.4

未就学児（小学校入学前） 53 45.3 24.5 30.2 1.9 30.2 28.3 15.1 30.2

小学生 47 85.1 4.3 42.6 6.4 2.1 31.9 12.8 31.9

中学生 40 62.5 10.0 42.5 0.0 0.0 45.0 10.0 32.5

高校生・予備校生・大学受験生 36 66.7 11.1 33.3 8.3 0.0 55.6 2.8 41.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 48 77.1 12.5 45.8 8.3 2.1 83.3 6.3 27.1

社会人（未就業を含む） 475 52.2 20.0 40.8 16.4 3.4 5.3 8.6 41.5

独身期 52 65.4 17.3 36.5 11.5 5.8 5.8 5.8 32.7

家族形成期 68 45.6 20.6 25.0 1.5 32.4 22.1 17.6 26.5

家族成長前期 87 74.7 6.9 42.5 3.4 1.1 37.9 11.5 32.2

家族成長後期 81 74.1 9.9 42.0 8.6 1.2 71.6 4.9 33.3

家族成熟期 113 81.4 12.4 46.9 9.7 5.3 14.2 8.8 31.0

老齢期 407 42.3 23.1 38.6 17.7 3.2 2.7 8.1 45.5

その他 52 69.2 19.2 38.5 30.8 1.9 0.0 9.6 32.7
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（○は３つまで）

Ｑ１で「３　苦しくなっている」に○を

つけた方にお伺いします。

お宅の暮らし向きが「苦しくなってい

る」とお感じの理由はなんですか。

給

料

や

収

益

が

増

え

な

い
、

又

は

減
っ

た

か

ら

失

業
、

退

職
、

休

職

な

ど

で

収

入

が

減
っ

た

か

ら

預

貯

金

が

増

え

な

い
、

又

は

減
っ

た

か

ら

家

族

の

病

気
、

介

護

な

ど

で

出

費

が

増

え

た
、

又

は

減

ら

な

い

か

ら

結

婚
、

出

産
、

手

術

な

ど

で
、

一

時

的

に

大

き

な

出

費

が

あ
っ

た

か

ら 教

育

費

や

学

生

の

子

ど

も

へ

の

仕

送

り

な

ど

が

増

え

た

か

ら

家

や

自

動

車
、

電

化

製

品

な

ど

を

購

入

し

た
、

又

は

購

入

で

き

な

い

か

ら

税

金

や

保

険

料

の

支

払

い

が

減

ら

な

い
、

又

は

増

え

た

か

ら

862 57.1 18.0 39.2 13.6 5.5 15.9 8.9 38.1

農林漁業(事業主・家族従業) 35 60.0 5.7 42.9 8.6 2.9 11.4 8.6 37.1

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 87 80.5 8.0 47.1 9.2 1.1 14.9 3.4 36.8

給与所得者　管理・専門技術・事務職 194 74.7 11.3 33.5 12.9 9.8 23.7 11.9 32.0

給与所得者　労務作業者 110 81.8 12.7 40.9 10.0 1.8 14.5 10.0 38.2

無職（収入あり・なし） 414 37.4 25.6 39.6 15.7 5.3 12.1 8.5 40.8

学生・その他 13 46.2 15.4 30.8 23.1 7.7 46.2 0.0 38.5

自営業（事業主・家族従業）小計 122 74.6 7.4 45.9 9.0 1.6 13.9 4.9 36.9

給与所得者小計 304 77.3 11.8 36.2 11.8 6.9 20.4 11.2 34.2

　　　10年未満 33 48.5 12.1 27.3 3.0 9.1 12.1 12.1 36.4

10年～20年未満 35 51.4 14.3 45.7 11.4 2.9 34.3 5.7 25.7

20年～30年未満 77 66.2 24.7 32.5 5.2 18.2 18.2 14.3 33.8

30年以上 717 56.8 17.7 40.2 15.1 4.0 14.9 8.4 39.2

生まれてからずっと 547 56.3 18.1 39.9 14.3 6.0 14.3 9.1 40.2

持家 708 56.4 17.4 41.5 14.3 4.0 15.7 9.5 39.5

持家以外 152 61.2 20.4 28.9 9.9 12.5 17.1 6.6 30.9

一戸建 707 56.6 17.8 41.3 13.7 3.8 15.6 9.2 39.5

一戸建以外 147 59.9 19.0 29.3 12.2 13.6 17.7 8.2 30.6

その他 6 66.7 0.0 50.0 16.7 0.0 16.7 0.0 50.0

利用できる 612 63.7 16.7 38.7 11.4 6.4 20.9 9.6 36.4

利用できない 213 41.3 22.1 42.3 18.8 1.9 3.3 6.6 42.7

わからない 31 38.7 16.1 29.0 16.1 12.9 6.5 12.9 38.7

利用する 500 66.0 15.6 37.2 10.4 7.4 23.2 10.0 34.2

利用しない 356 44.1 21.6 41.9 17.7 2.8 5.9 7.6 43.8

住宅地域 587 55.9 19.4 39.2 13.5 6.5 17.0 8.0 36.3

商業地域 54 63.0 9.3 42.6 11.1 5.6 16.7 5.6 33.3

工業地域 15 40.0 6.7 13.3 33.3 6.7 6.7 6.7 66.7

農漁業地域 110 65.5 19.1 42.7 17.3 3.6 13.6 14.5 35.5

山間地域 81 56.8 13.6 40.7 6.2 1.2 11.1 11.1 46.9

その他 11 54.5 27.3 18.2 9.1 0.0 27.3 9.1 63.6

東部地域 270 58.1 18.9 37.8 15.9 5.2 16.7 4.8 44.1

中部地域 288 56.6 18.1 43.1 11.5 5.9 17.0 9.7 42.4

西部地域 302 56.6 17.2 36.8 13.2 5.3 14.2 11.9 28.5

静岡市 181 59.1 18.2 42.0 11.0 3.3 14.9 7.7 45.3

浜松市 179 58.7 16.8 37.4 13.4 4.5 15.6 13.4 30.7

その他の市部 449 55.7 18.9 38.8 14.3 6.9 16.7 7.6 37.4

郡部 51 56.9 13.7 39.2 15.7 3.9 13.7 9.8 43.1

東部　市部 235 58.7 19.6 37.4 14.9 6.0 16.6 5.1 43.8

東部　郡部 35 54.3 14.3 40.0 22.9 0.0 17.1 2.9 45.7

中部　市部（静岡市を除く） 96 50.0 17.7 45.8 13.5 10.4 21.9 12.5 37.5

中部　郡部 11 72.7 18.2 36.4 0.0 9.1 9.1 18.2 36.4

西部　市部（浜松市を除く） 118 54.2 18.6 35.6 13.6 5.9 12.7 8.5 24.6

西部　郡部 5 40.0 0.0 40.0 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0
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（○は３つまで）

Ｑ１で「３　苦しくなっている」に○を

つけた方にお伺いします。

お宅の暮らし向きが「苦しくなってい

る」とお感じの理由はなんですか。

毎

日

の

生

活

費

が

増

え

た

か

ら

（

食

費
、

光

熱

水

費

な

ど
）

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い
、

わ

か

ら

な

い

無

回

答

862 24.8 3.5 0.7 0.3

男性 421 23.5 1.9 1.0 0.0

女性 440 26.1 5.0 0.2 0.7

20代 57 19.3 3.5 0.0 3.5

30代 95 27.4 1.1 0.0 0.0

40代 152 22.4 3.9 1.3 0.0

50代 151 10.6 2.6 0.0 0.0

60代 218 28.4 3.7 0.0 0.0

70歳以上 189 34.4 4.8 2.1 0.5

60歳以上　計 407 31.2 4.2 1.0 0.2

20代 29 17.2 0.0 0.0 0.0

30代 44 22.7 0.0 0.0 0.0

40代 59 16.9 1.7 3.4 0.0

50代 85 9.4 1.2 0.0 0.0

60代 115 27.8 0.0 0.0 0.0

70歳以上 89 38.2 6.7 2.2 0.0

60歳以上　計 204 32.4 2.9 1.0 0.0

20代 28 21.4 7.1 0.0 7.1

30代 51 31.4 2.0 0.0 0.0

40代 93 25.8 5.4 0.0 0.0

50代 66 12.1 4.5 0.0 0.0

60代 103 29.1 7.8 0.0 0.0

70歳以上 99 31.3 3.0 1.0 1.0

60歳以上　計 202 30.2 5.4 0.5 0.5

未婚 105 18.1 4.8 2.9 1.0

既婚 649 25.4 3.1 0.3 0.3

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 104 28.8 4.8 1.0 0.0

子どもはいない 51 29.4 0.0 0.0 2.0

未就学児（小学校入学前） 53 30.2 0.0 0.0 0.0

小学生 47 23.4 0.0 0.0 0.0

中学生 40 27.5 5.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 36 33.3 5.6 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 48 0.0 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 475 27.4 4.4 0.6 0.2

独身期 52 19.2 3.8 0.0 1.9

家族形成期 68 30.9 0.0 0.0 1.5

家族成長前期 87 25.3 2.3 0.0 0.0

家族成長後期 81 14.8 2.5 0.0 0.0

家族成熟期 113 10.6 3.5 0.0 0.0

老齢期 407 31.2 4.2 1.0 0.2

その他 52 19.2 5.8 3.8 0.0
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（○は３つまで）

Ｑ１で「３　苦しくなっている」に○を

つけた方にお伺いします。

お宅の暮らし向きが「苦しくなってい

る」とお感じの理由はなんですか。

毎

日

の

生

活

費

が

増

え

た

か

ら

（

食

費
、

光

熱

水

費

な

ど
）

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い
、

わ

か

ら

な

い

無

回

答

862 24.8 3.5 0.7 0.3

農林漁業(事業主・家族従業) 35 22.9 8.6 0.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 87 14.9 3.4 1.1 2.3

給与所得者　管理・専門技術・事務職 194 20.1 3.1 0.0 0.0

給与所得者　労務作業者 110 20.9 0.0 1.8 0.0

無職（収入あり・なし） 414 30.9 4.3 0.7 0.2

学生・その他 13 15.4 0.0 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 122 17.2 4.9 0.8 1.6

給与所得者小計 304 20.4 2.0 0.7 0.0

　　　10年未満 33 27.3 0.0 3.0 0.0

10年～20年未満 35 14.3 0.0 0.0 0.0

20年～30年未満 77 19.5 2.6 0.0 2.6

30年以上 717 25.8 3.9 0.7 0.1

生まれてからずっと 547 24.7 4.2 0.9 0.4

持家 708 24.6 3.4 0.6 0.4

持家以外 152 26.3 3.9 1.3 0.0

一戸建 707 23.8 3.4 0.6 0.4

一戸建以外 147 29.3 3.4 1.4 0.0

その他 6 50.0 16.7 0.0 0.0

利用できる 612 22.1 3.8 0.3 0.2

利用できない 213 29.1 2.8 0.9 0.9

わからない 31 45.2 3.2 3.2 0.0

利用する 500 19.6 3.2 0.4 0.0

利用しない 356 31.5 3.9 1.1 0.8

住宅地域 587 24.4 3.2 0.7 0.5

商業地域 54 38.9 7.4 3.7 0.0

工業地域 15 26.7 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 110 22.7 0.9 0.0 0.0

山間地域 81 23.5 4.9 0.0 0.0

その他 11 0.0 18.2 0.0 0.0

東部地域 270 21.5 4.1 1.1 0.4

中部地域 288 26.0 2.8 0.3 0.0

西部地域 302 26.8 3.6 0.7 0.7

静岡市 181 24.9 3.3 0.0 0.0

浜松市 179 22.3 1.7 0.0 1.1

その他の市部 449 26.1 4.5 0.9 0.2

郡部 51 23.5 2.0 3.9 0.0

東部　市部 235 22.6 4.7 0.4 0.4

東部　郡部 35 14.3 0.0 5.7 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 96 26.0 1.0 1.0 0.0

中部　郡部 11 45.5 9.1 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 118 33.1 6.8 1.7 0.0

西部　郡部 5 40.0 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で、悩みや不安

を感じていますか。それとも特に悩みや

不安は感じていませんか。

悩

み

や

不

安

を

感

じ

て

い

る

悩

み

や

不

安

を

感

じ

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 76.3 18.1 5.0 0.6

男性 930 76.5 18.3 4.5 0.8

女性 1,108 76.2 18.0 5.4 0.5

20代 147 68.7 23.8 6.8 0.7

30代 234 76.1 16.2 7.7 0.0

40代 308 84.7 11.7 2.6 1.0

50代 323 85.8 11.8 2.2 0.3

60代 509 77.2 17.3 5.5 0.0

70歳以上 518 66.8 25.9 6.0 1.4

60歳以上　計 1,027 72.0 21.6 5.7 0.7

20代 66 68.2 25.8 6.1 0.0

30代 108 75.9 18.5 5.6 0.0

40代 116 85.3 12.1 0.0 2.6

50代 164 84.1 13.4 1.8 0.6

60代 249 77.5 16.5 6.0 0.0

70歳以上 227 67.8 24.7 6.2 1.3

60歳以上　計 476 72.9 20.4 6.1 0.6

20代 81 69.1 22.2 7.4 1.2

30代 126 76.2 14.3 9.5 0.0

40代 192 84.4 11.5 4.2 0.0

50代 159 87.4 10.1 2.5 0.0

60代 260 76.9 18.1 5.0 0.0

70歳以上 290 65.9 26.9 5.9 1.4

60歳以上　計 550 71.1 22.7 5.5 0.7

未婚 267 77.2 16.5 6.0 0.4

既婚 1,483 75.9 18.7 4.9 0.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 77.6 17.0 4.7 0.7

子どもはいない 143 78.3 16.8 4.2 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 78.0 17.4 4.6 0.0

小学生 107 81.3 11.2 7.5 0.0

中学生 67 86.6 11.9 1.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 86.2 10.3 0.0 3.4

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 81.6 13.2 3.9 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 73.9 20.4 5.2 0.6

独身期 154 68.2 22.1 9.1 0.6

家族形成期 148 77.7 18.2 4.1 0.0

家族成長前期 174 83.3 11.5 5.2 0.0

家族成長後期 130 83.8 12.3 1.5 2.3

家族成熟期 265 84.9 11.7 3.0 0.4

老齢期 1,027 72.0 21.6 5.7 0.7

その他 135 84.4 12.6 3.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で、悩みや不安

を感じていますか。それとも特に悩みや

不安は感じていませんか。

悩

み

や

不

安

を

感

じ

て

い

る

悩

み

や

不

安

を

感

じ

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 76.3 18.1 5.0 0.6

農林漁業(事業主・家族従業) 75 74.7 14.7 9.3 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 80.6 18.3 1.1 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 80.2 15.6 3.8 0.4

給与所得者　労務作業者 223 74.0 18.8 6.3 0.9

無職（収入あり・なし） 999 74.5 19.6 5.4 0.5

学生・その他 49 71.4 16.3 10.2 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 78.9 17.2 3.4 0.4

給与所得者小計 718 78.3 16.6 4.6 0.6

　　　10年未満 90 75.6 17.8 6.7 0.0

10年～20年未満 74 79.7 18.9 1.4 0.0

20年～30年未満 219 67.1 25.1 7.3 0.5

30年以上 1,640 77.6 17.1 4.8 0.5

生まれてからずっと 1,260 76.3 17.1 5.8 0.7

持家 1,699 75.4 19.1 4.9 0.5

持家以外 321 81.6 12.5 5.6 0.3

一戸建 1,686 75.6 18.7 5.2 0.5

一戸建以外 318 80.2 15.4 4.1 0.3

その他 16 81.3 6.3 6.3 6.3

利用できる 1,461 77.9 16.8 4.9 0.5

利用できない 474 74.1 21.9 3.4 0.6

わからない 84 64.3 17.9 17.9 0.0

利用する 1,112 79.3 15.8 4.5 0.4

利用しない 903 73.2 20.6 5.5 0.7

住宅地域 1,427 75.2 18.9 5.5 0.4

商業地域 127 75.6 20.5 3.1 0.8

工業地域 40 80.0 17.5 2.5 0.0

農漁業地域 244 79.9 14.8 4.1 1.2

山間地域 161 79.5 16.1 3.7 0.6

その他 19 94.7 0.0 5.3 0.0

東部地域 645 77.5 17.4 4.8 0.3

中部地域 670 76.3 18.4 4.9 0.4

西部地域 708 75.7 18.4 5.2 0.7

静岡市 415 76.6 18.6 4.8 0.0

浜松市 433 77.6 16.6 4.6 1.2

その他の市部 1,069 75.8 18.5 5.2 0.5

郡部 106 78.3 17.0 4.7 0.0

東部　市部 566 77.6 17.1 4.9 0.4

東部　郡部 79 77.2 19.0 3.8 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 74.3 19.0 5.5 1.3

中部　郡部 18 94.4 5.6 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 73.3 21.1 5.6 0.0

西部　郡部 9 55.6 22.2 22.2 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ２で「１　悩みや不安を感じている」

に○をつけた方にお伺いします。

悩みや不安を感じていることは、どのよ

うなことですか。

自

分

や

家

族

の

健

康

自

分

や

家

族

の

生

活
（

進

学
、

就

職
、

結

婚
、

子

育

て

な

ど
）

上

の

問

題

今

後

の

生

活

費

の

見

通

し

老

後

の

生

活

設

計

自

分

の

仕

事

上

の

問

題

東

海

地

震

な

ど

の

災

害

環

境

変

化
（

居

住

環

境

・

生

活

環

境
）

犯

罪

や
、

交

通

事

故

に

遭

う

の

で

は

な

い

か

と

い

う

不

安

1,556 58.2 36.8 47.6 55.9 20.2 45.5 5.2 7.3

男性 711 55.4 32.8 49.6 57.1 26.2 41.1 4.6 6.2

女性 844 60.4 40.2 46.0 55.0 15.3 49.3 5.7 8.3

20代 101 46.5 58.4 50.5 30.7 35.6 54.5 5.9 7.9

30代 178 43.8 52.8 53.4 40.4 37.6 48.3 5.6 9.6

40代 261 52.5 52.5 49.8 53.6 31.4 48.3 5.4 7.3

50代 277 54.9 40.4 48.7 70.8 26.4 39.0 3.2 5.4

60代 393 64.4 27.5 46.6 64.1 10.2 42.0 5.1 6.1

70歳以上 346 68.8 17.9 42.5 51.7 4.9 48.6 6.4 9.0

60歳以上　計 739 66.4 23.0 44.7 58.3 7.7 45.1 5.7 7.4

20代 45 42.2 46.7 51.1 35.6 44.4 51.1 2.2 4.4

30代 82 37.8 41.5 51.2 42.7 50.0 50.0 4.9 8.5

40代 99 48.5 50.5 55.6 51.5 41.4 41.4 4.0 6.1

50代 138 55.1 35.5 47.1 65.2 37.0 34.8 2.9 4.3

60代 193 61.7 24.9 50.3 68.9 11.9 36.3 5.2 4.7

70歳以上 154 65.6 20.1 46.1 52.6 6.5 44.8 6.5 9.1

60歳以上　計 347 63.4 22.8 48.4 61.7 9.5 40.1 5.8 6.6

20代 56 50.0 67.9 50.0 26.8 28.6 57.1 8.9 10.7

30代 96 49.0 62.5 55.2 38.5 27.1 46.9 6.3 10.4

40代 162 54.9 53.7 46.3 54.9 25.3 52.5 6.2 8.0

50代 139 54.7 45.3 50.4 76.3 15.8 43.2 3.6 6.5

60代 200 67.0 30.0 43.0 59.5 8.5 47.5 5.0 7.5

70歳以上 191 71.2 16.2 39.8 51.3 3.7 51.8 6.3 8.9

60歳以上　計 391 69.1 23.3 41.4 55.5 6.1 49.6 5.6 8.2

未婚 206 54.4 34.0 50.5 48.5 38.8 46.6 6.8 6.8

既婚 1,125 60.2 38.9 47.3 56.7 17.1 46.2 4.5 6.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 215 52.1 29.3 47.0 59.1 18.6 41.9 7.4 10.2

子どもはいない 112 55.4 17.0 52.7 63.4 22.3 42.0 7.1 8.0

未就学児（小学校入学前） 85 45.9 64.7 57.6 32.9 27.1 50.6 2.4 11.8

小学生 87 52.9 66.7 43.7 43.7 36.8 54.0 3.4 14.9

中学生 58 37.9 60.3 53.4 46.6 37.9 51.7 5.2 6.9

高校生・予備校生・大学受験生 50 54.0 70.0 48.0 48.0 18.0 40.0 2.0 4.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 62 45.2 61.3 54.8 61.3 33.9 41.9 4.8 8.1

社会人（未就業を含む） 882 63.4 29.7 44.8 61.6 11.6 44.8 5.3 6.6

独身期 105 47.6 47.6 50.5 37.1 41.0 45.7 6.7 4.8

家族形成期 115 43.5 60.0 57.4 33.0 30.4 52.2 4.3 10.4

家族成長前期 145 46.9 64.1 47.6 44.8 37.2 53.1 4.1 11.7

家族成長後期 109 49.5 66.1 51.4 55.0 27.5 40.4 3.7 5.5

家族成熟期 225 53.8 42.7 47.6 70.7 23.1 41.8 3.1 3.1

老齢期 739 66.4 23.0 44.7 58.3 7.7 45.1 5.7 7.4

その他 114 59.6 18.4 52.6 68.4 37.7 43.9 8.8 10.5
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ど
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（○はいくつでも）

Ｑ２で「１　悩みや不安を感じている」

に○をつけた方にお伺いします。

悩みや不安を感じていることは、どのよ

うなことですか。

自

分

や

家

族

の

健

康

自

分

や

家

族

の

生

活
（

進

学
、

就

職
、

結

婚
、

子

育

て

な

ど
）

上

の

問

題

今

後

の

生

活

費

の

見

通

し

老

後

の

生

活

設

計

自

分

の

仕

事

上

の

問

題

東

海

地

震

な

ど

の

災

害

環

境

変

化
（

居

住

環

境

・

生

活

環

境
）

犯

罪

や
、

交

通

事

故

に

遭

う

の

で

は

な

い

か

と

い

う

不

安

1,556 58.2 36.8 47.6 55.9 20.2 45.5 5.2 7.3

農林漁業(事業主・家族従業) 56 53.6 35.7 39.3 55.4 28.6 30.4 1.8 3.6

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 150 47.3 34.0 43.3 60.0 38.7 28.7 3.3 6.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 397 50.6 41.3 45.8 52.6 33.8 49.6 3.0 6.0

給与所得者　労務作業者 165 57.0 40.6 61.8 65.5 35.2 37.0 6.1 6.1

無職（収入あり・なし） 744 65.2 33.3 47.7 56.0 5.8 49.6 6.9 8.6

学生・その他 35 54.3 48.6 31.4 31.4 11.4 51.4 2.9 11.4

自営業（事業主・家族従業）小計 206 49.0 34.5 42.2 58.7 35.9 29.1 2.9 5.3

給与所得者小計 562 52.5 41.1 50.5 56.4 34.2 45.9 3.9 6.0

　　　10年未満 68 45.6 39.7 54.4 42.6 26.5 41.2 4.4 10.3

10年～20年未満 59 40.7 33.9 49.2 50.8 23.7 50.8 3.4 3.4

20年～30年未満 147 53.1 55.1 50.3 45.6 33.3 53.7 6.1 8.2

30年以上 1,272 60.2 34.6 46.9 58.0 18.3 44.7 5.2 7.3

生まれてからずっと 962 60.0 36.3 47.8 56.5 19.4 45.1 5.0 6.7

持家 1,281 59.5 35.8 46.4 56.4 18.4 45.0 4.8 7.7

持家以外 262 51.5 41.2 53.8 53.4 29.4 48.9 6.9 6.1

一戸建 1,275 60.0 35.8 47.3 55.9 18.8 44.9 5.1 7.4

一戸建以外 255 47.8 40.4 49.4 55.3 27.8 49.4 5.9 7.1

その他 13 76.9 53.8 53.8 61.5 15.4 46.2 0.0 15.4

利用できる 1,138 55.1 43.8 46.5 54.3 24.0 47.1 4.9 6.9

利用できない 351 67.5 17.4 52.7 60.4 10.8 40.7 5.7 8.0

わからない 54 66.7 16.7 42.6 57.4 5.6 46.3 7.4 14.8

利用する 882 51.5 46.7 46.9 53.6 28.3 45.6 4.9 7.1

利用しない 661 67.5 23.6 48.6 58.5 9.5 45.5 5.4 7.7

住宅地域 1,073 58.9 37.2 46.8 53.4 20.5 47.0 4.9 7.1

商業地域 96 59.4 33.3 50.0 62.5 22.9 38.5 8.3 8.3

工業地域 32 65.6 37.5 43.8 65.6 9.4 65.6 6.3 6.3

農漁業地域 195 55.9 38.5 47.7 61.5 17.4 45.6 3.6 9.7

山間地域 128 54.7 35.2 50.0 58.6 25.8 38.3 6.3 5.5

その他 18 55.6 22.2 66.7 66.7 11.1 27.8 11.1 5.6

東部地域 500 55.8 36.4 47.4 54.8 21.4 45.8 5.4 7.2

中部地域 511 59.5 37.4 47.9 56.8 21.7 47.9 4.1 8.0

西部地域 536 59.3 36.4 47.8 56.0 17.9 43.1 6.0 6.9

静岡市 318 61.3 36.5 49.1 56.9 18.2 49.1 4.4 7.2

浜松市 336 61.3 37.5 50.6 55.7 16.7 41.4 5.7 6.5

その他の市部 810 56.2 36.4 46.3 55.6 23.0 46.5 4.9 7.8

郡部 83 54.2 37.3 44.6 55.4 16.9 39.8 8.4 7.2

東部　市部 439 56.3 36.7 47.8 55.1 22.6 46.7 4.8 6.8

東部　郡部 61 52.5 34.4 44.3 52.5 13.1 39.3 9.8 9.8

中部　市部（静岡市を除く） 176 56.3 37.5 46.6 55.7 27.8 47.2 3.4 10.2

中部　郡部 17 58.8 52.9 41.2 64.7 23.5 35.3 5.9 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 195 55.9 34.9 42.6 56.4 19.5 45.6 6.7 7.7

西部　郡部 5 60.0 20.0 60.0 60.0 40.0 60.0 0.0 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ２で「１　悩みや不安を感じている」

に○をつけた方にお伺いします。

悩みや不安を感じていることは、どのよ

うなことですか。

東

日

本

大

震

災

に

伴

い

新

た

に

発

生

し

た

不

安

(

電

力

不

足

や

原

発

問

題

な

ど

)

そ

の

他

無

回

答

1,556 18.6 2.9 0.4

男性 711 16.5 2.0 0.7

女性 844 20.4 3.7 0.1

20代 101 14.9 5.9 0.0

30代 178 9.6 1.7 0.0

40代 261 13.4 4.2 0.4

50代 277 18.8 1.8 0.7

60代 393 23.2 1.5 0.3

70歳以上 346 22.8 4.0 0.6

60歳以上　計 739 23.0 2.7 0.4

20代 45 13.3 0.0 0.0

30代 82 13.4 1.2 0.0

40代 99 13.1 2.0 1.0

50代 138 17.4 0.7 1.4

60代 193 19.7 1.6 0.0

70歳以上 154 16.2 4.5 1.3

60歳以上　計 347 18.2 2.9 0.6

20代 56 16.1 10.7 0.0

30代 96 6.3 2.1 0.0

40代 162 13.6 5.6 0.0

50代 139 20.1 2.9 0.0

60代 200 26.5 1.5 0.5

70歳以上 191 28.3 3.7 0.0

60歳以上　計 391 27.4 2.6 0.3

未婚 206 18.9 3.9 0.0

既婚 1,125 18.8 2.8 0.4

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 215 17.7 2.3 0.0

子どもはいない 112 18.8 2.7 0.9

未就学児（小学校入学前） 85 8.2 2.4 0.0

小学生 87 6.9 1.1 0.0

中学生 58 19.0 5.2 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 50 6.0 4.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 62 11.3 4.8 1.6

社会人（未就業を含む） 882 21.8 2.5 0.2

独身期 105 17.1 3.8 0.0

家族形成期 115 9.6 1.7 0.0

家族成長前期 145 11.7 2.8 0.0

家族成長後期 109 9.2 4.6 0.9

家族成熟期 225 18.7 1.3 0.4

老齢期 739 23.0 2.7 0.4

その他 114 17.5 5.3 0.9
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（○はいくつでも）

Ｑ２で「１　悩みや不安を感じている」

に○をつけた方にお伺いします。

悩みや不安を感じていることは、どのよ

うなことですか。

東

日

本

大

震

災

に

伴

い

新

た

に

発

生

し

た

不

安

(

電

力

不

足

や

原

発

問

題

な

ど

)

そ

の

他

無

回

答

1,556 18.6 2.9 0.4

農林漁業(事業主・家族従業) 56 12.5 0.0 3.6

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 150 18.0 0.7 0.7

給与所得者　管理・専門技術・事務職 397 16.6 3.0 0.0

給与所得者　労務作業者 165 13.3 1.8 1.2

無職（収入あり・なし） 744 21.6 3.5 0.1

学生・その他 35 8.6 8.6 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 206 16.5 0.5 1.5

給与所得者小計 562 15.7 2.7 0.4

　　　10年未満 68 5.9 4.4 0.0

10年～20年未満 59 16.9 1.7 0.0

20年～30年未満 147 22.4 3.4 0.0

30年以上 1,272 18.8 2.8 0.5

生まれてからずっと 962 17.6 3.5 0.5

持家 1,281 19.4 3.0 0.5

持家以外 262 14.1 2.3 0.0

一戸建 1,275 19.2 2.8 0.4

一戸建以外 255 15.3 2.7 0.4

その他 13 7.7 15.4 0.0

利用できる 1,138 17.8 2.9 0.3

利用できない 351 19.1 2.6 0.6

わからない 54 24.1 5.6 1.9

利用する 882 16.2 2.8 0.2

利用しない 661 21.0 2.9 0.6

住宅地域 1,073 17.8 2.8 0.2

商業地域 96 16.7 2.1 1.0

工業地域 32 28.1 9.4 0.0

農漁業地域 195 21.0 2.6 0.5

山間地域 128 19.5 3.9 1.6

その他 18 5.6 0.0 0.0

東部地域 500 20.2 1.8 0.4

中部地域 511 17.6 3.9 0.4

西部地域 536 17.7 3.0 0.4

静岡市 318 15.7 4.1 0.3

浜松市 336 13.7 3.0 0.0

その他の市部 810 22.0 2.1 0.6

郡部 83 14.5 6.0 0.0

東部　市部 439 20.7 1.8 0.5

東部　郡部 61 16.4 1.6 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 176 21.6 1.7 0.6

中部　郡部 17 11.8 23.5 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 195 25.1 3.1 1.0

西部　郡部 5 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、静岡県は住みよいところだと

思いますか。

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い 思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 60.8 30.2 2.6 1.2 4.8 0.5

男性 930 60.4 29.0 3.0 1.4 5.4 0.8

女性 1,108 61.0 31.1 2.3 1.0 4.2 0.3

20代 147 55.8 31.3 4.1 1.4 6.8 0.7

30代 234 52.1 38.0 3.4 1.3 5.1 0.0

40代 308 51.6 37.0 3.6 1.6 5.2 1.0

50代 323 58.5 32.2 3.1 1.2 5.0 0.0

60代 509 62.1 29.5 2.6 1.6 3.7 0.6

70歳以上 518 71.6 21.6 1.2 0.4 4.6 0.6

60歳以上　計 1,027 66.9 25.5 1.9 1.0 4.2 0.6

20代 66 60.6 24.2 9.1 3.0 3.0 0.0

30代 108 55.6 29.6 4.6 0.9 9.3 0.0

40代 116 50.9 32.8 6.9 2.6 4.3 2.6

50代 164 61.6 31.1 1.8 0.6 4.9 0.0

60代 249 58.6 32.9 2.0 1.6 4.0 0.8

70歳以上 227 68.7 22.5 0.4 0.9 6.6 0.9

60歳以上　計 476 63.4 27.9 1.3 1.3 5.3 0.8

20代 81 51.9 37.0 0.0 0.0 9.9 1.2

30代 126 49.2 45.2 2.4 1.6 1.6 0.0

40代 192 52.1 39.6 1.6 1.0 5.7 0.0

50代 159 55.3 33.3 4.4 1.9 5.0 0.0

60代 260 65.4 26.2 3.1 1.5 3.5 0.4

70歳以上 290 73.8 21.0 1.7 0.0 3.1 0.3

60歳以上　計 550 69.8 23.5 2.4 0.7 3.3 0.4

未婚 267 52.8 34.5 3.0 1.5 8.2 0.0

既婚 1,483 61.1 29.9 2.9 1.1 4.5 0.4

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 66.1 27.4 1.1 1.1 2.9 1.4

子どもはいない 143 58.0 32.9 1.4 1.4 6.3 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 56.0 35.8 2.8 0.9 3.7 0.9

小学生 107 43.9 45.8 5.6 0.0 4.7 0.0

中学生 67 50.7 44.8 3.0 0.0 1.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 39.7 46.6 1.7 5.2 3.4 3.4

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 60.5 23.7 11.8 1.3 2.6 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 66.2 26.0 1.9 0.9 4.4 0.6

独身期 154 51.3 35.1 3.9 1.3 8.4 0.0

家族形成期 148 54.7 35.8 2.7 2.0 4.1 0.7

家族成長前期 174 46.6 45.4 4.6 0.0 3.4 0.0

家族成長後期 130 52.3 32.3 7.7 3.1 3.1 1.5

家族成熟期 265 62.3 28.7 1.9 0.8 6.0 0.4

老齢期 1,027 66.9 25.5 1.9 1.0 4.2 0.6

その他 135 54.1 36.3 1.5 1.5 6.7 0.0
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（○は１つ）

あなたは、静岡県は住みよいところだと

思いますか。

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い 思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

わ

か

ら

な

い

2,039 60.8 30.2 2.6 1.2 4.8 0.5

農林漁業(事業主・家族従業) 75 66.7 21.3 2.7 1.3 8.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 65.6 28.5 1.1 3.2 1.6 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 60.2 31.9 2.4 0.6 4.0 0.8

給与所得者　労務作業者 223 57.8 29.6 4.0 1.3 6.3 0.9

無職（収入あり・なし） 999 60.6 30.5 2.6 0.9 5.1 0.3

学生・その他 49 61.2 26.5 4.1 2.0 6.1 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 65.9 26.4 1.5 2.7 3.4 0.0

給与所得者小計 718 59.5 31.2 2.9 0.8 4.7 0.8

　　　10年未満 90 41.1 43.3 6.7 2.2 6.7 0.0

10年～20年未満 74 52.7 32.4 8.1 0.0 6.8 0.0

20年～30年未満 219 51.1 37.9 1.8 2.3 6.4 0.5

30年以上 1,640 63.7 28.4 2.3 1.0 4.2 0.4

生まれてからずっと 1,260 65.0 27.2 1.8 1.2 4.3 0.5

持家 1,699 62.4 29.5 2.2 1.1 4.4 0.4

持家以外 321 53.0 34.3 4.7 1.6 6.2 0.3

一戸建 1,686 62.9 28.8 2.4 1.1 4.3 0.4

一戸建以外 318 50.3 38.4 4.1 1.3 5.7 0.3

その他 16 62.5 18.8 0.0 0.0 18.8 0.0

利用できる 1,461 60.2 31.3 2.9 1.0 4.3 0.3

利用できない 474 62.0 28.9 1.9 1.5 4.9 0.8

わからない 84 64.3 20.2 3.6 1.2 10.7 0.0

利用する 1,112 57.6 33.5 3.1 1.0 4.3 0.4

利用しない 903 64.7 26.4 2.1 1.3 5.2 0.3

住宅地域 1,427 60.3 30.8 2.5 1.1 5.0 0.3

商業地域 127 62.2 29.1 3.1 0.8 4.7 0.0

工業地域 40 62.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 244 60.2 31.1 2.0 1.2 4.1 1.2

山間地域 161 64.6 24.2 4.3 1.9 4.3 0.6

その他 19 52.6 31.6 10.5 0.0 5.3 0.0

東部地域 645 62.3 26.7 4.2 1.6 4.8 0.5

中部地域 670 62.5 30.4 1.2 0.7 4.8 0.3

西部地域 708 58.1 33.2 2.7 1.1 4.5 0.4

静岡市 415 61.4 31.3 1.4 1.0 4.8 0.0

浜松市 433 58.2 33.3 2.1 0.9 4.8 0.7

その他の市部 1,069 62.1 28.9 3.0 1.3 4.2 0.5

郡部 106 57.5 26.4 6.6 0.9 8.5 0.0

東部　市部 566 63.1 26.9 3.5 1.6 4.4 0.5

東部　郡部 79 57.0 25.3 8.9 1.3 7.6 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 64.6 29.5 0.8 0.4 3.8 0.8

中部　郡部 18 61.1 22.2 0.0 0.0 16.7 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 57.9 32.7 3.8 1.5 4.1 0.0

西部　郡部 9 55.6 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0

周

辺

環

境

居

住

地

地

域

市

・

郡

地

域

×

市

・

郡

イ

ン

タ
ー

　

　

ネ
ッ

ト

普

及

利

用

居

住

年

数

住

居

形

態

所

有

形

態

全　　　　　県

本

人

具

体

的

職

業

職

業

小

計

Ｑ３

調

査

数



平成 25年度 県政世論調査 数表 

 - 15 - 

 

 

 

（○は３つまで）

Ｑ３で「１　思う」または「２　どちら

かといえばそう思う」に○をつけた方に

お伺いします。

あなたが、静岡県は住みよいところだと

思う理由はなんですか。

気

候

が

温

暖

で
、

自

然

が

豊

か

だ

か

ら

県

民

の

人

柄

が

よ

く
、

人

付

き

合

い

を

し

や

す

い

か

ら

温

泉

や

運

動

な

ど

の

施

設

が

多

く
、

レ

ジ
ャ

ー

、

ス

ポ
ー

ツ

な

ど

に

親

し

み

や

す

い

か

ら

公

園

や

歩

道

な

ど

の

住

環

境

が

整
っ

て

い

る

か

ら

医

療

や

福

祉

の

質

が

高

い

か

ら

農

林

水

産

物

が

豊

富

で
、

豊

か

な

食

生

活

を

送

れ

る

か

ら

産

業

が

発

達

し
、

十

分

な

雇

用

機

会

が

あ

る

な

ど
、

雇

用

環

境

が

よ

い

か

ら

交

通

網

が

発

達

し

て

い

る

か

ら

1,854 83.9 22.4 8.0 2.6 7.0 19.0 2.6 10.6

男性 832 81.5 19.6 9.0 2.4 6.9 20.2 3.8 14.1

女性 1,021 85.9 24.7 7.2 2.7 7.1 18.0 1.7 7.7

20代 128 76.6 26.6 10.9 5.5 4.7 14.1 3.1 7.0

30代 211 77.3 20.9 9.5 4.3 5.7 11.8 0.5 5.2

40代 273 82.4 23.8 5.9 1.1 5.1 14.7 3.7 10.3

50代 293 88.1 19.1 4.8 1.0 2.7 16.7 2.7 11.6

60代 466 84.1 20.4 7.9 2.6 6.9 23.0 3.9 15.7

70歳以上 483 87.0 25.3 9.9 2.9 11.8 23.4 1.7 8.5

60歳以上　計 949 85.6 22.9 9.0 2.7 9.4 23.2 2.7 12.0

20代 56 71.4 32.1 14.3 1.8 0.0 10.7 3.6 8.9

30代 92 75.0 12.0 13.0 2.2 6.5 17.4 0.0 9.8

40代 97 73.2 21.6 5.2 2.1 2.1 14.4 6.2 9.3

50代 152 83.6 19.1 4.6 2.0 3.9 13.2 2.6 17.1

60代 228 83.8 16.2 7.9 2.2 5.3 25.4 6.6 20.6

70歳以上 207 87.0 22.7 12.1 3.4 15.0 26.1 2.4 10.1

60歳以上　計 435 85.3 19.3 9.9 2.8 9.9 25.7 4.6 15.6

20代 72 80.6 22.2 8.3 8.3 8.3 16.7 2.8 5.6

30代 119 79.0 27.7 6.7 5.9 5.0 7.6 0.8 1.7

40代 176 87.5 25.0 6.3 0.6 6.8 14.8 2.3 10.8

50代 141 92.9 19.1 5.0 0.0 1.4 20.6 2.8 5.7

60代 238 84.5 24.4 8.0 2.9 8.4 20.6 1.3 10.9

70歳以上 275 86.9 26.9 8.4 2.5 9.5 21.5 1.1 7.3

60歳以上　計 513 85.8 25.7 8.2 2.7 9.0 21.1 1.2 9.0

未婚 233 82.0 22.7 7.3 0.9 3.9 15.0 2.1 7.7

既婚 1,350 84.7 22.1 8.3 2.6 7.0 19.9 2.9 11.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 259 81.5 24.3 7.7 4.2 8.5 17.8 1.9 7.7

子どもはいない 130 86.2 13.1 5.4 0.8 8.5 22.3 3.8 8.5

未就学児（小学校入学前） 100 73.0 16.0 9.0 8.0 4.0 18.0 0.0 4.0

小学生 96 74.0 24.0 10.4 6.3 6.3 9.4 0.0 9.4

中学生 64 87.5 35.9 9.4 1.6 9.4 10.9 7.8 4.7

高校生・予備校生・大学受験生 50 76.0 34.0 6.0 4.0 2.0 12.0 6.0 12.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 64 92.2 29.7 6.3 1.6 7.8 9.4 3.1 12.5

社会人（未就業を含む） 1,101 85.5 22.3 8.4 2.5 7.8 21.5 2.6 12.1

独身期 133 76.7 27.1 9.0 0.8 5.3 13.5 3.0 7.5

家族形成期 134 75.4 15.7 9.0 6.0 5.2 15.7 0.0 5.2

家族成長前期 160 79.4 28.8 10.0 4.4 7.5 10.0 3.1 7.5

家族成長後期 110 84.5 32.7 5.5 1.8 4.5 10.0 4.5 12.7

家族成熟期 241 86.7 17.4 5.4 1.7 2.9 17.0 2.1 13.7

老齢期 949 85.6 22.9 9.0 2.7 9.4 23.2 2.7 12.0

その他 122 87.7 13.9 4.1 0.0 1.6 18.9 3.3 4.9
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（○は３つまで）

Ｑ３で「１　思う」または「２　どちら

かといえばそう思う」に○をつけた方に

お伺いします。

あなたが、静岡県は住みよいところだと

思う理由はなんですか。

気

候

が

温

暖

で
、

自

然

が

豊

か

だ

か

ら

県

民

の

人
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よ
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、
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ら
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ど
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が
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医
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農
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水
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物
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豊

富

で
、

豊
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生

活

を

送

れ

る

か

ら

産

業

が

発

達

し
、

十

分

な

雇

用

機
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ど
、
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ら
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通

網
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発

達

し

て

い

る

か

ら

1,854 83.9 22.4 8.0 2.6 7.0 19.0 2.6 10.6

農林漁業(事業主・家族従業) 66 80.3 28.8 9.1 0.0 7.6 25.8 1.5 15.2

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 175 82.3 24.0 6.9 1.7 7.4 19.4 3.4 12.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 456 83.1 20.4 5.9 2.0 3.5 18.9 2.6 11.4

給与所得者　労務作業者 195 80.5 22.1 11.3 3.1 5.6 10.8 3.1 11.3

無職（収入あり・なし） 910 85.4 23.1 8.7 3.2 8.6 20.2 2.2 9.3

学生・その他 43 90.7 18.6 7.0 2.3 14.0 23.3 9.3 9.3

自営業（事業主・家族従業）小計 241 81.7 25.3 7.5 1.2 7.5 21.2 2.9 13.3

給与所得者小計 651 82.3 20.9 7.5 2.3 4.1 16.4 2.8 11.4

　　　10年未満 76 77.6 25.0 10.5 6.6 5.3 22.4 2.6 1.3

10年～20年未満 63 82.5 15.9 11.1 3.2 7.9 19.0 0.0 6.3

20年～30年未満 195 82.6 22.6 12.3 4.1 3.1 14.4 3.1 11.8

30年以上 1,510 84.4 22.6 7.2 2.2 7.4 19.5 2.7 11.1

生まれてからずっと 1,162 83.4 22.4 6.5 2.0 7.7 18.4 2.7 10.8

持家 1,562 84.6 23.4 7.9 2.3 7.4 20.2 2.9 10.6

持家以外 280 79.6 17.9 8.9 4.3 4.3 12.5 1.4 10.7

一戸建 1,547 85.1 23.3 8.0 2.4 7.4 19.8 2.7 10.9

一戸建以外 282 77.0 18.4 8.5 3.9 4.6 15.2 2.5 9.2

その他 13 92.3 30.8 7.7 0.0 0.0 15.4 0.0 7.7

利用できる 1,337 83.8 22.7 7.5 2.4 6.3 18.8 3.4 10.5

利用できない 431 84.5 22.7 9.5 3.0 8.6 17.4 0.9 10.4

わからない 71 83.1 18.3 7.0 4.2 8.5 33.8 0.0 14.1

利用する 1,013 83.0 22.5 7.3 2.4 4.5 18.4 3.6 10.6

利用しない 822 85.3 22.3 8.8 2.8 9.9 20.0 1.6 10.7

住宅地域 1,300 84.6 22.6 8.5 2.8 6.9 19.4 2.3 11.5

商業地域 116 82.8 22.4 6.9 6.0 9.5 15.5 5.2 11.2

工業地域 40 85.0 30.0 7.5 0.0 0.0 25.0 2.5 7.5

農漁業地域 223 84.3 18.8 6.7 0.9 9.0 18.8 4.0 10.3

山間地域 143 80.4 25.9 7.0 2.1 3.5 17.5 1.4 4.9

その他 16 62.5 18.8 6.3 0.0 6.3 18.8 0.0 6.3

東部地域 574 84.0 23.5 12.5 2.6 6.3 19.5 0.5 9.8

中部地域 623 86.5 25.8 4.8 2.7 4.7 23.4 1.0 9.8

西部地域 646 81.3 18.4 7.0 2.5 9.6 14.4 6.2 12.2

静岡市 385 86.2 25.5 4.4 2.3 4.7 21.3 0.3 10.9

浜松市 396 82.3 17.4 6.8 3.3 13.1 13.6 6.3 11.4

その他の市部 973 84.0 23.6 9.8 2.6 4.6 21.0 2.3 10.1

郡部 89 79.8 20.2 9.0 1.1 13.5 12.4 1.1 12.4

東部　市部 509 84.3 24.0 12.8 2.8 4.9 20.8 0.6 9.0

東部　郡部 65 81.5 20.0 10.8 1.5 16.9 9.2 0.0 15.4

中部　市部（静岡市を除く） 223 87.9 26.0 5.4 3.6 4.5 27.4 1.8 8.1

中部　郡部 15 73.3 33.3 6.7 0.0 6.7 20.0 6.7 6.7

西部　市部（浜松市を除く） 241 79.7 20.7 7.5 1.2 4.1 15.4 6.2 14.1

西部　郡部 9 77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ３で「１　思う」または「２　どちら

かといえばそう思う」に○をつけた方に

お伺いします。

あなたが、静岡県は住みよいところだと

思う理由はなんですか。

質

の

高

い

文

化

に
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れ

る
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会

が
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く
、

文

化

活
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で
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ら
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ら
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ら
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、

中

京
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と
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に
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と

な

く

無

回

答

1,854 1.1 0.5 4.7 12.7 50.5 0.6 1.6 4.2

男性 832 1.4 0.4 3.8 12.4 50.2 0.7 1.8 4.2

女性 1,021 0.8 0.7 5.5 12.9 50.6 0.6 1.5 4.1

20代 128 0.8 0.0 3.1 12.5 63.3 2.3 0.8 4.7

30代 211 0.0 0.9 4.3 16.1 56.9 0.9 1.9 4.7

40代 273 0.4 1.1 6.2 15.8 55.7 0.7 1.8 2.2

50代 293 0.3 0.3 5.8 17.7 46.4 0.7 0.7 5.5

60代 466 1.9 0.4 3.2 12.4 44.0 0.2 1.7 5.6

70歳以上 483 1.7 0.4 5.4 6.6 50.1 0.4 2.1 2.7

60歳以上　計 949 1.8 0.4 4.3 9.5 47.1 0.3 1.9 4.1

20代 56 0.0 0.0 1.8 14.3 66.1 1.8 1.8 5.4

30代 92 0.0 0.0 4.3 18.5 47.8 1.1 2.2 5.4

40代 97 1.0 1.0 3.1 17.5 59.8 2.1 2.1 4.1

50代 152 0.7 0.0 5.9 15.1 50.0 0.7 0.7 5.9

60代 228 2.2 0.4 2.2 10.5 43.4 0.0 3.1 3.5

70歳以上 207 2.4 0.5 4.8 6.8 50.2 0.5 1.0 2.9

60歳以上　計 435 2.3 0.5 3.4 8.7 46.7 0.2 2.1 3.2

20代 72 1.4 0.0 4.2 11.1 61.1 2.8 0.0 4.2

30代 119 0.0 1.7 4.2 14.3 63.9 0.8 1.7 4.2

40代 176 0.0 1.1 8.0 14.8 53.4 0.0 1.7 1.1

50代 141 0.0 0.7 5.7 20.6 42.6 0.7 0.7 5.0

60代 238 1.7 0.4 4.2 14.3 44.5 0.4 0.4 7.6

70歳以上 275 1.1 0.4 5.8 6.5 49.8 0.4 2.9 2.5

60歳以上　計 513 1.4 0.4 5.1 10.1 47.4 0.4 1.8 4.9

未婚 233 0.0 0.0 7.3 15.9 60.1 1.3 0.0 3.9

既婚 1,350 1.3 0.7 4.4 12.7 48.9 0.6 1.7 3.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 259 1.2 0.0 4.2 9.7 50.2 0.4 2.3 5.8

子どもはいない 130 0.0 0.0 0.0 16.9 46.9 0.0 0.8 5.4

未就学児（小学校入学前） 100 1.0 1.0 4.0 20.0 58.0 3.0 4.0 6.0

小学生 96 0.0 0.0 3.1 12.5 61.5 0.0 1.0 3.1

中学生 64 0.0 1.6 6.3 10.9 50.0 1.6 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 50 0.0 2.0 2.0 6.0 54.0 0.0 4.0 4.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 64 1.6 3.1 7.8 17.2 53.1 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 1,101 1.6 0.5 4.6 11.2 47.0 0.5 1.9 4.5

独身期 133 0.0 0.0 4.5 15.8 60.9 1.5 0.8 4.5

家族形成期 134 0.7 0.7 3.0 17.9 56.0 2.2 3.7 6.0

家族成長前期 160 0.0 0.6 4.4 11.9 56.9 0.6 0.6 1.9

家族成長後期 110 0.9 2.7 5.5 12.7 53.6 0.0 1.8 1.8

家族成熟期 241 0.4 0.4 5.8 18.7 46.1 0.8 1.2 5.8

老齢期 949 1.8 0.4 4.3 9.5 47.1 0.3 1.9 4.1

その他 122 0.0 0.0 7.4 18.0 56.6 0.8 0.0 4.1
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（○はいくつでも）

Ｑ３で「１　思う」または「２　どちら

かといえばそう思う」に○をつけた方に

お伺いします。

あなたが、静岡県は住みよいところだと

思う理由はなんですか。

質

の

高

い

文

化

に

ふ

れ

る

機

会

が

多

く
、

文

化

活

動

も

盛

ん

で

あ

る

か

ら

教

育

や

学

習

の

機

会

や

場

が

充

実

し

て

い

る

か

ら

防

災

や

治

安

の

面

で

安

心

だ

か

ら

首

都

圏
、

中

京

圏

な

ど

の

都

市

圏

へ

近

い

か

ら

生

ま

れ

育
っ

た

と

こ

ろ

だ

か

ら

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い
、

な

ん

と

な

く

無

回

答

1,854 1.1 0.5 4.7 12.7 50.5 0.6 1.6 4.2

農林漁業(事業主・家族従業) 66 0.0 0.0 6.1 7.6 48.5 0.0 3.0 3.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 175 3.4 0.0 5.1 13.1 48.0 0.0 1.1 5.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 456 0.4 0.2 4.4 17.8 51.5 1.1 1.3 4.8

給与所得者　労務作業者 195 0.5 0.5 4.1 6.7 53.8 1.0 2.1 2.6

無職（収入あり・なし） 910 1.2 0.9 4.9 11.9 49.8 0.5 1.8 3.8

学生・その他 43 0.0 0.0 4.7 11.6 51.2 0.0 0.0 4.7

自営業（事業主・家族従業）小計 241 2.5 0.0 5.4 11.6 48.1 0.0 1.7 4.6

給与所得者小計 651 0.5 0.3 4.3 14.4 52.2 1.1 1.5 4.1

　　　10年未満 76 1.3 2.6 2.6 18.4 6.6 2.6 3.9 1.3

10年～20年未満 63 0.0 0.0 1.6 22.2 22.2 0.0 3.2 7.9

20年～30年未満 195 1.0 1.0 2.1 17.4 52.8 1.5 0.5 2.6

30年以上 1,510 1.1 0.4 5.4 11.4 53.6 0.5 1.6 4.3

生まれてからずっと 1,162 0.9 0.3 5.1 9.6 63.4 0.3 1.4 4.4

持家 1,562 1.1 0.6 4.8 12.2 51.2 0.5 1.6 4.2

持家以外 280 1.1 0.4 4.6 15.4 46.8 1.4 1.8 3.6

一戸建 1,547 1.1 0.5 4.7 12.2 51.8 0.5 1.5 4.0

一戸建以外 282 1.1 0.7 5.0 15.6 43.6 1.4 2.5 5.0

その他 13 0.0 0.0 7.7 15.4 38.5 0.0 0.0 0.0

利用できる 1,337 1.2 0.7 4.7 15.3 51.4 0.8 1.3 3.8

利用できない 431 0.9 0.2 4.6 6.0 47.6 0.2 2.6 4.6

わからない 71 0.0 0.0 7.0 4.2 49.3 0.0 2.8 7.0

利用する 1,013 0.9 0.5 4.1 17.0 50.0 0.9 1.6 4.2

利用しない 822 1.3 0.5 5.5 7.5 50.7 0.4 1.7 4.0

住宅地域 1,300 1.0 0.6 4.3 14.1 48.7 0.9 1.5 3.8

商業地域 116 1.7 0.9 8.6 12.9 47.4 0.0 0.9 2.6

工業地域 40 2.5 0.0 7.5 10.0 45.0 0.0 7.5 0.0

農漁業地域 223 0.0 0.0 5.4 8.1 58.3 0.0 2.2 6.3

山間地域 143 2.8 0.7 3.5 7.7 59.4 0.0 0.0 5.6

その他 16 0.0 0.0 12.5 12.5 50.0 0.0 6.3 6.3

東部地域 574 1.4 0.9 3.7 18.8 45.1 0.3 1.2 4.2

中部地域 623 1.1 0.3 6.3 10.4 53.0 1.0 0.6 3.9

西部地域 646 0.8 0.5 4.3 9.3 52.9 0.6 2.9 4.3

静岡市 385 1.6 0.0 4.9 12.2 49.6 1.3 0.8 5.2

浜松市 396 0.5 0.5 5.6 8.6 52.0 0.8 3.0 3.8

その他の市部 973 1.1 0.7 4.1 13.9 50.8 0.4 1.3 3.9

郡部 89 1.1 1.1 7.9 19.1 44.9 0.0 2.2 3.4

東部　市部 509 1.6 1.0 2.9 18.3 45.6 0.4 1.2 4.3

東部　郡部 65 0.0 0.0 9.2 23.1 41.5 0.0 1.5 3.1

中部　市部（静岡市を除く） 223 0.0 0.4 8.5 8.1 58.7 0.4 0.4 1.8

中部　郡部 15 6.7 6.7 6.7 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 241 1.2 0.4 2.5 10.0 54.4 0.4 2.5 5.0

西部　郡部 9 0.0 0.0 0.0 22.2 55.6 0.0 11.1 11.1
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（○は１つ）

あなたは、県の政治や行政にどの程度関

心がありますか。

非

常

に

関

心

が

あ

る

ま

あ

ま

あ

関

心

が

あ

る

あ

ま

り

関

心

が

な

い

ま
っ

た

く

関

心

が

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 12.5 49.7 28.7 3.4 5.2 0.5

男性 930 15.8 49.6 25.9 4.1 4.3 0.3

女性 1,108 9.7 49.8 31.0 2.9 5.9 0.6

20代 147 4.8 34.7 43.5 10.2 6.8 0.0

30代 234 4.7 46.2 37.6 7.7 3.8 0.0

40代 308 8.1 44.5 38.0 2.9 6.2 0.3

50代 323 13.0 54.5 27.2 2.5 2.2 0.6

60代 509 16.1 55.4 23.4 1.6 2.9 0.6

70歳以上 518 17.0 50.0 21.0 2.3 8.9 0.8

60歳以上　計 1,027 16.6 52.7 22.2 1.9 5.9 0.7

20代 66 4.5 34.8 42.4 15.2 3.0 0.0

30代 108 7.4 47.2 32.4 8.3 4.6 0.0

40代 116 9.5 45.7 33.6 5.2 5.2 0.9

50代 164 14.6 57.9 21.3 3.7 1.8 0.6

60代 249 17.7 54.2 23.7 1.6 2.8 0.0

70歳以上 227 25.1 45.8 19.8 1.3 7.5 0.4

60歳以上　計 476 21.2 50.2 21.8 1.5 5.0 0.2

20代 81 4.9 34.6 44.4 6.2 9.9 0.0

30代 126 2.4 45.2 42.1 7.1 3.2 0.0

40代 192 7.3 43.8 40.6 1.6 6.8 0.0

50代 159 11.3 50.9 33.3 1.3 2.5 0.6

60代 260 14.6 56.5 23.1 1.5 3.1 1.2

70歳以上 290 10.7 53.4 22.1 3.1 9.7 1.0

60歳以上　計 550 12.5 54.9 22.5 2.4 6.5 1.1

未婚 267 7.5 40.4 35.6 8.6 7.9 0.0

既婚 1,483 13.6 51.2 27.6 2.4 4.6 0.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 11.6 50.9 27.1 4.3 5.8 0.4

子どもはいない 143 12.6 43.4 39.2 2.8 1.4 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 5.5 44.0 37.6 6.4 6.4 0.0

小学生 107 1.9 48.6 38.3 10.3 0.9 0.0

中学生 67 10.4 40.3 44.8 0.0 4.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 6.9 44.8 44.8 0.0 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 13.2 48.7 30.3 6.6 0.0 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 15.4 54.0 22.4 1.8 5.7 0.7

独身期 154 5.8 38.3 39.0 9.1 7.8 0.0

家族形成期 148 4.1 42.6 43.2 5.4 4.7 0.0

家族成長前期 174 5.2 45.4 40.8 6.3 2.3 0.0

家族成長後期 130 10.8 46.9 36.2 3.8 1.5 0.8

家族成熟期 265 11.7 55.8 26.4 1.1 4.2 0.8

老齢期 1,027 16.6 52.7 22.2 1.9 5.9 0.7

その他 135 11.1 43.7 32.6 6.7 5.9 0.0
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（○は１つ）

あなたは、県の政治や行政にどの程度関

心がありますか。

非

常

に

関

心

が

あ

る

ま

あ

ま

あ

関

心

が

あ

る

あ

ま

り

関

心

が

な

い

ま
っ

た

く

関

心

が

な

い

わ

か

ら

な

い

わ

か

ら

な

い

2,039 12.5 49.7 28.7 3.4 5.2 0.5

農林漁業(事業主・家族従業) 75 17.3 52.0 21.3 4.0 5.3 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 18.3 54.3 22.6 2.7 2.2 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 11.7 47.5 34.3 3.2 3.2 0.0

給与所得者　労務作業者 223 10.3 46.2 31.4 6.7 4.5 0.9

無職（収入あり・なし） 999 12.1 51.3 26.4 2.8 6.7 0.7

学生・その他 49 10.2 40.8 38.8 2.0 8.2 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 18.0 53.6 22.2 3.1 3.1 0.0

給与所得者小計 718 11.3 47.1 33.4 4.3 3.6 0.3

　　　10年未満 90 11.1 40.0 41.1 6.7 1.1 0.0

10年～20年未満 74 6.8 52.7 32.4 4.1 4.1 0.0

20年～30年未満 219 8.7 40.6 38.8 7.8 4.1 0.0

30年以上 1,640 13.4 51.4 26.6 2.6 5.5 0.5

生まれてからずっと 1,260 13.0 50.0 26.5 3.5 6.7 0.3

持家 1,699 13.5 51.7 27.3 2.5 4.7 0.4

持家以外 321 7.8 40.2 36.1 8.4 7.2 0.3

一戸建 1,686 13.0 50.6 28.4 2.4 5.1 0.4

一戸建以外 318 10.1 46.9 30.2 8.2 4.4 0.3

その他 16 12.5 31.3 25.0 12.5 18.8 0.0

利用できる 1,461 12.5 49.3 30.0 3.8 4.2 0.2

利用できない 474 12.4 52.5 24.9 2.5 6.5 1.1

わからない 84 11.9 42.9 29.8 2.4 13.1 0.0

利用する 1,112 11.9 49.7 31.5 3.8 2.9 0.3

利用しない 903 13.0 50.1 25.7 3.0 7.8 0.6

住宅地域 1,427 12.3 48.4 29.9 3.6 5.4 0.5

商業地域 127 15.0 56.7 23.6 2.4 2.4 0.0

工業地域 40 10.0 62.5 17.5 2.5 7.5 0.0

農漁業地域 244 13.5 52.0 29.1 1.6 3.7 0.0

山間地域 161 12.4 52.2 26.1 3.7 5.0 0.6

その他 19 5.3 31.6 31.6 21.1 10.5 0.0

東部地域 645 13.3 46.5 31.9 3.3 4.5 0.5

中部地域 670 12.5 51.8 26.1 3.7 5.2 0.6

西部地域 708 11.9 51.0 28.4 3.2 5.4 0.1

静岡市 415 13.3 50.8 26.3 3.6 5.5 0.5

浜松市 433 10.4 52.4 29.6 3.2 4.4 0.0

その他の市部 1,069 13.2 48.8 28.8 3.3 5.3 0.6

郡部 106 12.3 45.3 34.9 4.7 2.8 0.0

東部　市部 566 13.3 47.0 31.4 3.0 4.8 0.5

東部　郡部 79 13.9 43.0 35.4 5.1 2.5 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 11.8 52.7 25.3 4.2 5.1 0.8

中部　郡部 18 5.6 61.1 33.3 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 14.3 49.2 26.3 3.0 6.8 0.4

西部　郡部 9 11.1 33.3 33.3 11.1 11.1 0.0
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（○は１つ）

Ｑ４で「１　非常に関心がある」または

「２　まあまあ関心がある」に○をつけ

た方にお伺いします。

県政に関心がある理由はなんですか。

静

岡

県

に

愛

着

が

あ

る

か

ら

自

分

の

生

活

に

関

係

が

あ

る

か

ら

国

や

市

町

行

政

も

含

め

政

治

や

行

政

に

関

心

が

あ

る

か

ら

県

に

行
っ

て

ほ

し

い

こ

と

が

あ

る

か

ら

県

が

現

在

行
っ

て

い

る

こ

と

に

不

満

が

あ

る

か

ら

新

聞

や

テ

レ

ビ

な

ど

で

県

政

に

つ

い

て

よ

く

見

聞

き

す

る

か

ら

そ

の

他

無

回

答

1,268 20.9 49.4 14.8 2.1 1.9 8.4 0.9 1.6

男性 608 20.9 46.7 18.9 1.8 2.3 6.7 1.3 1.3

女性 660 20.9 52.0 11.1 2.3 1.5 10.0 0.5 1.8

20代 58 29.3 44.8 8.6 5.2 0.0 10.3 1.7 0.0

30代 119 11.8 69.7 7.6 2.5 3.4 3.4 0.8 0.8

40代 162 16.0 69.8 6.2 1.2 0.6 3.7 1.2 1.2

50代 218 16.1 56.0 15.6 3.2 3.2 4.1 0.9 0.9

60代 364 21.4 46.2 17.3 1.9 1.9 8.8 0.3 2.2

70歳以上 347 27.4 33.1 19.3 1.2 1.4 14.4 1.2 2.0

60歳以上　計 711 24.3 39.8 18.3 1.5 1.7 11.5 0.7 2.1

20代 26 46.2 23.1 15.4 3.8 0.0 7.7 3.8 0.0

30代 59 10.2 62.7 13.6 1.7 5.1 3.4 1.7 1.7

40代 64 12.5 68.8 7.8 3.1 0.0 1.6 3.1 3.1

50代 119 20.2 51.3 16.8 1.7 3.4 4.2 1.7 0.8

60代 179 19.6 48.0 20.1 1.7 2.2 7.8 0.0 0.6

70歳以上 161 26.1 31.1 26.1 1.2 1.9 10.6 1.2 1.9

60歳以上　計 340 22.6 40.0 22.9 1.5 2.1 9.1 0.6 1.2

20代 32 15.6 62.5 3.1 6.3 0.0 12.5 0.0 0.0

30代 60 13.3 76.7 1.7 3.3 1.7 3.3 0.0 0.0

40代 98 18.4 70.4 5.1 0.0 1.0 5.1 0.0 0.0

50代 99 11.1 61.6 14.1 5.1 3.0 4.0 0.0 1.0

60代 185 23.2 44.3 14.6 2.2 1.6 9.7 0.5 3.8

70歳以上 186 28.5 34.9 13.4 1.1 1.1 17.7 1.1 2.2

60歳以上　計 371 25.9 39.6 14.0 1.6 1.3 13.7 0.8 3.0

未婚 128 21.9 60.2 10.9 3.1 0.0 3.9 0.0 0.0

既婚 961 19.7 49.9 15.5 2.1 2.2 8.0 0.9 1.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 173 27.2 39.9 13.3 0.6 1.7 13.9 1.2 2.3

子どもはいない 80 13.8 55.0 21.3 1.3 3.8 3.8 0.0 1.3

未就学児（小学校入学前） 54 13.0 68.5 5.6 3.7 1.9 5.6 0.0 1.9

小学生 54 11.1 68.5 5.6 0.0 3.7 5.6 3.7 1.9

中学生 34 23.5 64.7 8.8 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 30 13.3 76.7 3.3 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 47 12.8 70.2 10.6 0.0 2.1 2.1 2.1 0.0

社会人（未就業を含む） 829 23.4 42.1 16.9 1.9 2.1 10.7 0.8 2.1

独身期 68 26.5 54.4 8.8 4.4 0.0 5.9 0.0 0.0

家族形成期 69 14.5 65.2 7.2 4.3 1.4 5.8 0.0 1.4

家族成長前期 88 15.9 67.0 6.8 0.0 2.3 3.4 3.4 1.1

家族成長後期 75 13.3 73.3 6.7 0.0 1.3 4.0 1.3 0.0

家族成熟期 179 16.2 53.1 14.0 4.5 4.5 5.6 1.1 1.1

老齢期 711 24.3 39.8 18.3 1.5 1.7 11.5 0.7 2.1

その他 74 14.9 68.9 13.5 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4
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（○は１つ）

Ｑ４で「１　非常に関心がある」または

「２　まあまあ関心がある」に○をつけ

た方にお伺いします。

県政に関心がある理由はなんですか。

静

岡

県

に

愛

着

が

あ

る

か

ら

自

分

の

生

活

に

関

係

が

あ

る

か

ら

国

や

市

町

行

政

も

含

め

政

治

や

行

政

に

関

心

が

あ

る

か

ら

県

に

行
っ

て

ほ

し

い

こ

と

が

あ

る

か

ら

県

が

現

在

行
っ

て

い

る

こ

と

に

不

満

が

あ

る

か

ら

新

聞

や

テ

レ

ビ

な

ど

で

県

政

に

つ

い

て

よ

く

見

聞

き

す

る

か

ら

そ

の

他

無

回

答

1,268 20.9 49.4 14.8 2.1 1.9 8.4 0.9 1.6

農林漁業(事業主・家族従業) 52 30.8 34.6 15.4 3.8 0.0 11.5 3.8 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 135 17.8 45.9 18.5 3.7 4.4 6.7 0.7 2.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 293 20.5 57.3 12.3 2.0 2.0 3.4 1.0 1.4

給与所得者　労務作業者 126 15.9 62.7 9.5 3.2 3.2 4.8 0.8 0.0

無職（収入あり・なし） 633 21.3 45.7 16.4 1.3 1.3 11.4 0.6 2.1

学生・その他 25 36.0 40.0 8.0 4.0 0.0 12.0 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 187 21.4 42.8 17.6 3.7 3.2 8.0 1.6 1.6

給与所得者小計 419 19.1 58.9 11.5 2.4 2.4 3.8 1.0 1.0

　　　10年未満 46 8.7 65.2 13.0 2.2 2.2 6.5 0.0 2.2

10年～20年未満 44 13.6 43.2 27.3 4.5 2.3 4.5 0.0 4.5

20年～30年未満 108 18.5 55.6 12.0 2.8 1.9 8.3 0.9 0.0

30年以上 1,063 21.8 48.4 14.8 1.9 1.9 8.7 0.9 1.6

生まれてからずっと 794 24.2 48.4 12.6 1.5 1.1 9.4 1.0 1.8

持家 1,107 21.9 48.6 15.0 1.9 2.0 8.2 0.8 1.6

持家以外 154 13.6 55.8 14.3 3.2 1.3 9.7 1.3 0.6

一戸建 1,073 21.8 49.2 14.9 1.7 1.8 8.4 0.8 1.4

一戸建以外 181 14.9 50.8 14.9 4.4 2.8 8.8 1.1 2.2

その他 7 28.6 57.1 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

利用できる 904 19.2 53.9 14.0 2.0 2.2 6.4 1.0 1.2

利用できない 308 24.0 39.9 17.5 2.3 1.0 11.7 0.6 2.9

わからない 46 26.1 30.4 15.2 2.2 2.2 23.9 0.0 0.0

利用する 685 17.4 58.1 13.6 2.8 1.9 4.4 1.0 0.9

利用しない 569 24.8 39.4 16.7 1.2 1.9 13.0 0.7 2.3

住宅地域 866 21.1 50.6 13.6 2.3 2.0 7.9 0.7 1.8

商業地域 91 17.6 44.0 20.9 0.0 2.2 13.2 0.0 2.2

工業地域 29 27.6 44.8 10.3 0.0 0.0 17.2 0.0 0.0

農漁業地域 160 21.3 46.3 19.4 1.3 1.9 7.5 1.3 1.3

山間地域 104 19.2 51.9 11.5 3.8 1.9 8.7 2.9 0.0

その他 7 14.3 42.9 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東部地域 386 19.9 48.7 15.0 2.3 2.6 9.3 0.8 1.3

中部地域 431 21.6 51.3 14.2 1.9 1.9 7.2 0.9 1.2

西部地域 445 20.9 48.3 15.5 2.0 1.3 8.8 0.9 2.2

静岡市 266 22.6 51.1 16.2 1.1 2.6 4.9 0.4 1.1

浜松市 272 21.3 48.9 13.6 1.1 1.5 11.4 0.7 1.5

その他の市部 663 20.4 48.7 14.8 2.9 1.8 8.6 1.1 1.8

郡部 61 16.4 52.5 16.4 1.6 1.6 8.2 1.6 1.6

東部　市部 341 20.2 48.7 14.1 2.6 2.6 9.7 0.9 1.2

東部　郡部 45 17.8 48.9 22.2 0.0 2.2 6.7 0.0 2.2

中部　市部（静岡市を除く） 153 20.9 50.3 11.8 3.3 0.7 10.5 1.3 1.3

中部　郡部 12 8.3 66.7 0.0 0.0 0.0 16.7 8.3 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 169 20.1 47.3 18.9 3.0 1.2 4.7 1.2 3.6

西部　郡部 4 25.0 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

Ｑ４で「３　あまり関心がない」または

「４　まったく関心がない」に○をつけ

た方にお伺いします。

県政に関心がない理由はなんですか。

静

岡

県

に

愛

着

が

な

い

か

ら

県

政

は

わ

か

り

に

く

い

か

ら

国

や

市

町

行

政

も

含

め

政

治

や

行

政

に

は

関

心

が

な

い

か

ら

自

分

の

生

活

に

あ

ま

り

関

係

が

な

い

か

ら

忙

し

い

か

ら

県

の

仕

事

を

信

頼

し

て

い

る

か

ら

自

分

の

意

見

を

出

し

て

も

反

映

さ

れ

な

い

か

ら

そ

の

他

無

回

答

655 3.1 35.3 14.4 16.5 7.2 7.3 13.4 1.4 1.5

男性 279 2.2 31.5 13.6 20.1 7.5 6.5 13.6 2.2 2.9

女性 376 3.7 38.0 14.9 13.8 6.9 8.0 13.3 0.8 0.5

20代 79 3.8 30.4 25.3 13.9 10.1 3.8 8.9 1.3 2.5

30代 106 5.7 30.2 13.2 17.9 14.2 0.0 16.0 0.9 1.9

40代 126 3.2 38.1 8.7 15.9 6.3 4.8 20.6 1.6 0.8

50代 96 1.0 39.6 19.8 14.6 5.2 3.1 14.6 1.0 1.0

60代 127 2.4 40.9 10.2 17.3 5.5 9.4 11.8 2.4 0.0

70歳以上 121 2.5 30.6 14.0 18.2 3.3 19.8 7.4 0.8 3.3

60歳以上　計 248 2.4 35.9 12.1 17.7 4.4 14.5 9.7 1.6 1.6

20代 38 2.6 10.5 34.2 15.8 15.8 2.6 13.2 0.0 5.3

30代 44 4.5 22.7 9.1 22.7 13.6 0.0 20.5 2.3 4.5

40代 45 2.2 31.1 4.4 28.9 6.7 0.0 20.0 4.4 2.2

50代 41 0.0 46.3 19.5 17.1 2.4 0.0 12.2 2.4 0.0

60代 63 3.2 38.1 12.7 19.0 4.8 7.9 11.1 3.2 0.0

70歳以上 48 0.0 35.4 6.3 16.7 4.2 25.0 6.3 0.0 6.3

60歳以上　計 111 1.8 36.9 9.9 18.0 4.5 15.3 9.0 1.8 2.7

20代 41 4.9 48.8 17.1 12.2 4.9 4.9 4.9 2.4 0.0

30代 62 6.5 35.5 16.1 14.5 14.5 0.0 12.9 0.0 0.0

40代 81 3.7 42.0 11.1 8.6 6.2 7.4 21.0 0.0 0.0

50代 55 1.8 34.5 20.0 12.7 7.3 5.5 16.4 0.0 1.8

60代 64 1.6 43.8 7.8 15.6 6.3 10.9 12.5 1.6 0.0

70歳以上 73 4.1 27.4 19.2 19.2 2.7 16.4 8.2 1.4 1.4

60歳以上　計 137 2.9 35.0 13.9 17.5 4.4 13.9 10.2 1.5 0.7

未婚 118 1.7 29.7 22.9 19.5 8.5 3.4 10.2 1.7 2.5

既婚 445 3.8 37.5 12.4 14.2 7.6 8.1 13.3 1.6 1.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 87 1.1 28.7 13.8 24.1 3.4 9.2 19.5 0.0 0.0

子どもはいない 60 1.7 36.7 10.0 21.7 3.3 5.0 20.0 0.0 1.7

未就学児（小学校入学前） 48 12.5 29.2 8.3 10.4 14.6 2.1 16.7 2.1 4.2

小学生 52 1.9 34.6 9.6 17.3 15.4 0.0 19.2 1.9 0.0

中学生 30 6.7 33.3 6.7 16.7 10.0 6.7 16.7 3.3 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 26 3.8 30.8 15.4 19.2 3.8 7.7 19.2 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 28 0.0 42.9 10.7 14.3 3.6 3.6 25.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 289 2.4 37.7 14.9 15.2 5.2 11.8 10.0 1.4 1.4

独身期 74 2.7 24.3 29.7 20.3 12.2 1.4 6.8 0.0 2.7

家族形成期 72 9.7 30.6 9.7 12.5 11.1 1.4 20.8 1.4 2.8

家族成長前期 82 3.7 34.1 8.5 17.1 13.4 2.4 18.3 2.4 0.0

家族成長後期 52 1.9 36.5 13.5 17.3 3.8 3.8 23.1 0.0 0.0

家族成熟期 73 1.4 45.2 20.5 13.7 5.5 2.7 11.0 0.0 0.0

老齢期 248 2.4 35.9 12.1 17.7 4.4 14.5 9.7 1.6 1.6

その他 53 0.0 41.5 11.3 13.2 3.8 5.7 17.0 3.8 3.8
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（○は１つ）

Ｑ４で「３　あまり関心がない」または

「４　まったく関心がない」に○をつけ

た方にお伺いします。

県政に関心がない理由はなんですか。

静

岡

県

に

愛

着

が

な

い

か

ら

県

政

は

わ

か

り

に

く

い

か

ら

国

や

市

町

行

政

も

含

め

政

治

や

行

政

に

は

関

心

が

な

い

か

ら

自

分

の

生

活

に

あ

ま

り

関

係

が

な

い

か

ら

忙

し

い

か

ら

県

の

仕

事

を

信

頼

し

て

い

る

か

ら

自

分

の

意

見

を

出

し

て

も

反

映

さ

れ

な

い

か

ら

そ

の

他

無

回

答

655 3.1 35.3 14.4 16.5 7.2 7.3 13.4 1.4 1.5

農林漁業(事業主・家族従業) 19 5.3 57.9 10.5 5.3 5.3 15.8 0.0 0.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 47 4.3 40.4 12.8 14.9 6.4 4.3 14.9 0.0 2.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 186 2.7 30.6 12.9 17.7 11.3 4.8 17.2 1.1 1.6

給与所得者　労務作業者 85 1.2 34.1 22.4 16.5 5.9 3.5 12.9 2.4 1.2

無職（収入あり・なし） 292 3.8 36.3 14.4 16.4 4.1 10.3 12.3 1.4 1.0

学生・その他 20 0.0 30.0 5.0 25.0 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0

自営業（事業主・家族従業）小計 66 4.5 45.5 12.1 12.1 6.1 7.6 10.6 0.0 1.5

給与所得者小計 271 2.2 31.7 15.9 17.3 9.6 4.4 15.9 1.5 1.5

　　　10年未満 43 18.6 27.9 9.3 14.0 9.3 2.3 18.6 0.0 0.0

10年～20年未満 27 3.7 37.0 11.1 7.4 14.8 11.1 14.8 0.0 0.0

20年～30年未満 102 2.0 33.3 24.5 10.8 10.8 3.9 10.8 2.0 2.0

30年以上 479 1.7 36.3 12.7 18.6 5.8 8.1 13.6 1.5 1.7

生まれてからずっと 378 1.3 34.9 14.6 16.9 6.9 7.4 14.3 1.6 2.1

持家 505 1.4 36.4 15.6 15.8 6.9 7.9 13.1 1.6 1.2

持家以外 143 7.7 31.5 9.8 19.6 8.4 4.9 14.7 0.7 2.8

一戸建 520 1.5 35.6 15.8 16.3 6.9 8.1 13.1 1.5 1.2

一戸建以外 122 7.4 34.4 9.0 18.0 9.0 4.1 13.9 0.8 3.3

その他 6 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

利用できる 493 3.2 36.3 14.0 15.2 7.9 5.1 15.2 1.6 1.4

利用できない 130 2.3 30.0 15.4 21.5 6.2 13.8 9.2 0.0 1.5

わからない 27 0.0 40.7 14.8 18.5 0.0 14.8 3.7 3.7 3.7

利用する 392 3.8 36.7 12.5 15.6 8.4 3.6 16.1 1.8 1.5

利用しない 259 1.5 33.2 17.0 18.1 5.4 12.7 9.7 0.8 1.5

住宅地域 477 3.6 32.9 16.1 16.6 6.9 7.1 13.8 1.3 1.7

商業地域 33 3.0 42.4 3.0 18.2 0.0 9.1 21.2 3.0 0.0

工業地域 8 0.0 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 75 1.3 44.0 8.0 17.3 12.0 6.7 6.7 1.3 2.7

山間地域 48 0.0 41.7 12.5 16.7 6.3 6.3 14.6 2.1 0.0

その他 10 0.0 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 0.0 0.0

東部地域 227 3.1 35.2 19.4 14.5 6.6 5.3 14.1 1.3 0.4

中部地域 200 3.0 37.5 12.0 17.5 8.0 9.5 10.5 1.0 1.0

西部地域 224 2.7 33.5 11.2 17.9 7.1 7.1 15.6 1.8 3.1

静岡市 124 3.2 40.3 11.3 16.1 7.3 9.7 9.7 1.6 0.8

浜松市 142 3.5 31.7 10.6 16.9 6.3 8.5 16.2 2.1 4.2

その他の市部 343 2.6 34.1 15.5 17.5 8.2 6.4 14.0 1.2 0.6

郡部 42 2.4 42.9 26.2 9.5 2.4 2.4 11.9 0.0 2.4

東部　市部 195 3.1 33.3 18.5 15.4 7.7 5.6 14.9 1.5 0.0

東部　郡部 32 3.1 46.9 25.0 9.4 0.0 3.1 9.4 0.0 3.1

中部　市部（静岡市を除く） 70 2.9 32.9 11.4 20.0 8.6 10.0 12.9 0.0 1.4

中部　郡部 6 0.0 33.3 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 78 1.3 37.2 11.5 20.5 9.0 5.1 12.8 1.3 1.3

西部　郡部 4 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、この１年間に行政機関の仕事

について、意見や要望を持ったり、不満

を感じたことがありますか。

あ

る

な

い

無

回

答

2,039 42.0 56.3 1.8

男性 930 46.3 52.3 1.4

女性 1,108 38.4 59.6 2.1

20代 147 32.0 66.0 2.0

30代 234 41.9 57.3 0.9

40代 308 46.1 52.6 1.3

50代 323 44.0 53.6 2.5

60代 509 47.9 50.9 1.2

70歳以上 518 35.3 62.2 2.5

60歳以上　計 1,027 41.6 56.6 1.9

20代 66 43.9 56.1 0.0

30代 108 42.6 55.6 1.9

40代 116 55.2 44.0 0.9

50代 164 43.9 54.9 1.2

60代 249 51.4 47.4 1.2

70歳以上 227 40.5 57.3 2.2

60歳以上　計 476 46.2 52.1 1.7

20代 81 22.2 74.1 3.7

30代 126 41.3 58.7 0.0

40代 192 40.6 57.8 1.6

50代 159 44.0 52.2 3.8

60代 260 44.6 54.2 1.2

70歳以上 290 31.4 65.9 2.8

60歳以上　計 550 37.6 60.4 2.0

未婚 267 38.6 60.3 1.1

既婚 1,483 44.1 54.4 1.5

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 35.4 61.4 3.2

子どもはいない 143 43.4 55.2 1.4

未就学児（小学校入学前） 109 39.4 58.7 1.8

小学生 107 39.3 60.7 0.0

中学生 67 34.3 64.2 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 39.7 58.6 1.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 55.3 44.7 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 43.0 54.9 2.1

独身期 154 35.7 63.0 1.3

家族形成期 148 39.9 58.1 2.0

家族成長前期 174 37.4 62.1 0.6

家族成長後期 130 48.5 50.8 0.8

家族成熟期 265 46.0 50.6 3.4

老齢期 1,027 41.6 56.6 1.9

その他 135 46.7 52.6 0.7
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（○は１つ）

あなたは、この１年間に行政機関の仕事

について、意見や要望を持ったり、不満

を感じたことがありますか。

あ

る

な

い

無

回

答

2,039 42.0 56.3 1.8

農林漁業(事業主・家族従業) 75 38.7 58.7 2.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 52.7 46.8 0.5

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 46.7 51.5 1.8

給与所得者　労務作業者 223 43.5 54.7 1.8

無職（収入あり・なし） 999 37.8 60.5 1.7

学生・その他 49 38.8 57.1 4.1

自営業（事業主・家族従業）小計 261 48.7 50.2 1.1

給与所得者小計 718 45.7 52.5 1.8

　　　10年未満 90 43.3 56.7 0.0

10年～20年未満 74 43.2 56.8 0.0

20年～30年未満 219 33.3 64.8 1.8

30年以上 1,640 43.0 55.0 2.0

生まれてからずっと 1,260 41.4 56.9 1.7

持家 1,699 42.0 56.2 1.8

持家以外 321 42.1 56.7 1.2

一戸建 1,686 42.0 56.5 1.5

一戸建以外 318 41.5 56.0 2.5

その他 16 56.3 43.8 0.0

利用できる 1,461 44.4 54.1 1.5

利用できない 474 36.1 61.4 2.5

わからない 84 34.5 64.3 1.2

利用する 1,112 46.1 52.3 1.5

利用しない 903 36.9 61.0 2.1

住宅地域 1,427 42.2 56.0 1.8

商業地域 127 40.9 55.9 3.1

工業地域 40 50.0 47.5 2.5

農漁業地域 244 41.4 58.2 0.4

山間地域 161 39.8 58.4 1.9

その他 19 52.6 47.4 0.0

東部地域 645 41.1 57.5 1.4

中部地域 670 43.4 54.6 1.9

西部地域 708 41.4 56.6 2.0

静岡市 415 41.4 56.4 2.2

浜松市 433 41.3 57.0 1.6

その他の市部 1,069 42.8 55.3 1.9

郡部 106 37.7 62.3 0.0

東部　市部 566 42.4 56.0 1.6

東部　郡部 79 31.6 68.4 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 46.0 52.3 1.7

中部　郡部 18 55.6 44.4 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 41.0 56.4 2.6

西部　郡部 9 55.6 44.4 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ５で「１　ある」に○をつけた方にお

伺いします。

それは、どの行政機関が担当する仕事で

すか。

県 市

・

町

国 わ

か

ら

な

い

無

回

答

856 33.1 48.6 39.7 5.6 0.1

男性 431 36.9 51.7 40.8 4.6 0.0

女性 425 29.2 45.4 38.6 6.6 0.2

20代 47 25.5 29.8 57.4 8.5 0.0

30代 98 28.6 41.8 49.0 6.1 0.0

40代 142 34.5 50.0 43.7 6.3 0.0

50代 142 34.5 46.5 38.7 7.7 0.7

60代 244 35.2 51.2 38.9 3.3 0.0

70歳以上 183 32.2 54.1 29.0 5.5 0.0

60歳以上　計 427 34.0 52.5 34.7 4.2 0.0

20代 29 24.1 20.7 62.1 6.9 0.0

30代 46 34.8 43.5 47.8 4.3 0.0

40代 64 40.6 62.5 48.4 4.7 0.0

50代 72 37.5 44.4 34.7 5.6 0.0

60代 128 36.7 55.5 40.6 3.1 0.0

70歳以上 92 39.1 58.7 30.4 5.4 0.0

60歳以上　計 220 37.7 56.8 36.4 4.1 0.0

20代 18 27.8 44.4 50.0 11.1 0.0

30代 52 23.1 40.4 50.0 7.7 0.0

40代 78 29.5 39.7 39.7 7.7 0.0

50代 70 31.4 48.6 42.9 10.0 1.4

60代 116 33.6 46.6 37.1 3.4 0.0

70歳以上 91 25.3 49.5 27.5 5.5 0.0

60歳以上　計 207 30.0 47.8 32.9 4.3 0.0

未婚 103 31.1 35.9 47.6 3.9 0.0

既婚 654 33.3 50.3 38.1 6.0 0.2

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 98 33.7 51.0 41.8 5.1 0.0

子どもはいない 62 29.0 51.6 51.6 1.6 0.0

未就学児（小学校入学前） 43 20.9 41.9 41.9 11.6 0.0

小学生 42 42.9 59.5 47.6 7.1 0.0

中学生 23 34.8 30.4 43.5 4.3 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 23 30.4 52.2 39.1 8.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 42 21.4 52.4 38.1 7.1 2.4

社会人（未就業を含む） 513 35.3 50.7 35.9 5.5 0.0

独身期 55 25.5 25.5 56.4 5.5 0.0

家族形成期 59 20.3 39.0 47.5 10.2 0.0

家族成長前期 65 40.0 49.2 46.2 6.2 0.0

家族成長後期 63 25.4 52.4 39.7 6.3 1.6

家族成熟期 122 36.9 45.1 40.2 9.8 0.0

老齢期 427 34.0 52.5 34.7 4.2 0.0

その他 63 38.1 52.4 44.4 1.6 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ５で「１　ある」に○をつけた方にお

伺いします。

それは、どの行政機関が担当する仕事で

すか。

県 市

・

町

国 わ

か

ら

な

い

無

回

答

856 33.1 48.6 39.7 5.6 0.1

農林漁業(事業主・家族従業) 29 48.3 55.2 24.1 3.4 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 98 33.7 54.1 42.9 2.0 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 231 35.9 42.9 44.6 5.6 0.0

給与所得者　労務作業者 97 35.1 50.5 38.1 8.2 0.0

無職（収入あり・なし） 378 29.9 49.7 36.2 6.3 0.3

学生・その他 19 15.8 42.1 57.9 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 127 37.0 54.3 38.6 2.4 0.0

給与所得者小計 328 35.7 45.1 42.7 6.4 0.0

　　　10年未満 39 28.2 51.3 38.5 10.3 0.0

10年～20年未満 32 37.5 43.8 37.5 6.3 0.0

20年～30年未満 73 28.8 38.4 57.5 4.1 0.0

30年以上 706 33.4 50.1 38.1 5.4 0.1

生まれてからずっと 522 31.4 48.3 38.9 5.9 0.2

持家 714 33.1 50.7 36.8 5.0 0.1

持家以外 135 31.9 40.0 55.6 8.1 0.0

一戸建 708 32.6 49.2 37.9 5.5 0.1

一戸建以外 132 33.3 48.5 47.7 6.1 0.0

その他 9 44.4 44.4 77.8 0.0 0.0

利用できる 648 31.9 46.9 41.7 5.9 0.2

利用できない 171 33.3 58.5 35.1 2.3 0.0

わからない 29 48.3 41.4 27.6 17.2 0.0

利用する 513 33.7 47.6 42.5 5.1 0.2

利用しない 333 30.9 51.7 35.7 6.3 0.0

住宅地域 602 33.4 46.3 41.2 5.1 0.2

商業地域 52 40.4 50.0 38.5 3.8 0.0

工業地域 20 45.0 25.0 50.0 5.0 0.0

農漁業地域 101 31.7 56.4 43.6 5.9 0.0

山間地域 64 25.0 68.8 17.2 7.8 0.0

その他 10 0.0 50.0 50.0 20.0 0.0

東部地域 265 34.3 57.0 33.6 3.8 0.4

中部地域 291 34.4 45.0 37.1 6.2 0.0

西部地域 293 30.0 45.7 48.1 6.5 0.0

静岡市 172 34.3 40.1 44.2 5.2 0.0

浜松市 179 28.5 48.6 45.3 6.7 0.0

その他の市部 458 33.2 51.5 35.4 5.7 0.2

郡部 40 42.5 60.0 47.5 0.0 0.0

東部　市部 240 34.6 56.3 31.7 4.2 0.4

東部　郡部 25 32.0 64.0 52.0 0.0 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 109 31.2 51.4 26.6 8.3 0.0

中部　郡部 10 70.0 60.0 30.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 109 32.1 41.3 52.3 6.4 0.0

西部　郡部 5 40.0 40.0 60.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ１で「１　県」に○をつけた方にお伺

いします。

それでは、そのことを県に伝えました

か。

伝

え

た

伝

え

な

か
っ

た

無

回

答

283 14.5 84.8 0.7

男性 159 18.2 81.1 0.6

女性 124 9.7 89.5 0.8

20代 12 16.7 83.3 0.0

30代 28 3.6 96.4 0.0

40代 49 14.3 85.7 0.0

50代 49 14.3 85.7 0.0

60代 86 14.0 84.9 1.2

70歳以上 59 20.3 78.0 1.7

60歳以上　計 145 16.6 82.1 1.4

20代 7 14.3 85.7 0.0

30代 16 0.0 100.0 0.0

40代 26 19.2 80.8 0.0

50代 27 25.9 74.1 0.0

60代 47 14.9 85.1 0.0

70歳以上 36 25.0 72.2 2.8

60歳以上　計 83 19.3 79.5 1.2

20代 5 20.0 80.0 0.0

30代 12 8.3 91.7 0.0

40代 23 8.7 91.3 0.0

50代 22 0.0 100.0 0.0

60代 39 12.8 84.6 2.6

70歳以上 23 13.0 87.0 0.0

60歳以上　計 62 12.9 85.5 1.6

未婚 32 21.9 78.1 0.0

既婚 218 12.8 86.7 0.5

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 33 18.2 78.8 3.0

子どもはいない 18 11.1 88.9 0.0

未就学児（小学校入学前） 9 0.0 100.0 0.0

小学生 18 11.1 88.9 0.0

中学生 8 37.5 62.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 7 0.0 100.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 9 33.3 66.7 0.0

社会人（未就業を含む） 181 13.3 85.6 1.1

独身期 14 14.3 85.7 0.0

家族形成期 12 0.0 100.0 0.0

家族成長前期 26 19.2 80.8 0.0

家族成長後期 16 18.8 81.3 0.0

家族成熟期 45 4.4 95.6 0.0

老齢期 145 16.6 82.1 1.4

その他 24 20.8 79.2 0.0
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（○は１つ）

SQ１で「１　県」に○をつけた方にお伺

いします。

それでは、そのことを県に伝えました

か。

伝

え

た

伝

え

な

か
っ

た

無

回

答

283 14.5 84.8 0.7

農林漁業(事業主・家族従業) 14 35.7 57.1 7.1

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 33 24.2 75.8 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 83 8.4 91.6 0.0

給与所得者　労務作業者 34 14.7 85.3 0.0

無職（収入あり・なし） 113 14.2 85.0 0.9

学生・その他 3 0.0 100.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 47 27.7 70.2 2.1

給与所得者小計 117 10.3 89.7 0.0

　　　10年未満 11 9.1 90.9 0.0

10年～20年未満 12 0.0 100.0 0.0

20年～30年未満 21 23.8 76.2 0.0

30年以上 236 14.8 84.3 0.8

生まれてからずっと 164 17.7 81.1 1.2

持家 236 14.4 84.7 0.8

持家以外 43 16.3 83.7 0.0

一戸建 231 16.0 83.1 0.9

一戸建以外 44 9.1 90.9 0.0

その他 4 0.0 100.0 0.0

利用できる 207 15.5 84.5 0.0

利用できない 57 5.3 93.0 1.8

わからない 14 28.6 64.3 7.1

利用する 173 16.2 83.8 0.0

利用しない 103 10.7 87.4 1.9

住宅地域 201 11.9 87.6 0.5

商業地域 21 19.0 81.0 0.0

工業地域 9 11.1 88.9 0.0

農漁業地域 32 21.9 75.0 3.1

山間地域 16 25.0 75.0 0.0

その他 0

東部地域 91 15.4 84.6 0.0

中部地域 100 13.0 85.0 2.0

西部地域 88 15.9 84.1 0.0

静岡市 59 6.8 89.8 3.4

浜松市 51 17.6 82.4 0.0

その他の市部 152 15.8 84.2 0.0

郡部 17 23.5 76.5 0.0

東部　市部 83 13.3 86.7 0.0

東部　郡部 8 37.5 62.5 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 34 23.5 76.5 0.0

中部　郡部 7 14.3 85.7 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 35 14.3 85.7 0.0

西部　郡部 2 0.0 100.0 0.0
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（○はいくつでも）

SQ２で「１　伝えた」に○をつけた方に

お伺いします。

どのような手段で伝えましたか。

（注１）「県民のこえ意見箱」には意見

を記載するための用紙と県宛の料金受取

人払封筒を用意。県庁・出先機関・市町

庁舎など県下104箇所に設置。

（注２） 行政が政策の立案などを行おう

とする際に、その案を公表し広く意見や

情報を提出する機会を設けること。県で

は、主要な計画や条例などを定める場合

などに実施。

県

庁

や

県

の

出

先

機

関

の

窓

口

に

出

向

い

た

り
、

職

員

の

訪

問

を

受

け

て

直

接

職

員

に

伝

え

た

電

話

を

か

け

て

伝

え

た

手

紙
、

電

子

メ
ー

ル
、

フ
ァ

ク

シ

ミ

リ

で

伝

え

た

県

民

の

こ

え

意

見

箱
（

注

１
）

を

利

用

し

て

伝

え

た

県

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

か

ら

投

稿

し

て

伝

え

た

パ

ブ

リ
ッ

ク

コ

メ

ン

ト

制

度
（

注

２
）

へ

の

意

見

提

出

を

通

じ

て

県

が

実

施

し

た

県

政

に

関

す

る

ア

ン

ケ
ー

ト

調

査

な

ど

へ

の

回

答

を

通

じ

て

県

議

会

議

員

を

通

じ

て

41 12.2 17.1 12.2 0.0 4.9 4.9 9.8 22.0

男性 29 13.8 17.2 13.8 0.0 3.4 6.9 0.0 20.7

女性 12 8.3 16.7 8.3 0.0 8.3 0.0 33.3 25.0

20代 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

40代 7 0.0 28.6 28.6 0.0 14.3 28.6 28.6 28.6

50代 7 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6

60代 12 16.7 8.3 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7 33.3

70歳以上 12 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3

60歳以上　計 24 16.7 12.5 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 20.8

20代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 0

40代 5 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0

50代 7 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6

60代 7 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 42.9

70歳以上 9 11.1 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

60歳以上　計 16 18.8 12.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

20代 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

40代 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

50代 0

60代 5 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0

70歳以上 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60歳以上　計 8 12.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 25.0 12.5

未婚 7 0.0 42.9 28.6 0.0 14.3 0.0 28.6 28.6

既婚 28 10.7 14.3 10.7 0.0 3.6 0.0 7.1 25.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 6 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

子どもはいない 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

未就学児（小学校入学前） 0

小学生 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

中学生 3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 66.7

高校生・予備校生・大学受験生 0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 24 12.5 12.5 4.2 0.0 0.0 0.0 8.3 20.8

独身期 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家族形成期 0

家族成長前期 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 40.0

家族成長後期 3 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家族成熟期 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老齢期 24 16.7 12.5 8.3 0.0 0.0 0.0 8.3 20.8

その他 5 0.0 40.0 40.0 0.0 20.0 0.0 40.0 40.0
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（○はいくつでも）

SQ２で「１　伝えた」に○をつけた方に

お伺いします。

どのような手段で伝えましたか。

（注１）「県民のこえ意見箱」には意見

を記載するための用紙と県宛の料金受取

人払封筒を用意。県庁・出先機関・市町

庁舎など県下104箇所に設置。

（注２） 行政が政策の立案などを行おう

とする際に、その案を公表し広く意見や

情報を提出する機会を設けること。県で

は、主要な計画や条例などを定める場合

などに実施。

県

庁

や

県

の

出

先

機

関

の

窓

口

に

出

向

い

た

り
、

職

員

の

訪

問

を

受

け

て

直

接

職

員

に

伝

え

た

電

話

を

か

け

て

伝

え

た

手

紙
、

電

子

メ
ー

ル
、

フ
ァ

ク

シ

ミ

リ

で

伝

え

た

県

民

の

こ

え

意

見

箱
（

注

１
）

を

利

用

し

て

伝

え

た

県

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

か

ら

投

稿

し

て

伝

え

た

パ

ブ

リ
ッ

ク

コ

メ

ン

ト

制

度
（

注

２
）

へ

の

意

見

提

出

を

通

じ

て

県

が

実

施

し

た

県

政

に

関

す

る

ア

ン

ケ
ー

ト

調

査

な

ど

へ

の

回

答

を

通

じ

て

県

議

会

議

員

を

通

じ

て

41 12.2 17.1 12.2 0.0 4.9 4.9 9.8 22.0

農林漁業(事業主・家族従業) 5 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 8 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5

給与所得者　管理・専門技術・事務職 7 14.3 28.6 28.6 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6

給与所得者　労務作業者 5 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 60.0

無職（収入あり・なし） 16 12.5 18.8 12.5 0.0 6.3 0.0 12.5 6.3

学生・その他 0

自営業（事業主・家族従業）小計 13 15.4 7.7 0.0 0.0 0.0 15.4 0.0 23.1

給与所得者小計 12 8.3 25.0 25.0 0.0 8.3 0.0 16.7 41.7

　　　10年未満 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10年～20年未満 0

20年～30年未満 5 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30年以上 35 11.4 17.1 11.4 0.0 5.7 5.7 11.4 25.7

生まれてからずっと 29 13.8 20.7 13.8 0.0 6.9 0.0 13.8 24.1

持家 34 11.8 17.6 14.7 0.0 5.9 0.0 11.8 20.6

持家以外 7 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 28.6

一戸建 37 13.5 16.2 13.5 0.0 5.4 0.0 10.8 24.3

一戸建以外 4 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

その他 0

利用できる 32 9.4 18.8 12.5 0.0 6.3 6.3 6.3 25.0

利用できない 3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

わからない 4 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

利用する 28 7.1 14.3 14.3 0.0 7.1 7.1 7.1 28.6

利用しない 11 27.3 27.3 9.1 0.0 0.0 0.0 18.2 9.1

住宅地域 24 4.2 16.7 16.7 0.0 8.3 8.3 12.5 20.8

商業地域 4 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

工業地域 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

農漁業地域 7 28.6 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6

山間地域 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

その他 0

東部地域 14 0.0 7.1 28.6 0.0 7.1 0.0 7.1 35.7

中部地域 13 15.4 15.4 0.0 0.0 7.7 0.0 23.1 23.1

西部地域 14 21.4 28.6 7.1 0.0 0.0 14.3 0.0 7.1

静岡市 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

浜松市 9 11.1 44.4 11.1 0.0 0.0 22.2 0.0 11.1

その他の市部 24 12.5 8.3 12.5 0.0 8.3 0.0 16.7 25.0

郡部 4 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

東部　市部 11 0.0 0.0 27.3 0.0 9.1 0.0 9.1 36.4

東部　郡部 3 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

中部　市部（静岡市を除く） 8 12.5 25.0 0.0 0.0 12.5 0.0 37.5 25.0

中部　郡部 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西部　郡部 0
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（○はいくつでも）

SQ２で「１　伝えた」に○をつけた方に

お伺いします。

どのような手段で伝えましたか。

（注１）「県民のこえ意見箱」には意見

を記載するための用紙と県宛の料金受取

人払封筒を用意。県庁・出先機関・市町

庁舎など県下104箇所に設置。

（注２） 行政が政策の立案などを行おう

とする際に、その案を公表し広く意見や

情報を提出する機会を設けること。県で

は、主要な計画や条例などを定める場合

などに実施。

イ

ベ

ン

ト

や

会

議

な

ど

へ

の

参

加

を

通

じ

て

民

間

が

実

施

し

た

調

査

や

署

名

活

動

な

ど

を

通

じ

て

町

内

会

・

自

治

会
、

地

元

の

有

力

者

な

ど

を

通

じ

て

市

役

所

・

町

役

場
、

国

の

機

関

な

ど

を

通

じ

て

新

聞

や

テ

レ

ビ

な

ど

へ

の

投

書

を

通

じ

て

そ

の

他

無

回

答

41 14.6 9.8 14.6 17.1 7.3 2.4 0.0

男性 29 20.7 6.9 17.2 17.2 6.9 3.4 0.0

女性 12 0.0 16.7 8.3 16.7 8.3 0.0 0.0

20代 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

30代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40代 7 28.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 7 28.6 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

60代 12 16.7 25.0 25.0 16.7 0.0 0.0 0.0

70歳以上 12 0.0 8.3 25.0 25.0 25.0 8.3 0.0

60歳以上　計 24 8.3 16.7 25.0 20.8 12.5 4.2 0.0

20代 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

30代 0

40代 5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 7 28.6 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

60代 7 28.6 14.3 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0

70歳以上 9 0.0 11.1 33.3 22.2 22.2 11.1 0.0

60歳以上　計 16 12.5 12.5 31.3 18.8 12.5 6.3 0.0

20代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40代 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 0

60代 5 0.0 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

70歳以上 3 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0

60歳以上　計 8 0.0 25.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0

未婚 7 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

既婚 28 14.3 14.3 21.4 21.4 3.6 3.6 0.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 6 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

子どもはいない 2 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0

未就学児（小学校入学前） 0

小学生 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中学生 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 24 16.7 16.7 20.8 20.8 12.5 4.2 0.0

独身期 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

家族形成期 0

家族成長前期 5 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

家族成長後期 3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

家族成熟期 2 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

老齢期 24 8.3 16.7 25.0 20.8 12.5 4.2 0.0

その他 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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年

代
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（○はいくつでも）

SQ２で「１　伝えた」に○をつけた方に

お伺いします。

どのような手段で伝えましたか。

（注１）「県民のこえ意見箱」には意見

を記載するための用紙と県宛の料金受取

人払封筒を用意。県庁・出先機関・市町

庁舎など県下104箇所に設置。

（注２） 行政が政策の立案などを行おう

とする際に、その案を公表し広く意見や

情報を提出する機会を設けること。県で

は、主要な計画や条例などを定める場合

などに実施。

イ

ベ

ン

ト

や

会

議

な

ど

へ

の

参

加

を

通

じ

て

民

間

が

実

施

し

た

調

査

や

署

名

活

動

な

ど

を

通

じ

て

町

内

会

・

自

治

会
、

地

元

の

有

力

者

な

ど

を

通

じ

て

市

役

所

・

町

役

場
、

国

の

機

関

な

ど

を

通

じ

て

新

聞

や

テ

レ

ビ

な

ど

へ

の

投

書

を

通

じ

て

そ

の

他

無

回

答

41 14.6 9.8 14.6 17.1 7.3 2.4 0.0

農林漁業(事業主・家族従業) 5 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 0.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 8 62.5 25.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 7 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 0.0

給与所得者　労務作業者 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無職（収入あり・なし） 16 6.3 12.5 31.3 18.8 6.3 6.3 0.0

学生・その他 0

自営業（事業主・家族従業）小計 13 38.5 15.4 7.7 23.1 15.4 0.0 0.0

給与所得者小計 12 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0

　　　10年未満 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

10年～20年未満 0

20年～30年未満 5 40.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

30年以上 35 11.4 11.4 14.3 14.3 8.6 2.9 0.0

生まれてからずっと 29 6.9 6.9 13.8 17.2 10.3 0.0 0.0

持家 34 11.8 11.8 17.6 14.7 8.8 2.9 0.0

持家以外 7 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0 0.0 0.0

一戸建 37 10.8 10.8 16.2 16.2 8.1 2.7 0.0

一戸建以外 4 50.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

その他 0

利用できる 32 18.8 12.5 12.5 15.6 3.1 3.1 0.0

利用できない 3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0

わからない 4 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

利用する 28 21.4 14.3 14.3 10.7 0.0 3.6 0.0

利用しない 11 0.0 0.0 18.2 36.4 9.1 0.0 0.0

住宅地域 24 16.7 12.5 12.5 16.7 4.2 4.2 0.0

商業地域 4 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

工業地域 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 7 14.3 0.0 28.6 14.3 0.0 0.0 0.0

山間地域 4 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0

その他 0

東部地域 14 7.1 21.4 21.4 14.3 0.0 7.1 0.0

中部地域 13 15.4 7.7 7.7 15.4 7.7 0.0 0.0

西部地域 14 21.4 0.0 14.3 21.4 14.3 0.0 0.0

静岡市 4 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

浜松市 9 33.3 0.0 11.1 22.2 0.0 0.0 0.0

その他の市部 24 4.2 12.5 20.8 12.5 8.3 4.2 0.0

郡部 4 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

東部　市部 11 9.1 27.3 27.3 9.1 0.0 9.1 0.0

東部　郡部 3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 8 0.0 0.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0

中部　郡部 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 5 0.0 0.0 20.0 20.0 40.0 0.0 0.0

西部　郡部 0

周

辺

環

境

居

住

地

地

域

市

・

郡

地

域

×

市

・

郡

イ

ン

タ
ー

　

　

ネ
ッ

ト

普

及

利

用

居

住

年

数

住

居

形

態

所

有

形

態

全　　　　　県

本

人

具

体

的

職

業

職

業

小

計

ＳＱ３

調

査

数



平成 25年度 県政世論調査 数表 

 - 35 - 

 

 

 

（○は１つ）

SQ２で「２　伝えなかった」に○をつけ

た方にお伺いします。

意見や要望及び不満があっても、県に伝

えなかった主な理由はなんですか。あな

たのお考えに一番近いものを選んでくだ

さい。

伝

え

る

ほ

ど

の

内

容

で

は

な

い

と

思
っ

た

か

ら

伝

え

て

も

無

駄

だ

と

思
っ

た
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ら

伝

え

る

方

法

を

知

ら

な

か
っ

た

か

ら 同
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考

え

を

持

つ

人

が

伝

え

て

く

れ
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（
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え
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れ

た
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に
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た
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ど

う

だ
っ

た

か

ら

240 4.2 53.3 10.8 3.3 10.8 1.7 2.1 4.2

男性 129 4.7 52.7 10.1 3.1 11.6 2.3 0.8 6.2

女性 111 3.6 54.1 11.7 3.6 9.9 0.9 3.6 1.8

20代 10 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0

30代 27 0.0 59.3 3.7 7.4 3.7 3.7 3.7 7.4

40代 42 9.5 59.5 14.3 2.4 2.4 2.4 2.4 0.0

50代 42 2.4 52.4 16.7 0.0 11.9 0.0 4.8 0.0

60代 73 2.7 45.2 15.1 2.7 15.1 1.4 1.4 8.2

70歳以上 46 6.5 50.0 2.2 6.5 17.4 0.0 0.0 4.3

60歳以上　計 119 4.2 47.1 10.1 4.2 16.0 0.8 0.8 6.7

20代 6 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

30代 16 0.0 43.8 6.3 12.5 6.3 6.3 6.3 6.3

40代 21 9.5 61.9 19.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0

50代 20 5.0 55.0 15.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0

60代 40 2.5 45.0 12.5 0.0 17.5 0.0 0.0 12.5

70歳以上 26 7.7 53.8 0.0 7.7 11.5 0.0 0.0 7.7

60歳以上　計 66 4.5 48.5 7.6 3.0 15.2 0.0 0.0 10.6

20代 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 11 0.0 81.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1

40代 21 9.5 57.1 9.5 4.8 4.8 0.0 4.8 0.0

50代 22 0.0 50.0 18.2 0.0 4.5 0.0 9.1 0.0

60代 33 3.0 45.5 18.2 6.1 12.1 3.0 3.0 3.0

70歳以上 20 5.0 45.0 5.0 5.0 25.0 0.0 0.0 0.0

60歳以上　計 53 3.8 45.3 13.2 5.7 17.0 1.9 1.9 1.9

未婚 25 8.0 48.0 12.0 8.0 8.0 4.0 0.0 0.0

既婚 189 3.2 54.0 11.1 2.1 11.1 1.6 2.1 5.3

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 26 7.7 53.8 7.7 7.7 11.5 0.0 3.8 0.0

子どもはいない 16 0.0 43.8 6.3 0.0 31.3 0.0 6.3 6.3

未就学児（小学校入学前） 9 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1

小学生 16 0.0 68.8 0.0 0.0 6.3 6.3 0.0 6.3

中学生 5 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 7 0.0 85.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 6 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0

社会人（未就業を含む） 155 3.9 50.3 12.9 3.9 11.0 0.6 1.9 4.5

独身期 12 0.0 58.3 8.3 16.7 0.0 8.3 0.0 0.0

家族形成期 12 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3

家族成長前期 21 4.8 66.7 4.8 0.0 4.8 4.8 0.0 4.8

家族成長後期 13 7.7 61.5 7.7 0.0 7.7 7.7 7.7 0.0

家族成熟期 43 2.3 55.8 18.6 2.3 4.7 0.0 4.7 0.0

老齢期 119 4.2 47.1 10.1 4.2 16.0 0.8 0.8 6.7

その他 19 10.5 47.4 15.8 0.0 15.8 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ２で「２　伝えなかった」に○をつけ

た方にお伺いします。

意見や要望及び不満があっても、県に伝

えなかった主な理由はなんですか。あな

たのお考えに一番近いものを選んでくだ

さい。

伝

え

る

ほ

ど

の

内

容

で

は

な
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と

思
っ

た
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（
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か
っ

た

か

ら

め

ん

ど

う

だ
っ

た

か

ら

240 4.2 53.3 10.8 3.3 10.8 1.7 2.1 4.2

農林漁業(事業主・家族従業) 8 0.0 25.0 12.5 0.0 12.5 0.0 0.0 12.5

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 25 8.0 32.0 16.0 8.0 12.0 4.0 4.0 8.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 76 3.9 67.1 9.2 0.0 6.6 1.3 2.6 2.6

給与所得者　労務作業者 29 0.0 48.3 13.8 3.4 6.9 6.9 3.4 3.4

無職（収入あり・なし） 96 5.2 52.1 8.3 5.2 14.6 0.0 1.0 4.2

学生・その他 3 0.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 33 6.1 30.3 15.2 6.1 12.1 3.0 3.0 9.1

給与所得者小計 105 2.9 61.9 10.5 1.0 6.7 2.9 2.9 2.9

　　　10年未満 10 0.0 50.0 20.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0

10年～20年未満 12 0.0 50.0 8.3 0.0 8.3 16.7 8.3 0.0

20年～30年未満 16 0.0 81.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30年以上 199 5.0 50.8 11.1 4.0 12.6 1.0 1.5 4.5

生まれてからずっと 133 4.5 56.4 10.5 4.5 12.0 0.0 0.8 3.0

持家 200 4.5 54.5 10.5 3.0 10.5 1.5 1.5 4.0

持家以外 36 2.8 41.7 13.9 5.6 13.9 2.8 5.6 5.6

一戸建 192 4.7 52.6 10.9 3.6 12.0 1.6 1.6 4.2

一戸建以外 40 2.5 55.0 10.0 0.0 7.5 2.5 5.0 2.5

その他 4 0.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0

利用できる 175 3.4 57.1 12.0 2.9 9.7 2.3 2.9 2.3

利用できない 53 5.7 39.6 9.4 5.7 15.1 0.0 0.0 11.3

わからない 9 11.1 44.4 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0

利用する 145 3.4 57.2 13.1 2.8 8.3 2.8 2.8 2.8

利用しない 90 5.6 46.7 7.8 4.4 13.3 0.0 1.1 6.7

住宅地域 176 5.1 52.3 11.9 4.0 9.1 1.7 2.8 3.4

商業地域 17 5.9 58.8 11.8 0.0 11.8 0.0 0.0 11.8

工業地域 8 0.0 37.5 0.0 0.0 37.5 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 24 0.0 54.2 8.3 4.2 12.5 0.0 0.0 8.3

山間地域 12 0.0 58.3 8.3 0.0 16.7 8.3 0.0 0.0

その他 0

東部地域 77 0.0 53.2 9.1 6.5 10.4 2.6 1.3 6.5

中部地域 85 4.7 57.6 8.2 1.2 11.8 2.4 3.5 3.5

西部地域 74 8.1 47.3 16.2 2.7 9.5 0.0 1.4 2.7

静岡市 53 3.8 47.2 11.3 1.9 11.3 1.9 5.7 5.7

浜松市 42 11.9 50.0 14.3 4.8 11.9 0.0 2.4 2.4

その他の市部 128 2.3 54.7 10.9 3.1 10.2 1.6 0.0 4.7

郡部 13 0.0 69.2 0.0 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0

東部　市部 72 0.0 52.8 9.7 5.6 11.1 2.8 0.0 6.9

東部　郡部 5 0.0 60.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 26 7.7 73.1 3.8 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0

中部　郡部 6 0.0 83.3 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 30 3.3 43.3 20.0 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3

西部　郡部 2 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ２で「２　伝えなかった」に○をつけ

た方にお伺いします。

意見や要望及び不満があっても、県に伝

えなかった主な理由はなんですか。あな

たのお考えに一番近いものを選んでくだ

さい。

な

ん

と

な

く
、

特

に

理

由

は

な

い

そ

の

他

無

回

答

240 7.1 1.7 0.8

男性 129 6.2 1.6 0.8

女性 111 8.1 1.8 0.9

20代 10 0.0 0.0 0.0

30代 27 11.1 0.0 0.0

40代 42 7.1 0.0 0.0

50代 42 9.5 0.0 2.4

60代 73 4.1 4.1 0.0

70歳以上 46 8.7 2.2 2.2

60歳以上　計 119 5.9 3.4 0.8

20代 6 0.0 0.0 0.0

30代 16 12.5 0.0 0.0

40代 21 4.8 0.0 0.0

50代 20 5.0 0.0 0.0

60代 40 5.0 5.0 0.0

70歳以上 26 7.7 0.0 3.8

60歳以上　計 66 6.1 3.0 1.5

20代 4 0.0 0.0 0.0

30代 11 9.1 0.0 0.0

40代 21 9.5 0.0 0.0

50代 22 13.6 0.0 4.5

60代 33 3.0 3.0 0.0

70歳以上 20 10.0 5.0 0.0

60歳以上　計 53 5.7 3.8 0.0

未婚 25 12.0 0.0 0.0

既婚 189 7.4 1.6 0.5

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 26 0.0 3.8 3.8

子どもはいない 16 6.3 0.0 0.0

未就学児（小学校入学前） 9 0.0 0.0 0.0

小学生 16 12.5 0.0 0.0

中学生 5 0.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 7 0.0 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 6 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 155 7.1 2.6 1.3

独身期 12 8.3 0.0 0.0

家族形成期 12 8.3 0.0 0.0

家族成長前期 21 9.5 0.0 0.0

家族成長後期 13 0.0 0.0 0.0

家族成熟期 43 9.3 0.0 2.3

老齢期 119 5.9 3.4 0.8

その他 19 10.5 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ２で「２　伝えなかった」に○をつけ

た方にお伺いします。

意見や要望及び不満があっても、県に伝

えなかった主な理由はなんですか。あな

たのお考えに一番近いものを選んでくだ

さい。

な

ん

と

な

く
、

特

に

理

由

は

な

い

そ

の

他

無

回

答

240 7.1 1.7 0.8

農林漁業(事業主・家族従業) 8 37.5 0.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 25 4.0 4.0 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 76 6.6 0.0 0.0

給与所得者　労務作業者 29 6.9 6.9 0.0

無職（収入あり・なし） 96 6.3 1.0 2.1

学生・その他 3 0.0 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 33 12.1 3.0 0.0

給与所得者小計 105 6.7 1.9 0.0

　　　10年未満 10 0.0 10.0 0.0

10年～20年未満 12 8.3 0.0 0.0

20年～30年未満 16 12.5 0.0 0.0

30年以上 199 7.0 1.5 1.0

生まれてからずっと 133 6.0 0.8 1.5

持家 200 7.5 2.0 0.5

持家以外 36 5.6 0.0 2.8

一戸建 192 6.8 1.6 0.5

一戸建以外 40 10.0 2.5 2.5

その他 4 0.0 0.0 0.0

利用できる 175 6.3 0.6 0.6

利用できない 53 11.3 1.9 0.0

わからない 9 0.0 22.2 11.1

利用する 145 6.2 0.0 0.7

利用しない 90 8.9 4.4 1.1

住宅地域 176 7.4 2.3 0.0

商業地域 17 0.0 0.0 0.0

工業地域 8 0.0 0.0 25.0

農漁業地域 24 12.5 0.0 0.0

山間地域 12 8.3 0.0 0.0

その他 0

東部地域 77 7.8 1.3 1.3

中部地域 85 5.9 0.0 1.2

西部地域 74 8.1 4.1 0.0

静岡市 53 9.4 0.0 1.9

浜松市 42 2.4 0.0 0.0

その他の市部 128 8.6 3.1 0.8

郡部 13 0.0 0.0 0.0

東部　市部 72 8.3 1.4 1.4

東部　郡部 5 0.0 0.0 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 26 0.0 0.0 0.0

中部　郡部 6 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 30 16.7 10.0 0.0

西部　郡部 2 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ４で「２　伝えても無駄だと思ったか

ら」に○をつけた方にお伺いします。

どうしてそのように思ったのですか。あ

なたのお考えに一番近いものを選んでく

ださい。
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は
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そ

の

他

無

回
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128 10.2 28.9 8.6 20.3 5.5 21.1 5.5 0.0

男性 68 7.4 25.0 11.8 22.1 5.9 20.6 7.4 0.0

女性 60 13.3 33.3 5.0 18.3 5.0 21.7 3.3 0.0

20代 9 11.1 11.1 11.1 22.2 11.1 33.3 0.0 0.0

30代 16 18.8 12.5 0.0 18.8 6.3 37.5 6.3 0.0

40代 25 0.0 20.0 16.0 40.0 4.0 20.0 0.0 0.0

50代 22 18.2 50.0 4.5 9.1 0.0 9.1 9.1 0.0

60代 33 9.1 36.4 9.1 24.2 6.1 12.1 3.0 0.0

70歳以上 23 8.7 26.1 8.7 4.3 8.7 30.4 13.0 0.0

60歳以上　計 56 8.9 32.1 8.9 16.1 7.1 19.6 7.1 0.0

20代 5 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0

30代 7 0.0 14.3 0.0 42.9 14.3 14.3 14.3 0.0

40代 13 0.0 15.4 30.8 38.5 0.0 15.4 0.0 0.0

50代 11 18.2 45.5 0.0 18.2 0.0 9.1 9.1 0.0

60代 18 5.6 27.8 16.7 16.7 5.6 22.2 5.6 0.0

70歳以上 14 7.1 21.4 7.1 7.1 14.3 28.6 14.3 0.0

60歳以上　計 32 6.3 25.0 12.5 12.5 9.4 25.0 9.4 0.0

20代 4 0.0 0.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0

30代 9 33.3 11.1 0.0 0.0 0.0 55.6 0.0 0.0

40代 12 0.0 25.0 0.0 41.7 8.3 25.0 0.0 0.0

50代 11 18.2 54.5 9.1 0.0 0.0 9.1 9.1 0.0

60代 15 13.3 46.7 0.0 33.3 6.7 0.0 0.0 0.0

70歳以上 9 11.1 33.3 11.1 0.0 0.0 33.3 11.1 0.0

60歳以上　計 24 12.5 41.7 4.2 20.8 4.2 12.5 4.2 0.0

未婚 12 8.3 16.7 8.3 33.3 8.3 25.0 0.0 0.0

既婚 102 11.8 27.5 9.8 19.6 5.9 20.6 4.9 0.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 14 0.0 50.0 0.0 14.3 0.0 21.4 14.3 0.0

子どもはいない 7 28.6 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0

未就学児（小学校入学前） 8 0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 50.0 0.0 0.0

小学生 11 9.1 36.4 9.1 9.1 0.0 27.3 9.1 0.0

中学生 3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 6 0.0 0.0 16.7 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 78 10.3 34.6 9.0 15.4 5.1 17.9 7.7 0.0

独身期 7 14.3 0.0 14.3 14.3 14.3 42.9 0.0 0.0

家族形成期 9 0.0 22.2 0.0 22.2 11.1 44.4 0.0 0.0

家族成長前期 14 7.1 28.6 7.1 21.4 0.0 28.6 7.1 0.0

家族成長後期 8 12.5 12.5 12.5 37.5 12.5 12.5 0.0 0.0

家族成熟期 24 12.5 41.7 12.5 12.5 0.0 12.5 8.3 0.0

老齢期 56 8.9 32.1 8.9 16.1 7.1 19.6 7.1 0.0

その他 9 22.2 22.2 0.0 44.4 0.0 11.1 0.0 0.0
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（○は１つ）

SQ４で「２　伝えても無駄だと思ったか

ら」に○をつけた方にお伺いします。

どうしてそのように思ったのですか。あ

なたのお考えに一番近いものを選んでく

ださい。
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128 10.2 28.9 8.6 20.3 5.5 21.1 5.5 0.0

農林漁業(事業主・家族従業) 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 8 0.0 37.5 12.5 0.0 12.5 12.5 25.0 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 51 7.8 45.1 2.0 15.7 0.0 25.5 3.9 0.0

給与所得者　労務作業者 14 21.4 7.1 28.6 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0

無職（収入あり・なし） 50 12.0 20.0 8.0 26.0 8.0 20.0 6.0 0.0

学生・その他 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 10 0.0 30.0 10.0 0.0 30.0 10.0 20.0 0.0

給与所得者小計 65 10.8 36.9 7.7 18.5 0.0 23.1 3.1 0.0

　　　10年未満 5 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0

10年～20年未満 6 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

20年～30年未満 13 0.0 23.1 0.0 23.1 7.7 38.5 7.7 0.0

30年以上 101 8.9 32.7 8.9 21.8 5.9 18.8 3.0 0.0

生まれてからずっと 75 6.7 33.3 8.0 24.0 6.7 17.3 4.0 0.0

持家 109 10.1 30.3 9.2 19.3 6.4 21.1 3.7 0.0

持家以外 15 13.3 20.0 6.7 26.7 0.0 26.7 6.7 0.0

一戸建 101 10.9 29.7 7.9 20.8 5.9 20.8 4.0 0.0

一戸建以外 22 9.1 27.3 13.6 13.6 4.5 27.3 4.5 0.0

その他 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

利用できる 100 9.0 29.0 6.0 21.0 6.0 24.0 5.0 0.0

利用できない 21 9.5 33.3 19.0 23.8 4.8 9.5 0.0 0.0

わからない 4 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0

利用する 83 7.2 30.1 6.0 22.9 4.8 24.1 4.8 0.0

利用しない 42 16.7 26.2 14.3 16.7 7.1 16.7 2.4 0.0

住宅地域 92 8.7 31.5 7.6 21.7 6.5 20.7 3.3 0.0

商業地域 10 10.0 40.0 20.0 10.0 0.0 20.0 0.0 0.0

工業地域 3 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

農漁業地域 13 0.0 23.1 0.0 30.8 7.7 23.1 15.4 0.0

山間地域 7 57.1 0.0 0.0 14.3 0.0 28.6 0.0 0.0

その他 0

東部地域 41 4.9 36.6 12.2 19.5 2.4 19.5 4.9 0.0

中部地域 49 10.2 26.5 4.1 22.4 8.2 26.5 2.0 0.0

西部地域 35 17.1 22.9 11.4 20.0 5.7 17.1 5.7 0.0

静岡市 25 20.0 28.0 0.0 20.0 8.0 20.0 4.0 0.0

浜松市 21 14.3 28.6 9.5 9.5 9.5 19.0 9.5 0.0

その他の市部 70 7.1 27.1 12.9 22.9 4.3 24.3 1.4 0.0

郡部 9 0.0 44.4 0.0 33.3 0.0 11.1 11.1 0.0

東部　市部 38 5.3 34.2 13.2 21.1 2.6 21.1 2.6 0.0

東部　郡部 3 0.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 19 0.0 21.1 10.5 15.8 10.5 42.1 0.0 0.0

中部　郡部 5 0.0 40.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 13 23.1 15.4 15.4 38.5 0.0 7.7 0.0 0.0

西部　郡部 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【県民だより（毎月１回発行）】

よ

く

読

ん

で

い

る

時

々

読

ん

で

い

る

知
っ

て

い

る

が
、

ほ

と

ん

ど

読

ん

で

い

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 20.4 45.8 22.4 10.4 1.0

男性 930 20.1 43.9 22.9 11.9 1.2

女性 1,108 20.7 47.4 21.9 9.1 0.9

20代 147 8.8 30.6 34.7 25.2 0.7

30代 234 13.2 41.5 26.9 17.9 0.4

40代 308 15.3 46.1 29.5 7.1 1.9

50代 323 21.4 47.1 24.5 5.9 1.2

60代 509 24.8 49.5 17.3 7.9 0.6

70歳以上 518 25.1 47.3 16.2 10.2 1.2

60歳以上　計 1,027 24.9 48.4 16.7 9.1 0.9

20代 66 3.0 30.3 39.4 27.3 0.0

30代 108 9.3 38.9 25.0 25.9 0.9

40代 116 13.8 37.9 36.2 9.5 2.6

50代 164 21.3 48.2 21.3 7.3 1.8

60代 249 21.7 48.6 20.1 9.2 0.4

70歳以上 227 30.8 44.9 14.5 8.4 1.3

60歳以上　計 476 26.1 46.8 17.4 8.8 0.8

20代 81 13.6 30.9 30.9 23.5 1.2

30代 126 16.7 43.7 28.6 11.1 0.0

40代 192 16.1 51.0 25.5 5.7 1.6

50代 159 21.4 45.9 27.7 4.4 0.6

60代 260 27.7 50.4 14.6 6.5 0.8

70歳以上 290 20.7 49.3 17.6 11.4 1.0

60歳以上　計 550 24.0 49.8 16.2 9.1 0.9

未婚 267 11.2 31.5 34.1 22.1 1.1

既婚 1,483 22.1 49.4 19.6 7.8 1.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 20.6 40.1 24.9 13.4 1.1

子どもはいない 143 19.6 37.1 28.7 13.3 1.4

未就学児（小学校入学前） 109 12.8 55.0 18.3 12.8 0.9

小学生 107 16.8 40.2 30.8 12.1 0.0

中学生 67 17.9 44.8 31.3 6.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 17.2 46.6 25.9 6.9 3.4

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 25.0 46.1 21.1 5.3 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 23.5 49.6 18.1 7.9 0.9

独身期 154 5.8 29.9 37.0 27.3 0.0

家族形成期 148 12.2 48.6 20.9 17.6 0.7

家族成長前期 174 17.2 42.0 31.0 9.8 0.0

家族成長後期 130 21.5 46.2 23.8 5.4 3.1

家族成熟期 265 17.7 52.5 24.2 4.5 1.1

老齢期 1,027 24.9 48.4 16.7 9.1 0.9

その他 135 20.0 31.1 34.1 11.9 3.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【県民だより（毎月１回発行）】

よ

く

読

ん

で

い

る

時

々

読

ん

で

い

る

知
っ

て

い

る

が
、

ほ

と

ん

ど

読

ん

で

い

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 20.4 45.8 22.4 10.4 1.0

農林漁業(事業主・家族従業) 75 22.7 54.7 16.0 5.3 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 19.4 46.2 26.3 7.0 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 19.4 42.6 27.1 9.5 1.4

給与所得者　労務作業者 223 16.6 38.1 27.4 16.6 1.3

無職（収入あり・なし） 999 22.2 48.3 18.5 10.1 0.8

学生・その他 49 12.2 44.9 26.5 16.3 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 20.3 48.7 23.4 6.5 1.1

給与所得者小計 718 18.5 41.2 27.2 11.7 1.4

　　　10年未満 90 15.6 28.9 15.6 40.0 0.0

10年～20年未満 74 16.2 36.5 31.1 16.2 0.0

20年～30年未満 219 12.3 37.4 32.0 17.4 0.9

30年以上 1,640 22.1 48.2 21.0 7.6 1.1

生まれてからずっと 1,260 20.2 47.3 22.5 8.8 1.2

持家 1,699 21.1 47.3 21.8 8.8 0.9

持家以外 321 17.4 38.6 24.9 18.1 0.9

一戸建 1,686 21.3 46.9 21.7 9.1 1.1

一戸建以外 318 16.7 40.6 26.1 16.4 0.3

その他 16 18.8 50.0 12.5 18.8 0.0

利用できる 1,461 20.1 45.3 24.2 9.8 0.7

利用できない 474 21.9 47.9 17.5 10.8 1.9

わからない 84 17.9 44.0 19.0 17.9 1.2

利用する 1,112 19.7 44.1 25.0 10.5 0.7

利用しない 903 21.2 48.3 19.3 10.0 1.3

住宅地域 1,427 21.0 45.4 22.3 10.3 1.1

商業地域 127 22.0 46.5 19.7 11.0 0.8

工業地域 40 15.0 52.5 27.5 5.0 0.0

農漁業地域 244 21.7 45.1 22.5 10.7 0.0

山間地域 161 18.0 47.2 23.0 10.6 1.2

その他 19 0.0 57.9 21.1 10.5 10.5

東部地域 645 20.6 43.4 22.2 12.6 1.2

中部地域 670 23.4 47.2 19.9 8.1 1.5

西部地域 708 17.7 46.9 24.7 10.5 0.3

静岡市 415 23.6 49.6 19.0 6.3 1.4

浜松市 433 16.9 50.3 26.1 6.7 0.0

その他の市部 1,069 20.7 43.8 22.2 12.3 1.0

郡部 106 21.7 34.0 20.8 20.8 2.8

東部　市部 566 20.3 44.5 22.3 11.8 1.1

東部　郡部 79 22.8 35.4 21.5 17.7 2.5

中部　市部（静岡市を除く） 237 24.1 43.5 21.5 9.7 1.3

中部　郡部 18 11.1 38.9 16.7 27.8 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 18.4 42.5 22.6 15.8 0.8

西部　郡部 9 33.3 11.1 22.2 33.3 0.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【静岡県議会だより（年４回発行）】

よ

く

読

ん

で

い

る

時

々

読

ん

で

い

る

知
っ

て

い

る

が
、

ほ

と

ん

ど

読

ん

で

い

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 8.8 35.9 34.6 19.5 1.2

男性 930 10.8 33.8 30.6 23.3 1.5

女性 1,108 7.1 37.7 37.9 16.2 1.0

20代 147 1.4 13.6 31.3 53.1 0.7

30代 234 2.6 24.4 38.0 34.6 0.4

40代 308 5.5 28.9 41.2 22.1 2.3

50代 323 8.0 37.2 39.6 14.2 0.9

60代 509 10.8 43.6 34.2 11.0 0.4

70歳以上 518 14.1 43.2 27.2 13.3 2.1

60歳以上　計 1,027 12.5 43.4 30.7 12.2 1.3

20代 66 0.0 7.6 33.3 59.1 0.0

30代 108 1.9 23.1 29.6 44.4 0.9

40代 116 9.5 23.3 35.3 29.3 2.6

50代 164 12.2 37.8 32.3 16.5 1.2

60代 249 11.6 39.8 32.9 15.7 0.0

70歳以上 227 16.7 42.3 24.2 13.2 3.5

60歳以上　計 476 14.1 41.0 28.8 14.5 1.7

20代 81 2.5 18.5 29.6 48.1 1.2

30代 126 3.2 25.4 45.2 26.2 0.0

40代 192 3.1 32.3 44.8 17.7 2.1

50代 159 3.8 36.5 47.2 11.9 0.6

60代 260 10.0 47.3 35.4 6.5 0.8

70歳以上 290 12.1 44.1 29.7 13.1 1.0

60歳以上　計 550 11.1 45.6 32.4 10.0 0.9

未婚 267 2.6 19.1 34.8 42.3 1.1

既婚 1,483 9.6 39.6 34.6 15.2 1.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 10.5 32.5 33.9 21.3 1.8

子どもはいない 143 9.8 19.6 42.0 28.7 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 1.8 31.2 33.9 32.1 0.9

小学生 107 6.5 26.2 41.1 26.2 0.0

中学生 67 9.0 32.8 41.8 16.4 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 5.2 17.2 55.2 17.2 5.2

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 6.6 39.5 32.9 18.4 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 11.2 43.6 31.8 12.1 1.2

独身期 154 0.0 13.0 33.1 53.9 0.0

家族形成期 148 2.0 27.0 31.1 39.2 0.7

家族成長前期 174 7.5 28.7 41.4 22.4 0.0

家族成長後期 130 6.2 29.2 43.1 17.7 3.8

家族成熟期 265 5.7 41.9 38.1 13.2 1.1

老齢期 1,027 12.5 43.4 30.7 12.2 1.3

その他 135 8.9 18.5 44.4 25.9 2.2
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【静岡県議会だより（年４回発行）】

よ

く

読

ん

で

い

る

時

々

読

ん

で

い

る

知
っ

て

い

る

が
、

ほ

と

ん

ど

読

ん

で

い

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 8.8 35.9 34.6 19.5 1.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 10.7 46.7 28.0 8.0 6.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.6 37.6 34.9 17.2 1.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 7.3 31.1 37.2 23.0 1.4

給与所得者　労務作業者 223 8.1 22.9 39.5 28.7 0.9

無職（収入あり・なし） 999 10.0 40.6 32.7 15.8 0.8

学生・その他 49 2.0 20.4 38.8 38.8 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 9.2 40.2 33.0 14.6 3.1

給与所得者小計 718 7.5 28.6 37.9 24.8 1.3

　　　10年未満 90 3.3 20.0 28.9 47.8 0.0

10年～20年未満 74 6.8 28.4 33.8 31.1 0.0

20年～30年未満 219 4.1 18.7 33.3 42.9 0.9

30年以上 1,640 9.8 39.6 35.1 14.2 1.3

生まれてからずっと 1,260 9.0 37.9 34.9 16.7 1.4

持家 1,699 8.9 38.3 34.9 16.7 1.2

持家以外 321 8.1 24.9 33.0 33.6 0.3

一戸建 1,686 9.3 37.3 34.8 17.3 1.2

一戸建以外 318 6.3 29.6 34.3 29.6 0.3

その他 16 6.3 43.8 18.8 31.3 0.0

利用できる 1,461 7.9 34.3 36.8 20.2 0.8

利用できない 474 11.4 41.1 28.9 16.7 1.9

わからない 84 8.3 39.3 29.8 21.4 1.2

利用する 1,112 7.6 31.3 37.8 22.6 0.8

利用しない 903 10.2 42.1 30.9 15.5 1.3

住宅地域 1,427 9.5 35.2 34.4 20.0 1.0

商業地域 127 6.3 44.9 31.5 16.5 0.8

工業地域 40 0.0 42.5 35.0 22.5 0.0

農漁業地域 244 8.2 37.3 36.9 17.6 0.0

山間地域 161 9.3 34.2 34.2 18.6 3.7

その他 19 0.0 36.8 36.8 15.8 10.5

東部地域 645 8.8 33.8 34.3 21.9 1.2

中部地域 670 9.3 37.6 35.1 16.7 1.3

西部地域 708 8.3 36.9 34.2 19.8 0.8

静岡市 415 8.9 38.8 36.1 15.2 1.0

浜松市 433 7.4 38.8 38.6 15.2 0.0

その他の市部 1,069 8.9 34.7 32.9 22.0 1.5

郡部 106 13.2 29.2 27.4 27.4 2.8

東部　市部 566 8.0 33.9 35.5 21.6 1.1

東部　郡部 79 15.2 32.9 25.3 24.1 2.5

中部　市部（静岡市を除く） 237 10.5 37.1 32.5 18.1 1.7

中部　郡部 18 0.0 16.7 44.4 33.3 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 9.4 34.2 27.8 26.3 2.3

西部　郡部 9 22.2 22.2 11.1 44.4 0.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【テレビ広報番組・テレビコマーシャ

ル】

・ テレビ広報番組

「ふじのくにナビプラス(テレビ静岡)」

「ふじのくにケンミンｉ(だいいちテレ

ビ)」

・ テレビコマーシャル

「交通安全広報　ピカッと作戦！」、

「消費者被害未然防止キャンペーンNo！

力アップ」など

よ

く

見

て

い

る

時

々

見

て

い

る

見

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

見

た

こ

と

は

な

い 知

ら

な

い

無

回

答

2,039 4.8 22.1 24.0 8.4 39.4 1.3

男性 930 4.3 21.1 25.4 10.2 37.4 1.6

女性 1,108 5.2 22.9 22.7 6.9 41.2 1.1

20代 147 0.0 16.3 18.4 8.8 55.8 0.7

30代 234 0.9 9.8 25.2 7.3 56.4 0.4

40代 308 0.6 13.3 27.3 6.5 50.0 2.3

50代 323 2.5 17.0 28.5 10.8 39.9 1.2

60代 509 4.9 25.1 26.7 10.0 32.6 0.6

70歳以上 518 11.8 34.6 17.6 6.8 27.2 2.1

60歳以上　計 1,027 8.4 29.9 22.1 8.4 29.9 1.4

20代 66 0.0 16.7 22.7 7.6 53.0 0.0

30代 108 0.9 7.4 25.0 8.3 57.4 0.9

40代 116 0.9 10.3 32.8 8.6 44.8 2.6

50代 164 2.4 18.9 27.4 9.8 39.6 1.8

60代 249 5.6 21.7 28.1 14.9 29.3 0.4

70歳以上 227 8.8 35.2 18.1 7.9 26.9 3.1

60歳以上　計 476 7.1 28.2 23.3 11.6 28.2 1.7

20代 81 0.0 16.0 14.8 9.9 58.0 1.2

30代 126 0.8 11.9 25.4 6.3 55.6 0.0

40代 192 0.5 15.1 24.0 5.2 53.1 2.1

50代 159 2.5 15.1 29.6 11.9 40.3 0.6

60代 260 4.2 28.5 25.4 5.4 35.8 0.8

70歳以上 290 14.1 34.1 16.9 5.9 27.6 1.4

60歳以上　計 550 9.5 31.5 20.9 5.6 31.5 1.1

未婚 267 1.1 13.9 23.6 7.5 52.8 1.1

既婚 1,483 5.1 22.9 24.7 9.0 37.2 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 6.9 24.9 20.9 5.4 39.7 2.2

子どもはいない 143 1.4 15.4 18.2 12.6 52.4 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 0.9 15.6 18.3 10.1 54.1 0.9

小学生 107 0.0 13.1 25.2 4.7 57.0 0.0

中学生 67 0.0 13.4 22.4 7.5 56.7 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 15.5 34.5 5.2 39.7 5.2

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 2.6 9.2 38.2 10.5 36.8 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 7.1 27.8 23.9 8.4 31.5 1.3

独身期 154 0.6 13.6 21.4 9.1 55.2 0.0

家族形成期 148 0.7 14.2 20.3 8.8 55.4 0.7

家族成長前期 174 0.0 13.2 24.1 5.7 56.9 0.0

家族成長後期 130 1.5 11.5 36.2 8.5 38.5 3.8

家族成熟期 265 1.9 18.5 28.7 9.4 40.0 1.5

老齢期 1,027 8.4 29.9 22.1 8.4 29.9 1.4

その他 135 1.5 10.4 23.0 8.9 54.1 2.2
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【テレビ広報番組・テレビコマーシャ

ル】

・ テレビ広報番組

「ふじのくにナビプラス(テレビ静岡)」

「ふじのくにケンミンｉ(だいいちテレ

ビ)」

・ テレビコマーシャル

「交通安全広報　ピカッと作戦！」、

「消費者被害未然防止キャンペーンNo！

力アップ」など

よ

く

見

て

い

る

時

々

見

て

い

る

見

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

見

た

こ

と

は

な

い 知

ら

な

い

無

回

答

2,039 4.8 22.1 24.0 8.4 39.4 1.3

農林漁業(事業主・家族従業) 75 4.0 38.7 18.7 4.0 28.0 6.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 3.2 24.7 21.0 12.4 37.6 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 1.6 13.3 27.3 9.5 46.9 1.4

給与所得者　労務作業者 223 1.3 15.7 28.3 6.7 46.6 1.3

無職（収入あり・なし） 999 7.7 25.9 22.8 7.7 34.9 0.9

学生・その他 49 0.0 22.4 16.3 12.2 49.0 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 3.4 28.7 20.3 10.0 34.9 2.7

給与所得者小計 718 1.5 14.1 27.6 8.6 46.8 1.4

　　　10年未満 90 1.1 12.2 18.9 1.1 66.7 0.0

10年～20年未満 74 4.1 12.2 31.1 8.1 44.6 0.0

20年～30年未満 219 0.9 14.6 21.5 8.7 53.4 0.9

30年以上 1,640 5.5 24.1 24.4 8.8 35.6 1.5

生まれてからずっと 1,260 5.6 25.2 23.3 9.3 34.8 1.7

持家 1,699 5.1 23.5 24.4 8.5 37.1 1.4

持家以外 321 3.1 15.6 22.4 8.1 50.5 0.3

一戸建 1,686 5.1 23.4 24.6 8.2 37.3 1.4

一戸建以外 318 3.5 15.7 22.0 10.1 48.4 0.3

その他 16 0.0 25.0 18.8 0.0 56.3 0.0

利用できる 1,461 3.4 18.4 26.5 8.9 42.0 0.9

利用できない 474 8.9 32.1 18.4 7.8 31.0 1.9

わからない 84 6.0 32.1 15.5 4.8 40.5 1.2

利用する 1,112 2.2 15.4 25.9 9.2 46.6 0.8

利用しない 903 7.9 30.2 22.0 7.6 30.6 1.7

住宅地域 1,427 5.3 20.6 24.5 8.3 40.3 1.1

商業地域 127 5.5 26.8 18.1 7.9 40.9 0.8

工業地域 40 2.5 20.0 30.0 5.0 42.5 0.0

農漁業地域 244 2.0 27.0 24.2 11.1 35.7 0.0

山間地域 161 5.6 23.6 23.0 7.5 36.0 4.3

その他 19 0.0 26.3 31.6 5.3 26.3 10.5

東部地域 645 6.4 20.8 23.9 9.3 38.3 1.4

中部地域 670 4.5 23.3 25.2 7.9 37.6 1.5

西部地域 708 3.7 22.3 23.2 8.1 41.8 1.0

静岡市 415 4.3 22.7 24.3 6.0 41.4 1.2

浜松市 433 2.5 23.6 24.2 8.3 41.3 0.0

その他の市部 1,069 6.0 21.6 24.0 9.1 37.6 1.7

郡部 106 3.8 19.8 22.6 11.3 39.6 2.8

東部　市部 566 6.7 20.3 23.9 8.7 39.2 1.2

東部　郡部 79 3.8 24.1 24.1 13.9 31.6 2.5

中部　市部（静岡市を除く） 237 5.1 26.2 27.4 11.4 28.3 1.7

中部　郡部 18 0.0 0.0 16.7 5.6 72.2 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 5.3 20.3 21.4 7.9 42.5 2.6

西部　郡部 9 11.1 22.2 22.2 0.0 44.4 0.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【ラジオ広報番組】

こんにちは県庁です（ＳＢＳラジオ）、

しずおかデイリーメッセージ（Ｋ－ＭＩ

Ｘ）など

よ

く

聴

い

て

い

る

時

々

聴

い

て

い

る

聴

い

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

聴

い

た

こ

と

は

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 3.4 11.0 12.9 10.3 61.1 1.2

男性 930 3.7 12.5 14.9 10.2 57.3 1.4

女性 1,108 3.2 9.8 11.3 10.3 64.3 1.1

20代 147 0.7 6.1 12.9 5.4 74.1 0.7

30代 234 2.1 6.4 11.1 6.8 73.1 0.4

40代 308 3.9 3.9 16.2 6.8 67.2 1.9

50代 323 4.0 8.7 15.5 10.8 60.1 0.9

60代 509 3.1 14.9 13.8 11.2 56.4 0.6

70歳以上 518 4.4 16.4 9.5 13.9 53.7 2.1

60歳以上　計 1,027 3.8 15.7 11.6 12.6 55.0 1.4

20代 66 0.0 10.6 10.6 4.5 74.2 0.0

30代 108 2.8 5.6 13.9 6.5 70.4 0.9

40代 116 6.0 1.7 19.8 10.3 59.5 2.6

50代 164 2.4 11.6 20.7 9.8 53.7 1.8

60代 249 3.2 16.5 14.1 11.6 54.2 0.4

70歳以上 227 5.3 18.1 11.0 12.3 51.1 2.2

60歳以上　計 476 4.2 17.2 12.6 12.0 52.7 1.3

20代 81 1.2 2.5 14.8 6.2 74.1 1.2

30代 126 1.6 7.1 8.7 7.1 75.4 0.0

40代 192 2.6 5.2 14.1 4.7 71.9 1.6

50代 159 5.7 5.7 10.1 11.9 66.7 0.0

60代 260 3.1 13.5 13.5 10.8 58.5 0.8

70歳以上 290 3.8 15.2 8.3 15.2 55.5 2.1

60歳以上　計 550 3.5 14.4 10.7 13.1 56.9 1.5

未婚 267 2.2 6.0 13.1 4.5 73.0 1.1

既婚 1,483 3.4 12.1 13.5 11.0 58.9 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 5.1 10.1 9.7 11.9 61.4 1.8

子どもはいない 143 0.7 8.4 11.9 11.9 67.1 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 0.9 2.8 9.2 10.1 76.1 0.9

小学生 107 1.9 7.5 18.7 6.5 65.4 0.0

中学生 67 6.0 1.5 11.9 10.4 70.1 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 6.9 10.3 6.9 72.4 3.4

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 2.6 6.6 14.5 10.5 63.2 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 4.4 14.5 13.1 11.8 54.9 1.4

独身期 154 1.9 5.2 16.2 2.6 74.0 0.0

家族形成期 148 0.7 5.4 10.8 8.8 73.6 0.7

家族成長前期 174 3.4 5.2 16.1 8.0 67.2 0.0

家族成長後期 130 1.5 6.9 13.1 9.2 66.2 3.1

家族成熟期 265 5.3 9.1 16.6 9.8 58.1 1.1

老齢期 1,027 3.8 15.7 11.6 12.6 55.0 1.4

その他 135 3.0 4.4 11.1 6.7 72.6 2.2
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【ラジオ広報番組】

こんにちは県庁です（ＳＢＳラジオ）、

しずおかデイリーメッセージ（Ｋ－ＭＩ

Ｘ）など

よ

く

聴

い

て

い

る

時

々

聴

い

て

い

る

聴

い

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

聴

い

た

こ

と

は

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 3.4 11.0 12.9 10.3 61.1 1.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 8.0 25.3 12.0 12.0 41.3 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 3.2 11.8 13.4 7.5 62.4 1.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 2.4 6.3 17.2 9.7 63.2 1.2

給与所得者　労務作業者 223 5.4 11.2 11.7 7.6 63.2 0.9

無職（収入あり・なし） 999 3.3 12.0 11.0 11.8 60.7 1.2

学生・その他 49 0.0 14.3 16.3 4.1 65.3 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 4.6 15.7 13.0 8.8 56.3 1.5

給与所得者小計 718 3.3 7.8 15.5 9.1 63.2 1.1

　　　10年未満 90 3.3 8.9 7.8 1.1 78.9 0.0

10年～20年未満 74 2.7 6.8 5.4 5.4 79.7 0.0

20年～30年未満 219 1.4 8.2 14.2 7.8 68.0 0.5

30年以上 1,640 3.8 11.6 13.5 11.4 58.3 1.4

生まれてからずっと 1,260 3.7 11.4 14.1 11.3 57.8 1.7

持家 1,699 3.6 11.5 13.2 10.8 59.5 1.3

持家以外 321 2.5 8.4 11.8 7.8 69.2 0.3

一戸建 1,686 3.6 11.6 12.9 10.3 60.4 1.3

一戸建以外 318 3.1 8.2 13.5 10.7 64.2 0.3

その他 16 0.0 12.5 12.5 6.3 68.8 0.0

利用できる 1,461 2.5 9.0 14.8 9.6 63.4 0.8

利用できない 474 6.1 16.9 8.6 12.4 53.8 2.1

わからない 84 3.6 14.3 6.0 10.7 64.3 1.2

利用する 1,112 2.6 7.8 14.7 8.5 65.6 0.7

利用しない 903 4.2 14.8 11.0 12.7 55.5 1.8

住宅地域 1,427 3.2 9.9 12.4 9.7 63.6 1.2

商業地域 127 3.1 8.7 15.0 8.7 63.0 1.6

工業地域 40 2.5 17.5 0.0 10.0 70.0 0.0

農漁業地域 244 2.9 15.2 18.0 15.2 48.8 0.0

山間地域 161 6.8 13.7 13.7 11.2 52.8 1.9

その他 19 5.3 21.1 0.0 0.0 63.2 10.5

東部地域 645 2.9 10.2 9.1 11.8 64.0 1.9

中部地域 670 3.9 11.8 15.5 9.1 58.5 1.2

西部地域 708 3.5 11.0 14.1 10.2 60.6 0.6

静岡市 415 2.7 11.8 15.9 8.9 59.8 1.0

浜松市 433 3.0 9.7 15.5 12.5 59.1 0.2

その他の市部 1,069 4.1 11.9 11.2 10.3 61.1 1.4

郡部 106 1.9 4.7 9.4 7.5 72.6 3.8

東部　市部 566 3.2 11.0 8.8 12.4 63.1 1.6

東部　郡部 79 1.3 5.1 11.4 7.6 70.9 3.8

中部　市部（静岡市を除く） 237 5.9 12.7 16.0 9.7 54.4 1.3

中部　郡部 18 5.6 0.0 0.0 5.6 83.3 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 4.5 13.2 12.0 6.4 62.8 1.1

西部　郡部 9 0.0 11.1 11.1 11.1 66.7 0.0
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【県のホームページ

（http://www.pref.shizuoka.jp）】

よ

く

見

て

い

る

時

々

見

て

い

る

見

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

見

た

こ

と

は

な

い 知

ら

な

い

無

回

答

2,039 1.4 7.2 15.4 28.9 45.7 1.4

男性 930 1.6 8.3 16.2 28.5 43.7 1.7

女性 1,108 1.2 6.3 14.7 29.2 47.4 1.2

20代 147 0.0 4.8 23.1 29.9 41.5 0.7

30代 234 0.0 7.7 23.1 29.1 39.7 0.4

40代 308 1.6 8.1 26.3 22.1 39.6 2.3

50代 323 1.2 6.5 17.0 33.1 41.2 0.9

60代 509 1.0 4.3 9.6 38.1 46.4 0.6

70歳以上 518 2.7 10.4 7.9 20.8 55.4 2.7

60歳以上　計 1,027 1.9 7.4 8.8 29.4 50.9 1.7

20代 66 0.0 3.0 18.2 40.9 37.9 0.0

30代 108 0.0 7.4 22.2 25.9 43.5 0.9

40代 116 2.6 9.5 27.6 24.1 33.6 2.6

50代 164 2.4 8.5 19.5 26.8 40.9 1.8

60代 249 0.8 5.2 12.4 37.8 43.4 0.4

70歳以上 227 2.6 12.8 8.8 19.4 52.9 3.5

60歳以上　計 476 1.7 8.8 10.7 29.0 47.9 1.9

20代 81 0.0 6.2 27.2 21.0 44.4 1.2

30代 126 0.0 7.9 23.8 31.7 36.5 0.0

40代 192 1.0 7.3 25.5 20.8 43.2 2.1

50代 159 0.0 4.4 14.5 39.6 41.5 0.0

60代 260 1.2 3.5 6.9 38.5 49.2 0.8

70歳以上 290 2.8 8.6 7.2 22.1 57.2 2.1

60歳以上　計 550 2.0 6.2 7.1 29.8 53.5 1.5

未婚 267 1.1 7.5 20.6 22.8 46.8 1.1

既婚 1,483 1.2 6.7 15.2 30.3 45.4 1.2

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 2.5 9.0 11.9 26.7 47.7 2.2

子どもはいない 143 0.0 8.4 18.2 31.5 42.0 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 0.0 2.8 24.8 29.4 42.2 0.9

小学生 107 0.9 5.6 22.4 24.3 46.7 0.0

中学生 67 1.5 7.5 26.9 22.4 41.8 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 8.6 27.6 32.8 27.6 3.4

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 2.6 9.2 25.0 26.3 32.9 3.9

社会人（未就業を含む） 1,194 1.8 7.1 10.6 30.8 48.2 1.5

独身期 154 0.0 9.7 24.0 26.6 39.6 0.0

家族形成期 148 0.0 3.4 25.7 31.1 39.2 0.7

家族成長前期 174 1.1 6.3 24.1 23.6 44.8 0.0

家族成長後期 130 1.5 9.2 26.2 29.2 30.0 3.8

家族成熟期 265 0.8 6.8 16.2 34.7 40.4 1.1

老齢期 1,027 1.9 7.4 8.8 29.4 50.9 1.7

その他 135 2.2 7.4 20.7 20.0 47.4 2.2
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（○は１つ）

あなたは、次にあげる県の広報を読んだ

り、見たり聞いたりしたことがあります

か。

【県のホームページ

（http://www.pref.shizuoka.jp）】

よ

く

見

て

い

る

時

々

見

て

い

る

見

た

こ

と

が

あ

る

知
っ

て

い

る

が
、

見

た

こ

と

は

な

い 知

ら

な

い

無

回

答

2,039 1.4 7.2 15.4 28.9 45.7 1.4

農林漁業(事業主・家族従業) 75 4.0 10.7 12.0 20.0 46.7 6.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 1.1 5.4 16.7 30.1 45.7 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 1.8 10.9 25.7 29.9 30.3 1.4

給与所得者　労務作業者 223 0.9 5.4 13.9 30.5 48.4 0.9

無職（収入あり・なし） 999 1.2 5.8 10.7 28.7 52.4 1.2

学生・その他 49 0.0 10.2 14.3 28.6 46.9 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 1.9 6.9 15.3 27.2 46.0 2.7

給与所得者小計 718 1.5 9.2 22.0 30.1 35.9 1.3

　　　10年未満 90 1.1 2.2 17.8 21.1 57.8 0.0

10年～20年未満 74 1.4 9.5 16.2 21.6 50.0 1.4

20年～30年未満 219 0.0 7.8 25.1 32.4 34.2 0.5

30年以上 1,640 1.6 7.3 13.8 29.5 46.2 1.6

生まれてからずっと 1,260 1.2 7.4 14.0 29.6 45.9 1.9

持家 1,699 1.4 7.5 14.9 29.5 45.2 1.5

持家以外 321 1.2 6.2 17.4 27.1 47.7 0.3

一戸建 1,686 1.4 7.1 14.8 29.0 46.2 1.5

一戸建以外 318 1.3 8.5 17.6 30.2 41.8 0.6

その他 16 0.0 0.0 25.0 18.8 56.3 0.0

利用できる 1,461 1.3 7.5 19.2 31.8 39.5 0.8

利用できない 474 1.7 5.7 5.1 22.8 61.8 3.0

わからない 84 0.0 11.9 6.0 19.0 61.9 1.2

利用する 1,112 1.3 8.8 23.5 32.4 33.5 0.6

利用しない 903 1.4 5.1 5.3 25.4 60.7 2.1

住宅地域 1,427 1.1 7.6 15.4 29.9 44.8 1.3

商業地域 127 3.1 5.5 13.4 33.9 43.3 0.8

工業地域 40 2.5 2.5 12.5 22.5 60.0 0.0

農漁業地域 244 2.0 7.8 18.9 27.5 43.9 0.0

山間地域 161 1.9 6.2 13.0 24.2 50.3 4.3

その他 19 0.0 0.0 5.3 15.8 68.4 10.5

東部地域 645 1.2 6.0 12.4 30.4 48.4 1.6

中部地域 670 1.9 8.7 18.4 28.1 41.5 1.5

西部地域 708 1.0 7.1 15.1 28.8 46.9 1.1

静岡市 415 1.4 8.4 19.8 30.1 39.0 1.2

浜松市 433 1.2 8.3 16.4 27.3 46.7 0.2

その他の市部 1,069 1.3 6.9 13.0 29.6 47.4 1.8

郡部 106 2.8 1.9 17.0 27.4 48.1 2.8

東部　市部 566 1.1 6.5 12.0 30.4 48.6 1.4

東部　郡部 79 2.5 2.5 15.2 30.4 46.8 2.5

中部　市部（静岡市を除く） 237 2.5 9.7 15.6 25.3 45.1 1.7

中部　郡部 18 5.6 0.0 22.2 16.7 50.0 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 0.8 5.3 12.8 31.6 47.0 2.6

西部　郡部 9 0.0 0.0 22.2 22.2 55.6 0.0
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で、思いやりを

もって行動できる「有徳の人」が増えて

いると思いますか。（○は１つ）

※「有徳の人」とは、地域に愛着を持

ち、人のため、世の中のために行動でき

る、心と体の調和のとれた人をいいま

す。

お

お

い

に

増

え

て

い

る

あ

る

程

度

増

え

て

い

る

変

わ

ら

な

い

や

や

減
っ

て

い

る

か

な

り

減
っ

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.7 12.4 27.6 12.3 16.1 30.1 0.7

男性 930 0.3 11.0 29.8 11.3 19.1 27.5 1.0

女性 1,108 1.1 13.6 25.8 13.2 13.5 32.2 0.5

20代 147 0.0 8.8 26.5 16.3 22.4 25.9 0.0

30代 234 0.0 9.0 29.9 10.7 15.0 34.6 0.9

40代 308 0.3 8.4 24.7 13.3 18.5 34.4 0.3

50代 323 0.3 11.8 23.5 13.3 19.2 31.9 0.0

60代 509 0.8 12.6 27.3 13.4 17.5 27.5 1.0

70歳以上 518 1.7 17.6 31.5 9.7 10.0 28.2 1.4

60歳以上　計 1,027 1.3 15.1 29.4 11.5 13.7 27.8 1.2

20代 66 0.0 10.6 22.7 21.2 25.8 19.7 0.0

30代 108 0.0 7.4 29.6 8.3 24.1 28.7 1.9

40代 116 0.0 7.8 21.6 10.3 26.7 32.8 0.9

50代 164 0.6 11.0 26.8 11.0 17.7 32.9 0.0

60代 249 0.8 9.2 30.9 11.6 20.1 26.5 0.8

70歳以上 227 0.0 16.3 37.0 10.1 11.0 23.8 1.8

60歳以上　計 476 0.4 12.6 33.8 10.9 15.8 25.2 1.3

20代 81 0.0 7.4 29.6 12.3 19.8 30.9 0.0

30代 126 0.0 10.3 30.2 12.7 7.1 39.7 0.0

40代 192 0.5 8.9 26.6 15.1 13.5 35.4 0.0

50代 159 0.0 12.6 20.1 15.7 20.8 30.8 0.0

60代 260 0.8 15.8 23.8 15.0 15.0 28.5 1.2

70歳以上 290 3.1 18.6 27.2 9.3 9.3 31.4 1.0

60歳以上　計 550 2.0 17.3 25.6 12.0 12.0 30.0 1.1

未婚 267 0.0 7.5 22.5 15.4 19.1 35.6 0.0

既婚 1,483 0.6 12.3 29.2 12.0 15.9 29.1 0.8

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 2.2 16.2 24.9 11.2 14.4 30.0 1.1

子どもはいない 143 0.0 9.1 24.5 9.8 21.0 35.7 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 0.0 12.8 24.8 11.0 13.8 35.8 1.8

小学生 107 0.0 7.5 35.5 8.4 19.6 29.0 0.0

中学生 67 0.0 9.0 32.8 9.0 16.4 32.8 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 12.1 32.8 12.1 13.8 29.3 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 0.0 15.8 31.6 13.2 17.1 22.4 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 1.3 13.8 28.2 12.5 15.0 28.1 1.1

独身期 154 0.0 7.8 22.7 16.2 20.1 33.1 0.0

家族形成期 148 0.0 11.5 27.0 10.8 17.6 31.8 1.4

家族成長前期 174 0.0 8.0 34.5 8.6 18.4 30.5 0.0

家族成長後期 130 0.0 14.6 31.5 12.3 16.2 25.4 0.0

家族成熟期 265 0.8 10.2 21.1 15.1 19.6 32.8 0.4

老齢期 1,027 1.3 15.1 29.4 11.5 13.7 27.8 1.2

その他 135 0.0 5.2 20.0 14.8 18.5 41.5 0.0
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で、思いやりを

もって行動できる「有徳の人」が増えて

いると思いますか。（○は１つ）

※「有徳の人」とは、地域に愛着を持

ち、人のため、世の中のために行動でき

る、心と体の調和のとれた人をいいま

す。

お

お

い

に

増

え

て

い

る

あ

る

程

度

増

え

て

い

る

変

わ

ら

な

い

や

や

減
っ

て

い

る

か

な

り

減
っ

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.7 12.4 27.6 12.3 16.1 30.1 0.7

農林漁業(事業主・家族従業) 75 0.0 17.3 26.7 8.0 16.0 30.7 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 0.0 13.4 28.5 15.1 15.6 26.3 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 0.0 11.1 27.1 12.3 19.0 29.9 0.6

給与所得者　労務作業者 223 1.3 8.1 27.8 10.3 21.1 30.9 0.4

無職（収入あり・なし） 999 1.2 13.7 27.7 12.4 13.4 30.9 0.6

学生・その他 49 0.0 8.2 28.6 16.3 14.3 30.6 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 0.0 14.6 28.0 13.0 15.7 27.6 1.1

給与所得者小計 718 0.4 10.2 27.3 11.7 19.6 30.2 0.6

　　　10年未満 90 0.0 11.1 21.1 7.8 18.9 38.9 2.2

10年～20年未満 74 1.4 9.5 33.8 12.2 18.9 24.3 0.0

20年～30年未満 219 0.0 10.5 25.6 16.9 19.2 27.9 0.0

30年以上 1,640 0.9 13.0 28.0 12.0 15.2 30.2 0.7

生まれてからずっと 1,260 0.6 12.5 28.0 12.1 15.6 30.7 0.6

持家 1,699 0.8 13.2 28.7 12.2 15.5 29.1 0.5

持家以外 321 0.3 8.7 22.7 13.1 18.4 35.5 1.2

一戸建 1,686 0.8 13.2 28.3 12.3 15.5 29.4 0.5

一戸建以外 318 0.6 9.1 25.2 11.9 18.2 33.6 1.3

その他 16 0.0 6.3 18.8 25.0 12.5 37.5 0.0

利用できる 1,461 0.3 12.0 27.2 13.3 16.4 30.0 0.7

利用できない 474 1.9 14.8 29.3 9.9 13.9 29.3 0.8

わからない 84 1.2 8.3 27.4 7.1 17.9 38.1 0.0

利用する 1,112 0.4 11.0 26.6 14.1 17.5 29.8 0.5

利用しない 903 1.0 14.2 29.1 10.1 14.0 30.8 0.9

住宅地域 1,427 0.9 11.7 26.9 12.0 16.2 31.7 0.6

商業地域 127 0.0 14.2 33.9 13.4 11.8 24.4 2.4

工業地域 40 0.0 17.5 15.0 12.5 22.5 32.5 0.0

農漁業地域 244 0.4 12.7 29.1 16.0 17.2 23.8 0.8

山間地域 161 0.6 16.8 29.8 8.7 14.9 28.6 0.6

その他 19 0.0 10.5 31.6 10.5 10.5 36.8 0.0

東部地域 645 0.6 16.0 27.0 9.9 17.1 28.8 0.6

中部地域 670 1.0 11.3 29.6 11.5 15.8 30.0 0.7

西部地域 708 0.6 10.5 26.6 15.0 15.1 31.6 0.7

静岡市 415 1.2 10.8 28.2 9.6 16.9 32.8 0.5

浜松市 433 0.5 9.5 28.9 15.7 16.2 29.1 0.2

その他の市部 1,069 0.7 14.7 26.8 12.3 15.2 29.5 1.0

郡部 106 0.9 9.4 30.2 7.5 19.8 32.1 0.0

東部　市部 566 0.5 17.0 26.1 10.6 15.9 29.2 0.7

東部　郡部 79 1.3 8.9 32.9 5.1 25.3 26.6 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 0.8 12.2 32.1 14.3 14.8 24.5 1.3

中部　郡部 18 0.0 11.1 27.8 16.7 5.6 38.9 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 0.8 12.0 23.3 13.9 13.9 34.6 1.5

西部　郡部 9 0.0 11.1 11.1 11.1 0.0 66.7 0.0
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（○は１つ）

あなたは、文（学問・学習活動）、武

（スポーツ活動）、芸（文化・芸術活

動）のいずれかの分野で、自己を磨く努

力をしていますか。

お

お

い

に

し

て

い

る

あ

る

程

度

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

し

て

い

な

い

ま
っ

た

く

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.9 28.6 12.5 23.2 25.2 3.7 0.9

男性 930 7.5 25.8 13.4 23.5 24.6 3.7 1.4

女性 1,108 4.6 31.0 11.7 22.9 25.7 3.6 0.5

20代 147 11.6 34.0 16.3 10.2 23.8 4.1 0.0

30代 234 5.1 20.5 14.5 32.1 22.6 4.3 0.9

40代 308 4.5 27.9 17.5 19.8 25.3 4.5 0.3

50代 323 7.4 27.6 13.6 25.4 24.1 1.9 0.0

60代 509 5.5 31.8 9.6 26.5 24.2 1.8 0.6

70歳以上 518 5.0 28.6 9.7 20.3 28.4 5.8 2.3

60歳以上　計 1,027 5.3 30.2 9.6 23.4 26.3 3.8 1.5

20代 66 18.2 39.4 16.7 6.1 16.7 3.0 0.0

30代 108 7.4 21.3 13.0 32.4 19.4 4.6 1.9

40代 116 6.9 23.3 19.8 19.0 24.1 6.0 0.9

50代 164 7.9 24.4 13.4 25.6 26.8 1.8 0.0

60代 249 6.0 26.5 10.8 26.9 28.1 1.2 0.4

70歳以上 227 6.2 25.6 12.3 21.6 24.2 6.2 4.0

60歳以上　計 476 6.1 26.1 11.6 24.4 26.3 3.6 2.1

20代 81 6.2 29.6 16.0 13.6 29.6 4.9 0.0

30代 126 3.2 19.8 15.9 31.7 25.4 4.0 0.0

40代 192 3.1 30.7 16.1 20.3 26.0 3.6 0.0

50代 159 6.9 30.8 13.8 25.2 21.4 1.9 0.0

60代 260 5.0 36.9 8.5 26.2 20.4 2.3 0.8

70歳以上 290 4.1 31.0 7.6 19.3 31.7 5.2 1.0

60歳以上　計 550 4.5 33.8 8.0 22.5 26.4 3.8 0.9

未婚 267 9.7 28.1 15.0 18.4 24.0 4.9 0.0

既婚 1,483 5.8 28.1 12.9 23.9 24.9 3.6 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 2.9 32.5 7.9 22.7 28.9 3.2 1.8

子どもはいない 143 5.6 24.5 10.5 28.0 26.6 4.9 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 5.5 17.4 24.8 22.9 21.1 6.4 1.8

小学生 107 0.9 23.4 13.1 31.8 27.1 3.7 0.0

中学生 67 6.0 34.3 17.9 20.9 19.4 1.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 3.4 25.9 20.7 20.7 24.1 5.2 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 3.9 31.6 11.8 21.1 31.6 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 5.8 30.2 10.6 23.2 25.8 3.3 1.2

独身期 154 12.3 30.5 13.6 16.2 23.4 3.9 0.0

家族形成期 148 5.4 18.2 21.6 23.6 23.6 6.1 1.4

家族成長前期 174 2.9 27.6 14.9 27.6 24.1 2.9 0.0

家族成長後期 130 3.8 30.0 15.4 20.8 27.7 2.3 0.0

家族成熟期 265 7.2 27.9 13.2 25.3 23.4 2.6 0.4

老齢期 1,027 5.3 30.2 9.6 23.4 26.3 3.8 1.5

その他 135 8.1 24.4 15.6 23.0 24.4 4.4 0.0
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（○は１つ）

あなたは、文（学問・学習活動）、武

（スポーツ活動）、芸（文化・芸術活

動）のいずれかの分野で、自己を磨く努

力をしていますか。

お

お

い

に

し

て

い

る

あ

る

程

度

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

し

て

い

な

い

ま
っ

た

く

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.9 28.6 12.5 23.2 25.2 3.7 0.9

農林漁業(事業主・家族従業) 75 2.7 17.3 17.3 22.7 28.0 5.3 6.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.1 32.3 15.1 17.2 22.6 3.8 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 7.9 31.7 13.7 25.3 18.0 2.8 0.6

給与所得者　労務作業者 223 4.9 21.1 11.7 23.3 35.4 3.1 0.4

無職（収入あり・なし） 999 4.5 28.6 11.6 23.8 26.9 4.0 0.5

学生・その他 49 18.4 34.7 8.2 14.3 18.4 4.1 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 6.5 28.0 15.7 18.8 24.1 4.2 2.7

給与所得者小計 718 7.0 28.4 13.1 24.7 23.4 2.9 0.6

　　　10年未満 90 7.8 23.3 16.7 20.0 23.3 6.7 2.2

10年～20年未満 74 5.4 33.8 18.9 21.6 20.3 0.0 0.0

20年～30年未満 219 9.6 30.6 14.6 18.7 22.4 4.1 0.0

30年以上 1,640 5.4 28.6 11.6 24.1 25.9 3.4 0.9

生まれてからずっと 1,260 5.2 26.3 12.5 23.0 28.7 3.5 0.8

持家 1,699 6.1 29.9 12.0 23.9 24.3 3.0 0.8

持家以外 321 5.0 22.7 15.0 19.9 29.9 6.5 0.9

一戸建 1,686 6.3 29.7 11.6 24.3 24.0 3.3 0.8

一戸建以外 318 4.1 23.6 17.3 18.6 30.5 5.0 0.9

その他 16 0.0 31.3 6.3 12.5 43.8 6.3 0.0

利用できる 1,461 6.7 31.1 13.7 22.9 22.6 2.5 0.5

利用できない 474 4.4 23.2 9.3 24.7 32.1 4.9 1.5

わからない 84 1.2 19.0 10.7 22.6 31.0 15.5 0.0

利用する 1,112 7.8 32.6 14.0 23.2 19.8 2.0 0.5

利用しない 903 3.5 23.9 10.7 23.4 32.0 5.4 1.0

住宅地域 1,427 6.4 29.6 12.8 22.4 24.5 3.6 0.7

商業地域 127 5.5 34.6 11.0 21.3 20.5 5.5 1.6

工業地域 40 5.0 20.0 17.5 30.0 27.5 0.0 0.0

農漁業地域 244 5.3 25.0 9.4 27.0 30.7 2.5 0.0

山間地域 161 2.5 26.1 15.5 23.6 25.5 3.7 3.1

その他 19 5.3 15.8 5.3 31.6 36.8 5.3 0.0

東部地域 645 7.0 27.6 13.8 21.4 25.3 4.5 0.5

中部地域 670 5.5 31.3 9.9 22.8 26.6 3.1 0.7

西部地域 708 5.4 27.4 13.8 25.4 23.7 3.0 1.3

静岡市 415 4.8 29.4 11.1 24.1 27.2 2.7 0.7

浜松市 433 5.5 29.1 13.2 26.1 23.6 2.3 0.2

その他の市部 1,069 6.8 28.3 12.6 22.1 25.1 3.8 1.2

郡部 106 2.8 29.2 14.2 20.8 24.5 8.5 0.0

東部　市部 566 7.4 27.7 13.8 21.6 25.3 3.7 0.5

東部　郡部 79 3.8 26.6 13.9 20.3 25.3 10.1 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 7.2 33.8 7.6 20.7 25.7 4.2 0.8

中部　郡部 18 0.0 44.4 11.1 22.2 22.2 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 5.3 24.8 14.7 24.4 24.1 3.8 3.0

西部　郡部 9 0.0 22.2 22.2 22.2 22.2 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたは、この１年でどのくらい、次に

あげるような「子どもをはぐくむ活動」

に参加しましたか。

「子どもをはぐくむ活動」の例

ＰＴＡや健全育成会の役員会活動、父親

の会、子ども会、ボーイスカウトなどの

実践活動／スポーツ少年団などのスポー

ツ指導／読み聞かせ、音楽や絵画、工

作、手芸などの文化指導／学校部活動、

総合的な学習などの指導／交通安全、防

災・防犯などの指導／自然体験、社会体

験、国際交流などの指導／子育てサーク

ルなどの指導

月

に

３

回

以

上

月

に

１
～

２

回

年

に

４

回

く

ら

い

年

に

１

回

く

ら

い

ま
っ

た

く

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 4.0 5.1 7.1 8.0 66.7 7.7 1.5

男性 930 4.1 4.0 7.2 8.6 67.3 7.2 1.6

女性 1,108 3.9 6.0 6.9 7.6 66.2 8.0 1.4

20代 147 6.1 3.4 3.4 4.8 74.1 8.2 0.0

30代 234 7.3 9.4 9.8 12.4 53.4 6.8 0.9

40代 308 7.1 10.1 13.6 9.7 54.9 4.2 0.3

50代 323 3.7 3.4 11.1 8.0 68.4 4.6 0.6

60代 509 1.4 3.9 3.7 7.7 77.4 4.9 1.0

70歳以上 518 2.7 2.9 3.7 6.4 65.8 14.7 3.9

60歳以上　計 1,027 2.0 3.4 3.7 7.0 71.6 9.8 2.4

20代 66 7.6 0.0 3.0 7.6 74.2 7.6 0.0

30代 108 6.5 9.3 6.5 7.4 60.2 8.3 1.9

40代 116 6.9 4.3 9.5 8.6 66.4 3.4 0.9

50代 164 3.7 4.3 12.8 10.4 64.0 4.3 0.6

60代 249 2.4 3.2 4.8 8.8 75.1 4.8 0.8

70歳以上 227 2.6 3.1 6.2 7.9 63.0 13.2 4.0

60歳以上　計 476 2.5 3.2 5.5 8.4 69.3 8.8 2.3

20代 81 4.9 6.2 3.7 2.5 74.1 8.6 0.0

30代 126 7.9 9.5 12.7 16.7 47.6 5.6 0.0

40代 192 7.3 13.5 16.1 10.4 47.9 4.7 0.0

50代 159 3.8 2.5 9.4 5.7 73.0 5.0 0.6

60代 260 0.4 4.6 2.7 6.5 79.6 5.0 1.2

70歳以上 290 2.8 2.8 1.7 5.2 68.3 15.5 3.8

60歳以上　計 550 1.6 3.6 2.2 5.8 73.6 10.5 2.5

未婚 267 4.1 0.4 0.4 3.4 82.4 9.0 0.4

既婚 1,483 4.4 6.2 8.5 9.0 63.3 7.2 1.4

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 1.8 4.0 6.1 7.9 69.3 8.7 2.2

子どもはいない 143 2.1 3.5 2.1 1.4 81.8 7.7 1.4

未就学児（小学校入学前） 109 11.0 8.3 10.1 11.0 49.5 8.3 1.8

小学生 107 7.5 18.7 23.4 18.7 26.2 5.6 0.0

中学生 67 13.4 13.4 23.9 23.9 23.9 1.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 5.2 20.7 20.7 15.5 36.2 1.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 6.6 9.2 14.5 10.5 57.9 1.3 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 2.4 3.5 5.4 7.3 71.1 8.3 1.9

独身期 154 3.9 0.0 0.6 4.5 83.1 7.8 0.0

家族形成期 148 9.5 6.8 8.1 8.1 58.8 7.4 1.4

家族成長前期 174 9.8 16.7 23.6 20.7 25.3 4.0 0.0

家族成長後期 130 6.2 14.6 17.7 13.1 47.7 0.8 0.0

家族成熟期 265 4.2 3.4 10.6 6.8 70.2 4.2 0.8

老齢期 1,027 2.0 3.4 3.7 7.0 71.6 9.8 2.4

その他 135 3.0 1.5 0.7 1.5 83.0 9.6 0.7
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（○は１つ）

あなたは、この１年でどのくらい、次に

あげるような「子どもをはぐくむ活動」

に参加しましたか。

「子どもをはぐくむ活動」の例

ＰＴＡや健全育成会の役員会活動、父親

の会、子ども会、ボーイスカウトなどの

実践活動／スポーツ少年団などのスポー

ツ指導／読み聞かせ、音楽や絵画、工

作、手芸などの文化指導／学校部活動、

総合的な学習などの指導／交通安全、防

災・防犯などの指導／自然体験、社会体

験、国際交流などの指導／子育てサーク

ルなどの指導

月

に

３

回

以

上

月

に

１
～

２

回

年

に

４

回

く

ら

い

年

に

１

回

く

ら

い

ま
っ

た

く

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 4.0 5.1 7.1 8.0 66.7 7.7 1.5

農林漁業(事業主・家族従業) 75 0.0 6.7 9.3 14.7 56.0 6.7 6.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 6.5 2.2 10.8 12.4 59.1 7.5 1.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 5.3 4.6 11.7 7.9 65.1 4.8 0.6

給与所得者　労務作業者 223 3.1 4.5 5.4 8.5 72.6 4.9 0.9

無職（収入あり・なし） 999 3.2 6.0 4.4 7.1 68.1 9.7 1.5

学生・その他 49 8.2 0.0 6.1 2.0 73.5 8.2 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 4.6 3.4 10.3 13.0 58.2 7.3 3.1

給与所得者小計 718 4.6 4.6 9.7 8.1 67.4 4.9 0.7

　　　10年未満 90 6.7 4.4 5.6 2.2 72.2 5.6 3.3

10年～20年未満 74 8.1 9.5 5.4 10.8 59.5 6.8 0.0

20年～30年未満 219 6.4 4.1 6.4 6.4 67.1 9.1 0.5

30年以上 1,640 3.3 5.1 7.4 8.5 66.5 7.6 1.5

生まれてからずっと 1,260 3.2 5.2 6.9 8.6 66.9 7.9 1.3

持家 1,699 4.5 5.4 7.3 8.4 65.4 7.7 1.4

持家以外 321 1.2 4.0 6.2 6.5 72.6 8.1 1.2

一戸建 1,686 4.3 5.5 7.5 8.4 65.4 7.7 1.3

一戸建以外 318 2.5 3.8 5.3 6.9 71.7 7.9 1.9

その他 16 0.0 0.0 0.0 6.3 87.5 6.3 0.0

利用できる 1,461 4.5 6.4 8.5 8.6 66.1 4.8 1.1

利用できない 474 3.0 2.1 3.2 6.8 68.8 13.9 2.3

わからない 84 0.0 0.0 6.0 8.3 63.1 22.6 0.0

利用する 1,112 5.6 7.1 9.7 8.8 63.6 4.5 0.7

利用しない 903 1.8 2.8 4.0 7.2 70.5 11.6 2.1

住宅地域 1,427 3.7 5.3 6.9 7.2 68.0 7.4 1.4

商業地域 127 7.9 3.1 5.5 9.4 62.2 9.4 2.4

工業地域 40 2.5 5.0 0.0 15.0 75.0 2.5 0.0

農漁業地域 244 3.7 4.5 9.8 8.2 65.6 8.2 0.0

山間地域 161 3.7 6.2 8.1 13.0 55.9 9.3 3.7

その他 19 0.0 5.3 5.3 10.5 73.7 5.3 0.0

東部地域 645 4.2 6.0 7.6 9.1 64.0 8.2 0.8

中部地域 670 4.0 5.4 7.3 7.3 67.9 6.0 2.1

西部地域 708 3.7 4.1 6.5 7.9 67.7 8.8 1.4

静岡市 415 3.9 5.1 6.7 6.5 70.6 4.8 2.4

浜松市 433 3.7 5.3 6.7 7.4 69.3 7.2 0.5

その他の市部 1,069 4.2 5.2 7.8 9.5 63.7 8.0 1.6

郡部 106 2.8 3.8 3.8 2.8 68.9 17.9 0.0

東部　市部 566 4.4 6.4 8.3 10.1 63.3 6.7 0.9

東部　郡部 79 2.5 3.8 2.5 2.5 69.6 19.0 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 4.2 5.9 8.0 8.9 62.9 8.4 1.7

中部　郡部 18 5.6 5.6 11.1 5.6 72.2 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 3.8 2.3 6.4 9.0 65.4 10.2 3.0

西部　郡部 9 0.0 0.0 0.0 0.0 55.6 44.4 0.0
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（○は１つ）

あなたは、自分が日常接する青少年（自

分の子どもは除く。概ね25歳未満の方）

の規範意識(社会のルールを守ろうとする

意識)について、どう思いますか。

お

お

い

に

向

上

し

て

い

る

あ

る

程

度

向

上

し

て

い

る

変

わ

ら

な

い

や

や

低

下

し

て

い

る

か

な

り

低

下

し

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.6 9.6 24.3 21.1 20.2 23.1 1.1

男性 930 0.9 8.4 25.6 20.4 22.6 20.8 1.4

女性 1,108 0.5 10.6 23.2 21.7 18.1 25.1 0.8

20代 147 0.0 8.2 22.4 20.4 25.2 23.8 0.0

30代 234 0.0 6.4 31.2 20.1 22.2 19.2 0.9

40代 308 0.0 8.8 28.6 26.9 18.8 16.6 0.3

50代 323 0.6 8.0 24.5 26.9 21.7 18.0 0.3

60代 509 1.4 8.1 21.0 22.8 23.2 22.2 1.4

70歳以上 518 0.8 14.5 22.2 12.9 14.7 32.8 2.1

60歳以上　計 1,027 1.1 11.3 21.6 17.8 18.9 27.6 1.8

20代 66 0.0 7.6 19.7 22.7 30.3 19.7 0.0

30代 108 0.0 3.7 33.3 15.7 29.6 15.7 1.9

40代 116 0.0 6.9 28.4 25.9 21.6 16.4 0.9

50代 164 0.0 7.3 28.7 25.0 20.1 18.9 0.0

60代 249 2.0 7.2 20.9 20.9 26.9 20.9 1.2

70歳以上 227 1.3 13.7 25.1 15.4 14.5 26.9 3.1

60歳以上　計 476 1.7 10.3 22.9 18.3 21.0 23.7 2.1

20代 81 0.0 8.6 24.7 18.5 21.0 27.2 0.0

30代 126 0.0 8.7 29.4 23.8 15.9 22.2 0.0

40代 192 0.0 9.9 28.6 27.6 17.2 16.7 0.0

50代 159 1.3 8.8 20.1 28.9 23.3 17.0 0.6

60代 260 0.8 8.8 21.2 24.6 19.6 23.5 1.5

70歳以上 290 0.3 15.2 20.0 11.0 14.8 37.2 1.4

60歳以上　計 550 0.5 12.2 20.5 17.5 17.1 30.7 1.5

未婚 267 0.0 7.5 22.8 21.0 22.8 25.8 0.0

既婚 1,483 0.7 9.7 24.9 22.1 19.8 21.5 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 0.0 11.2 21.7 16.6 19.9 29.2 1.4

子どもはいない 143 0.0 6.3 27.3 17.5 26.6 22.4 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 0.0 10.1 35.8 22.0 13.8 16.5 1.8

小学生 107 0.0 5.6 31.8 21.5 20.6 20.6 0.0

中学生 67 0.0 10.4 26.9 22.4 19.4 20.9 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 6.9 34.5 32.8 17.2 8.6 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 0.0 17.1 35.5 18.4 18.4 10.5 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 0.8 10.4 21.3 21.2 19.8 24.9 1.6

独身期 154 0.0 6.5 20.8 20.8 26.6 25.3 0.0

家族形成期 148 0.0 9.5 34.5 20.9 18.9 14.9 1.4

家族成長前期 174 0.0 7.5 29.9 21.8 20.1 20.7 0.0

家族成長後期 130 0.0 13.1 34.6 24.6 17.7 10.0 0.0

家族成熟期 265 0.8 6.4 20.0 32.8 22.6 16.6 0.8

老齢期 1,027 1.1 11.3 21.6 17.8 18.9 27.6 1.8

その他 135 0.0 5.9 28.1 20.0 21.5 24.4 0.0
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（○は１つ）

あなたは、自分が日常接する青少年（自

分の子どもは除く。概ね25歳未満の方）

の規範意識(社会のルールを守ろうとする

意識)について、どう思いますか。

お

お

い

に

向

上

し

て

い

る

あ

る

程

度

向

上

し

て

い

る

変

わ

ら

な

い

や

や

低

下

し

て

い

る

か

な

り

低

下

し

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.6 9.6 24.3 21.1 20.2 23.1 1.1

農林漁業(事業主・家族従業) 75 4.0 10.7 29.3 14.7 13.3 24.0 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 2.2 14.5 25.3 21.0 16.7 17.7 2.7

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 0.0 7.7 26.5 26.7 23.4 15.2 0.6

給与所得者　労務作業者 223 0.4 7.2 24.7 19.7 24.2 23.3 0.4

無職（収入あり・なし） 999 0.5 10.3 22.8 19.2 18.2 28.1 0.8

学生・その他 49 0.0 8.2 22.4 22.4 22.4 22.4 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 2.7 13.4 26.4 19.2 15.7 19.5 3.1

給与所得者小計 718 0.1 7.5 25.9 24.5 23.7 17.7 0.6

　　　10年未満 90 0.0 13.3 20.0 20.0 20.0 24.4 2.2

10年～20年未満 74 0.0 10.8 39.2 17.6 13.5 18.9 0.0

20年～30年未満 219 0.0 6.4 26.0 21.9 23.3 21.9 0.5

30年以上 1,640 0.8 9.8 23.8 21.4 19.8 23.3 1.1

生まれてからずっと 1,260 0.8 9.4 22.6 20.9 21.2 24.0 1.1

持家 1,699 0.8 10.0 24.1 22.1 18.8 23.3 0.9

持家以外 321 0.0 7.8 26.8 17.1 25.9 21.2 1.2

一戸建 1,686 0.7 9.7 23.8 21.9 19.2 23.9 0.8

一戸建以外 318 0.3 10.1 28.6 18.6 23.6 17.0 1.9

その他 16 0.0 0.0 18.8 12.5 25.0 43.8 0.0

利用できる 1,461 0.4 9.0 25.6 23.8 21.1 19.3 0.9

利用できない 474 1.5 10.8 23.6 15.2 17.9 30.0 1.1

わからない 84 0.0 15.5 10.7 13.1 13.1 46.4 1.2

利用する 1,112 0.5 8.9 26.4 25.5 20.5 17.4 0.6

利用しない 903 0.8 10.3 22.0 16.1 19.4 30.1 1.3

住宅地域 1,427 0.6 9.1 23.5 22.1 20.5 23.3 0.9

商業地域 127 1.6 11.8 33.1 14.2 18.1 18.1 3.1

工業地域 40 0.0 10.0 15.0 22.5 32.5 20.0 0.0

農漁業地域 244 0.4 9.4 26.6 23.4 16.4 23.4 0.4

山間地域 161 1.2 12.4 24.8 15.5 19.9 24.2 1.9

その他 19 0.0 10.5 21.1 31.6 10.5 26.3 0.0

東部地域 645 0.9 9.3 24.5 21.2 20.9 22.0 1.1

中部地域 670 0.4 9.7 23.0 20.9 23.1 21.8 1.0

西部地域 708 0.6 9.9 25.8 21.5 16.1 25.1 1.0

静岡市 415 0.7 8.7 22.4 21.2 23.9 22.4 0.7

浜松市 433 0.5 11.1 25.6 21.9 17.1 23.3 0.5

その他の市部 1,069 0.7 9.8 24.5 21.4 19.6 22.5 1.5

郡部 106 0.9 5.7 27.4 16.0 19.8 30.2 0.0

東部　市部 566 0.9 10.1 23.7 22.1 20.8 21.2 1.2

東部　郡部 79 1.3 3.8 30.4 15.2 21.5 27.8 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 0.0 11.4 24.5 20.3 21.9 20.3 1.7

中部　郡部 18 0.0 11.1 16.7 22.2 22.2 27.8 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 0.8 7.9 26.3 21.1 15.0 27.1 1.9

西部　郡部 9 0.0 11.1 22.2 11.1 0.0 55.6 0.0
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で富士山につい

て、想ったり、考えたりすることはあり

ますか。

「想ったり、考えたり」の例

・○○から見る富士山は美しい

・富士山を見ると静岡県に帰ってきたと

感じる

・他県の人に富士山の話をされるとうれ

しいと感じる

お

お

い

に

あ

る

あ

る

程

度

あ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

な

い

ま
っ

た

く

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 32.3 47.3 5.5 8.6 3.5 1.9 0.8

男性 930 27.4 48.2 5.7 11.0 4.8 1.6 1.3

女性 1,108 36.5 46.7 5.3 6.7 2.3 2.1 0.5

20代 147 27.2 42.9 9.5 12.2 6.1 2.0 0.0

30代 234 21.4 50.0 7.7 12.8 5.6 1.3 1.3

40代 308 21.8 57.1 5.5 10.7 2.9 1.6 0.3

50代 323 30.7 52.9 4.0 8.7 3.1 0.6 0.0

60代 509 38.7 45.4 5.5 6.7 2.8 0.4 0.6

70歳以上 518 39.8 40.0 4.2 6.4 3.1 4.6 1.9

60歳以上　計 1,027 39.2 42.6 4.9 6.5 2.9 2.5 1.3

20代 66 22.7 43.9 7.6 15.2 7.6 3.0 0.0

30代 108 25.0 38.9 10.2 13.0 9.3 1.9 1.9

40代 116 12.1 55.2 6.9 16.4 6.0 2.6 0.9

50代 164 24.4 58.5 3.0 9.8 4.3 0.0 0.0

60代 249 32.5 46.2 6.0 10.8 3.6 0.4 0.4

70歳以上 227 34.4 44.9 4.0 7.0 3.1 3.1 3.5

60歳以上　計 476 33.4 45.6 5.0 9.0 3.4 1.7 1.9

20代 81 30.9 42.0 11.1 9.9 4.9 1.2 0.0

30代 126 18.3 59.5 5.6 12.7 2.4 0.8 0.8

40代 192 27.6 58.3 4.7 7.3 1.0 1.0 0.0

50代 159 37.1 47.2 5.0 7.5 1.9 1.3 0.0

60代 260 44.6 44.6 5.0 2.7 1.9 0.4 0.8

70歳以上 290 44.1 36.2 4.5 5.9 3.1 5.5 0.7

60歳以上　計 550 44.4 40.2 4.7 4.4 2.5 3.1 0.7

未婚 267 24.7 46.1 7.5 15.4 4.1 2.2 0.0

既婚 1,483 33.0 48.2 5.3 7.8 3.2 1.6 0.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 36.5 43.3 5.1 7.2 4.7 2.9 0.4

子どもはいない 143 28.7 49.7 4.9 7.7 6.3 2.8 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 27.5 47.7 6.4 6.4 6.4 2.8 2.8

小学生 107 19.6 52.3 8.4 14.0 5.6 0.0 0.0

中学生 67 13.4 68.7 3.0 13.4 1.5 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 17.2 60.3 6.9 15.5 0.0 0.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 21.1 64.5 3.9 5.3 3.9 1.3 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 38.6 44.1 5.0 6.7 2.7 1.9 1.0

独身期 154 21.4 47.4 9.1 16.2 3.9 1.9 0.0

家族形成期 148 26.4 48.0 6.1 6.8 8.1 2.7 2.0

家族成長前期 174 17.2 58.6 6.3 13.8 4.0 0.0 0.0

家族成長後期 130 19.2 63.8 5.4 9.2 2.3 0.0 0.0

家族成熟期 265 35.1 47.9 4.9 7.9 2.3 1.5 0.4

老齢期 1,027 39.2 42.6 4.9 6.5 2.9 2.5 1.3

その他 135 25.2 51.1 5.2 12.6 4.4 1.5 0.0
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平成 25年度 県政世論調査 数表 
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（○は１つ）

あなたは、日常生活の中で富士山につい

て、想ったり、考えたりすることはあり

ますか。

「想ったり、考えたり」の例

・○○から見る富士山は美しい

・富士山を見ると静岡県に帰ってきたと

感じる

・他県の人に富士山の話をされるとうれ

しいと感じる

お

お

い

に

あ

る

あ

る

程

度

あ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

な

い

ま
っ

た

く

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 32.3 47.3 5.5 8.6 3.5 1.9 0.8

農林漁業(事業主・家族従業) 75 26.7 52.0 0.0 12.0 2.7 2.7 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 40.3 42.5 3.2 8.6 2.7 1.1 1.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 31.1 47.7 5.9 10.5 3.4 0.8 0.6

給与所得者　労務作業者 223 18.4 52.5 8.1 12.6 6.7 1.3 0.4

無職（収入あり・なし） 999 35.0 47.2 5.4 6.3 2.8 2.7 0.5

学生・その他 49 30.6 36.7 10.2 12.2 6.1 2.0 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 36.4 45.2 2.3 9.6 2.7 1.5 2.3

給与所得者小計 718 27.2 49.2 6.5 11.1 4.5 1.0 0.6

　　　10年未満 90 32.2 38.9 8.9 11.1 4.4 1.1 3.3

10年～20年未満 74 29.7 50.0 8.1 6.8 5.4 0.0 0.0

20年～30年未満 219 23.7 50.2 7.3 11.0 5.5 2.3 0.0

30年以上 1,640 33.7 47.2 5.0 8.3 3.1 1.9 0.8

生まれてからずっと 1,260 31.9 47.1 5.7 9.0 3.9 1.6 0.7

持家 1,699 34.3 46.3 5.2 8.4 3.3 1.9 0.6

持家以外 321 22.7 52.6 7.5 10.0 4.4 1.6 1.2

一戸建 1,686 33.7 46.8 5.3 8.4 3.2 2.0 0.6

一戸建以外 318 24.5 50.9 6.6 10.1 5.0 1.3 1.6

その他 16 50.0 25.0 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0

利用できる 1,461 32.2 48.7 5.3 8.8 3.5 0.9 0.7

利用できない 474 34.2 43.2 6.8 7.8 3.6 3.2 1.3

わからない 84 25.0 45.2 3.6 10.7 3.6 11.9 0.0

利用する 1,112 30.8 49.6 5.4 9.9 3.0 0.6 0.7

利用しない 903 34.2 44.4 5.8 7.2 4.2 3.3 0.9

住宅地域 1,427 33.4 47.1 5.7 8.0 3.4 1.8 0.7

商業地域 127 43.3 40.9 3.1 7.9 0.8 1.6 2.4

工業地域 40 30.0 55.0 0.0 12.5 2.5 0.0 0.0

農漁業地域 244 28.3 52.5 5.3 7.8 2.9 3.3 0.0

山間地域 161 24.2 43.5 8.7 14.3 6.2 1.2 1.9

その他 19 15.8 47.4 0.0 21.1 10.5 5.3 0.0

東部地域 645 42.6 45.0 2.9 4.7 2.6 1.6 0.6

中部地域 670 34.8 49.3 4.3 6.0 3.9 1.0 0.7

西部地域 708 20.8 47.6 9.0 14.8 4.0 2.8 1.0

静岡市 415 38.3 48.2 3.1 5.3 4.1 0.5 0.5

浜松市 433 19.9 48.3 10.4 14.5 3.5 3.0 0.5

その他の市部 1,069 35.5 46.9 4.5 7.3 3.3 1.5 1.1

郡部 106 29.2 44.3 5.7 11.3 3.8 5.7 0.0

東部　市部 566 44.2 44.7 2.5 4.6 2.5 0.9 0.7

東部　郡部 79 31.6 46.8 6.3 5.1 3.8 6.3 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 29.5 50.6 6.3 6.3 3.8 2.1 1.3

中部　郡部 18 22.2 55.6 5.6 16.7 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 22.2 48.1 7.1 13.9 4.5 2.3 1.9

西部　郡部 9 22.2 0.0 0.0 55.6 11.1 11.1 0.0
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（○は１つ）

「多文化共生」という言葉や意味につい

て、あなたはどの程度ご存知ですか。

言

葉

も

意

味

も

よ

く

知
っ

て

い

る

言

葉

は

知
っ

て

お

り
、

意

味

も

少

し

は

知
っ

て

い

る

言

葉

の

み

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

言

葉

も

意

味

も

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.4 25.0 28.3 40.1 1.2

男性 930 6.3 24.4 28.7 38.7 1.8

女性 1,108 4.7 25.5 28.1 41.2 0.6

20代 147 7.5 26.5 29.9 36.1 0.0

30代 234 4.3 21.8 27.8 44.9 1.3

40代 308 2.3 25.3 23.7 48.1 0.6

50代 323 6.2 26.9 27.2 39.0 0.6

60代 509 5.7 25.3 34.0 34.4 0.6

70歳以上 518 6.6 24.1 26.1 40.5 2.7

60歳以上　計 1,027 6.1 24.7 30.0 37.5 1.7

20代 66 7.6 25.8 28.8 37.9 0.0

30代 108 5.6 19.4 28.7 44.4 1.9

40代 116 2.6 25.9 27.6 42.2 1.7

50代 164 5.5 25.0 26.8 41.5 1.2

60代 249 6.8 24.9 30.9 36.9 0.4

70歳以上 227 8.4 24.7 28.2 34.4 4.4

60歳以上　計 476 7.6 24.8 29.6 35.7 2.3

20代 81 7.4 27.2 30.9 34.6 0.0

30代 126 3.2 23.8 27.0 45.2 0.8

40代 192 2.1 25.0 21.4 51.6 0.0

50代 159 6.9 28.9 27.7 36.5 0.0

60代 260 4.6 25.8 36.9 31.9 0.8

70歳以上 290 5.2 23.8 24.5 45.2 1.4

60歳以上　計 550 4.9 24.7 30.4 38.9 1.1

未婚 267 7.5 21.3 28.1 42.3 0.7

既婚 1,483 4.6 25.1 29.1 40.0 1.2

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 7.9 27.8 24.5 38.3 1.4

子どもはいない 143 4.9 30.1 25.2 39.2 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 4.6 25.7 24.8 42.2 2.8

小学生 107 1.9 25.2 22.4 50.5 0.0

中学生 67 1.5 31.3 17.9 49.3 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 1.7 17.2 36.2 44.8 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 7.9 23.7 21.1 47.4 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 5.6 25.5 30.1 37.4 1.5

独身期 154 9.1 21.4 33.1 36.4 0.0

家族形成期 148 4.1 27.0 23.6 43.2 2.0

家族成長前期 174 1.7 27.6 20.7 50.0 0.0

家族成長後期 130 5.4 20.8 26.9 46.9 0.0

家族成熟期 265 5.3 27.2 29.4 37.4 0.8

老齢期 1,027 6.1 24.7 30.0 37.5 1.7

その他 135 3.0 25.9 23.0 46.7 1.5

Ｑ12

調

査

数

全　　　　　県

子

ど

も

の

年

代

（

長

子

年

代
）

性

年

代

男

性

　

年

代

ラ

イ

フ

ス

テ
ー

ジ

女

性

　

年

代

未

既

婚



平成 25年度 県政世論調査 数表 

- 62 - 

 

 

 

 

（○は１つ）

「多文化共生」という言葉や意味につい

て、あなたはどの程度ご存知ですか。

言

葉

も

意

味

も

よ

く

知
っ

て

い

る

言

葉

は

知
っ

て

お

り
、

意

味

も

少

し

は

知
っ

て

い

る

言

葉

の

み

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

言

葉

も

意

味

も

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.4 25.0 28.3 40.1 1.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 1.3 18.7 24.0 50.7 5.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 7.5 33.9 23.7 32.3 2.7

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 6.7 26.7 26.5 39.6 0.6

給与所得者　労務作業者 223 1.8 14.3 35.4 47.1 1.3

無職（収入あり・なし） 999 5.1 25.6 29.0 39.5 0.7

学生・その他 49 12.2 24.5 22.4 38.8 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 5.7 29.5 23.8 37.5 3.4

給与所得者小計 718 5.2 22.8 29.2 41.9 0.8

　　　10年未満 90 3.3 27.8 16.7 48.9 3.3

10年～20年未満 74 6.8 32.4 23.0 37.8 0.0

20年～30年未満 219 7.3 26.9 31.1 34.7 0.0

30年以上 1,640 5.3 24.4 28.8 40.2 1.2

生まれてからずっと 1,260 4.8 22.9 29.0 42.1 1.3

持家 1,699 5.9 25.7 28.1 39.2 1.1

持家以外 321 3.4 21.8 29.6 43.9 1.2

一戸建 1,686 5.5 25.6 28.2 39.6 1.0

一戸建以外 318 5.3 22.6 30.5 39.9 1.6

その他 16 6.3 18.8 0.0 75.0 0.0

利用できる 1,461 6.2 26.4 28.1 38.5 0.9

利用できない 474 4.0 22.6 28.9 42.8 1.7

わからない 84 2.4 16.7 29.8 51.2 0.0

利用する 1,112 6.4 28.3 26.0 38.6 0.7

利用しない 903 4.2 21.3 31.2 41.9 1.4

住宅地域 1,427 5.7 25.9 27.6 39.8 1.1

商業地域 127 9.4 28.3 29.1 29.9 3.1

工業地域 40 2.5 22.5 27.5 47.5 0.0

農漁業地域 244 4.9 23.0 29.9 41.8 0.4

山間地域 161 2.5 21.1 30.4 44.1 1.9

その他 19 0.0 21.1 36.8 42.1 0.0

東部地域 645 5.3 23.9 31.2 39.1 0.6

中部地域 670 4.9 26.3 25.7 41.5 1.6

西部地域 708 6.1 25.1 28.4 39.3 1.1

静岡市 415 5.3 26.0 26.5 40.7 1.4

浜松市 433 6.0 27.0 28.9 37.4 0.7

その他の市部 1,069 5.4 24.6 28.3 40.3 1.3

郡部 106 3.8 18.9 34.0 43.4 0.0

東部　市部 566 5.3 25.6 30.2 38.2 0.7

東部　郡部 79 5.1 11.4 38.0 45.6 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 4.6 26.2 23.6 43.5 2.1

中部　郡部 18 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 6.4 21.1 28.6 42.1 1.9

西部　郡部 9 0.0 55.6 0.0 44.4 0.0
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（○は１つ）

県内のまちのなかで、学生をはじめとし

た若者の学びや交流・社会活動などによ

る賑わいが増えていると思いますか。

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.9 14.9 22.5 23.8 7.4 29.9 0.7

男性 930 0.8 11.8 23.1 24.4 9.4 29.4 1.2

女性 1,108 1.0 17.4 22.0 23.3 5.8 30.2 0.3

20代 147 0.7 15.6 30.6 23.1 12.9 17.0 0.0

30代 234 0.4 12.0 22.6 23.1 14.5 26.5 0.9

40代 308 1.6 10.4 23.4 26.3 8.4 29.2 0.6

50代 323 0.0 10.8 25.1 26.6 6.2 31.0 0.3

60代 509 0.8 17.7 21.0 27.3 6.1 26.5 0.6

70歳以上 518 1.4 18.3 19.5 17.6 4.1 38.0 1.2

60歳以上　計 1,027 1.1 18.0 20.3 22.4 5.1 32.3 0.9

20代 66 0.0 10.6 31.8 21.2 15.2 21.2 0.0

30代 108 0.0 8.3 20.4 19.4 23.1 26.9 1.9

40代 116 1.7 8.6 15.5 31.9 11.2 29.3 1.7

50代 164 0.0 6.7 26.2 27.4 7.3 31.7 0.6

60代 249 1.2 14.5 25.3 25.7 6.8 26.1 0.4

70歳以上 227 0.9 16.3 21.1 20.3 4.4 34.8 2.2

60歳以上　計 476 1.1 15.3 23.3 23.1 5.7 30.3 1.3

20代 81 1.2 19.8 29.6 24.7 11.1 13.6 0.0

30代 126 0.8 15.1 24.6 26.2 7.1 26.2 0.0

40代 192 1.6 11.5 28.1 22.9 6.8 29.2 0.0

50代 159 0.0 15.1 23.9 25.8 5.0 30.2 0.0

60代 260 0.4 20.8 16.9 28.8 5.4 26.9 0.8

70歳以上 290 1.7 20.0 18.3 15.5 3.8 40.3 0.3

60歳以上　計 550 1.1 20.4 17.6 21.8 4.5 34.0 0.5

未婚 267 0.4 12.4 23.2 26.2 8.2 28.8 0.7

既婚 1,483 0.9 14.7 23.3 23.5 7.9 29.0 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 0.7 18.4 18.1 23.1 4.3 35.0 0.4

子どもはいない 143 0.0 11.2 20.3 23.8 12.6 32.2 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 1.8 13.8 22.9 24.8 12.8 22.0 1.8

小学生 107 0.0 18.7 25.2 19.6 15.0 21.5 0.0

中学生 67 0.0 10.4 28.4 19.4 9.0 32.8 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 15.5 25.9 32.8 5.2 20.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 2.6 2.6 34.2 25.0 9.2 26.3 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 0.9 16.8 21.2 23.5 5.2 31.6 0.8

独身期 154 0.0 11.0 24.7 27.3 12.3 24.7 0.0

家族形成期 148 1.4 11.5 24.3 23.6 15.5 22.3 1.4

家族成長前期 174 0.0 15.5 26.4 19.5 12.6 25.9 0.0

家族成長後期 130 1.5 8.5 30.8 27.7 7.7 23.8 0.0

家族成熟期 265 0.8 12.8 23.4 26.8 6.4 29.4 0.4

老齢期 1,027 1.1 18.0 20.3 22.4 5.1 32.3 0.9

その他 135 0.7 8.1 20.7 27.4 4.4 37.0 1.5
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平成 25年度 県政世論調査 数表 
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（○は１つ）

県内のまちのなかで、学生をはじめとし

た若者の学びや交流・社会活動などによ

る賑わいが増えていると思いますか。

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 0.9 14.9 22.5 23.8 7.4 29.9 0.7

農林漁業(事業主・家族従業) 75 2.7 17.3 26.7 22.7 4.0 25.3 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 1.1 20.4 23.1 24.7 8.1 21.5 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 0.6 11.1 25.5 26.9 7.9 27.5 0.6

給与所得者　労務作業者 223 0.4 11.7 22.9 24.7 12.6 27.4 0.4

無職（収入あり・なし） 999 1.0 16.3 20.6 21.9 6.0 33.6 0.5

学生・その他 49 0.0 14.3 22.4 28.6 6.1 26.5 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 1.5 19.5 24.1 24.1 6.9 22.6 1.1

給与所得者小計 718 0.6 11.3 24.7 26.2 9.3 27.4 0.6

　　　10年未満 90 1.1 12.2 15.6 22.2 10.0 36.7 2.2

10年～20年未満 74 1.4 9.5 21.6 24.3 10.8 32.4 0.0

20年～30年未満 219 0.5 15.5 27.9 21.5 10.5 24.2 0.0

30年以上 1,640 0.9 15.2 22.2 24.3 6.6 30.1 0.7

生まれてからずっと 1,260 1.0 15.2 23.1 22.9 7.2 29.9 0.7

持家 1,699 0.9 15.5 22.4 24.2 6.7 29.7 0.6

持家以外 321 0.6 12.1 23.4 22.1 10.6 30.5 0.6

一戸建 1,686 0.9 15.4 22.8 24.0 6.4 30.0 0.5

一戸建以外 318 0.3 12.6 21.7 24.5 11.9 28.0 0.9

その他 16 6.3 12.5 18.8 6.3 12.5 43.8 0.0

利用できる 1,461 0.6 12.7 22.7 26.6 8.1 28.6 0.6

利用できない 474 1.3 20.7 23.4 17.5 5.7 30.6 0.8

わからない 84 2.4 19.0 15.5 11.9 3.6 47.6 0.0

利用する 1,112 0.4 12.5 23.7 27.7 8.3 26.7 0.6

利用しない 903 1.2 17.5 21.0 19.3 6.3 34.0 0.7

住宅地域 1,427 1.0 14.6 23.5 23.6 7.4 29.3 0.6

商業地域 127 0.0 18.9 19.7 29.1 5.5 24.4 2.4

工業地域 40 0.0 20.0 15.0 27.5 0.0 37.5 0.0

農漁業地域 244 0.4 14.8 18.9 24.6 8.6 32.8 0.0

山間地域 161 1.2 15.5 21.7 19.3 8.7 32.3 1.2

その他 19 0.0 5.3 26.3 31.6 5.3 31.6 0.0

東部地域 645 1.1 14.9 22.0 25.9 7.9 27.8 0.5

中部地域 670 0.7 16.0 20.3 22.5 7.6 31.9 0.9

西部地域 708 0.7 13.8 25.1 23.3 6.6 29.8 0.6

静岡市 415 0.0 17.1 19.0 20.5 8.9 33.7 0.7

浜松市 433 0.2 15.7 26.6 24.2 6.0 27.0 0.2

その他の市部 1,069 1.5 13.9 22.1 24.1 7.5 30.0 0.8

郡部 106 0.0 12.3 24.5 33.0 5.7 24.5 0.0

東部　市部 566 1.2 15.0 21.7 25.4 8.0 28.1 0.5

東部　郡部 79 0.0 13.9 24.1 29.1 7.6 25.3 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 2.1 14.8 22.4 23.6 5.9 30.0 1.3

中部　郡部 18 0.0 5.6 22.2 55.6 0.0 16.7 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 1.5 10.9 22.6 21.8 7.9 34.2 1.1

西部　郡部 9 0.0 11.1 33.3 22.2 0.0 33.3 0.0
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（○は１つ）

あなたは、県内で購入する食品の安全性

について、どの程度信頼できると思いま

すか。

※「食品の安全性」とは、農産物など輸

入食品の安全性や、遺伝子組換食品・食

品添加物・農薬などの安全性、食品表示

自体の信頼性などをいいます。

お

お

い

に

信

頼

で

き

る

あ

る

程

度

信

頼

で

き

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

信

頼

で

き

な

い

ま
っ

た

く

信

頼

で

き

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 6.4 59.0 19.0 9.1 1.1 4.7 0.6

男性 930 7.3 58.1 18.5 9.1 1.5 4.5 1.0

女性 1,108 5.7 59.8 19.5 9.1 0.7 4.8 0.4

20代 147 10.9 57.1 21.1 7.5 0.7 2.7 0.0

30代 234 9.8 57.7 20.5 6.8 1.3 3.0 0.9

40代 308 5.8 57.5 23.7 6.5 0.6 5.5 0.3

50代 323 4.0 59.8 20.7 11.5 1.2 2.8 0.0

60代 509 5.7 60.1 18.7 9.2 1.2 4.3 0.8

70歳以上 518 6.2 59.7 14.3 10.6 1.2 6.9 1.2

60歳以上　計 1,027 5.9 59.9 16.5 9.9 1.2 5.6 1.0

20代 66 13.6 51.5 21.2 9.1 1.5 3.0 0.0

30代 108 9.3 57.4 19.4 5.6 2.8 3.7 1.9

40代 116 9.5 53.4 24.1 6.9 0.0 5.2 0.9

50代 164 3.7 62.8 18.9 10.4 1.2 3.0 0.0

60代 249 7.2 57.0 18.5 9.2 2.0 5.6 0.4

70歳以上 227 6.2 60.4 14.1 11.0 1.3 4.8 2.2

60歳以上　計 476 6.7 58.6 16.4 10.1 1.7 5.3 1.3

20代 81 8.6 61.7 21.0 6.2 0.0 2.5 0.0

30代 126 10.3 57.9 21.4 7.9 0.0 2.4 0.0

40代 192 3.6 59.9 23.4 6.3 1.0 5.7 0.0

50代 159 4.4 56.6 22.6 12.6 1.3 2.5 0.0

60代 260 4.2 63.1 18.8 9.2 0.4 3.1 1.2

70歳以上 290 6.2 59.0 14.5 10.3 1.0 8.6 0.3

60歳以上　計 550 5.3 60.9 16.5 9.8 0.7 6.0 0.7

未婚 267 8.6 56.9 20.2 6.7 1.5 6.0 0.0

既婚 1,483 6.1 58.7 19.6 9.7 1.1 4.0 0.8

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 6.1 63.9 15.2 7.6 0.4 6.5 0.4

子どもはいない 143 11.2 55.2 18.2 11.9 0.0 3.5 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 9.2 60.6 18.3 7.3 0.9 1.8 1.8

小学生 107 4.7 48.6 30.8 13.1 0.0 2.8 0.0

中学生 67 4.5 58.2 22.4 10.4 0.0 4.5 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 1.7 67.2 19.0 6.9 1.7 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 5.3 57.9 19.7 11.8 1.3 3.9 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 5.7 60.8 17.4 9.0 1.3 4.9 0.9

独身期 154 12.3 57.1 21.4 4.5 1.3 3.2 0.0

家族形成期 148 10.8 62.2 16.2 6.8 0.7 2.0 1.4

家族成長前期 174 4.6 52.3 27.6 12.1 0.0 3.4 0.0

家族成長後期 130 3.8 60.8 20.0 10.0 1.5 3.8 0.0

家族成熟期 265 5.7 61.1 21.5 7.2 1.1 3.0 0.4

老齢期 1,027 5.9 59.9 16.5 9.9 1.2 5.6 1.0

その他 135 5.2 54.1 22.2 10.4 1.5 6.7 0.0
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（○は１つ）

あなたは、県内で購入する食品の安全性

について、どの程度信頼できると思いま

すか。

※「食品の安全性」とは、農産物など輸

入食品の安全性や、遺伝子組換食品・食

品添加物・農薬などの安全性、食品表示

自体の信頼性などをいいます。

お

お

い

に

信

頼

で

き

る

あ

る

程

度

信

頼

で

き

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

信

頼

で

き

な

い

ま
っ

た

く

信

頼

で

き

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 6.4 59.0 19.0 9.1 1.1 4.7 0.6

農林漁業(事業主・家族従業) 75 9.3 60.0 16.0 8.0 1.3 4.0 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.6 55.9 18.3 10.8 1.6 3.8 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 7.1 61.0 19.2 6.9 1.6 3.4 0.8

給与所得者　労務作業者 223 4.9 57.4 20.2 9.0 0.4 7.6 0.4

無職（収入あり・なし） 999 5.6 59.4 19.0 10.2 0.9 4.6 0.3

学生・その他 49 8.2 55.1 22.4 6.1 0.0 6.1 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 8.8 57.1 17.6 10.0 1.5 3.8 1.1

給与所得者小計 718 6.4 59.9 19.5 7.5 1.3 4.7 0.7

　　　10年未満 90 4.4 58.9 13.3 12.2 1.1 7.8 2.2

10年～20年未満 74 10.8 51.4 23.0 9.5 1.4 4.1 0.0

20年～30年未満 219 8.2 58.4 22.8 6.8 0.9 2.7 0.0

30年以上 1,640 6.2 59.8 18.4 9.3 1.1 4.7 0.6

生まれてからずっと 1,260 6.4 60.2 17.5 9.6 1.0 4.8 0.6

持家 1,699 6.1 60.9 18.2 9.1 0.9 4.3 0.5

持家以外 321 8.7 51.4 21.8 9.3 1.9 5.9 0.9

一戸建 1,686 6.1 61.3 17.5 9.3 0.9 4.3 0.5

一戸建以外 318 8.5 50.3 25.5 7.9 1.6 5.3 0.9

その他 16 6.3 37.5 18.8 18.8 6.3 12.5 0.0

利用できる 1,461 6.5 59.5 19.5 9.0 1.0 3.8 0.5

利用できない 474 5.9 60.5 16.5 10.3 1.1 4.9 0.8

わからない 84 7.1 48.8 20.2 6.0 2.4 15.5 0.0

利用する 1,112 6.5 59.0 20.6 9.0 1.2 3.2 0.5

利用しない 903 6.2 59.8 16.5 9.4 1.0 6.4 0.7

住宅地域 1,427 6.3 59.1 19.3 9.0 0.9 4.8 0.6

商業地域 127 9.4 59.1 18.1 9.4 0.8 1.6 1.6

工業地域 40 2.5 70.0 22.5 2.5 0.0 2.5 0.0

農漁業地域 244 4.1 63.1 15.6 9.4 2.5 5.3 0.0

山間地域 161 11.2 52.8 18.0 12.4 1.2 3.7 0.6

その他 19 0.0 57.9 26.3 5.3 0.0 10.5 0.0

東部地域 645 7.6 58.0 17.7 10.4 1.1 4.8 0.5

中部地域 670 6.1 58.1 20.6 9.0 1.5 4.2 0.6

西部地域 708 5.8 61.6 17.9 8.3 0.7 4.9 0.7

静岡市 415 7.0 56.4 22.7 8.0 1.7 3.9 0.5

浜松市 433 5.8 65.8 16.6 7.9 0.5 3.2 0.2

その他の市部 1,069 6.6 58.0 17.7 10.6 0.9 5.3 0.8

郡部 106 5.7 56.6 22.6 5.7 2.8 6.6 0.0

東部　市部 566 8.0 57.4 17.5 11.1 0.9 4.6 0.5

東部　郡部 79 5.1 62.0 19.0 5.1 2.5 6.3 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 4.2 62.4 15.6 11.0 0.8 5.1 0.8

中部　郡部 18 11.1 38.9 38.9 5.6 5.6 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 6.0 55.3 19.9 9.0 1.1 7.1 1.5

西部　郡部 9 0.0 44.4 22.2 11.1 0.0 22.2 0.0
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（○は１つ）

あなたは、自分が住んでいる地域の景観

を誇りに思いますか。

「地域の景観」の例

・富士山などの地域の特色ある山並みや

海・川・湖などの自然景観

・茶畑やみかん畑、わさび田や水田など

の農村景観

・街並みや地域の特徴ある建物、水辺や

緑地空間などの都市景観

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 22.7 50.4 13.9 7.8 2.0 2.7 0.5

男性 930 22.0 49.4 14.1 9.1 2.4 2.0 1.0

女性 1,108 23.2 51.4 13.7 6.7 1.6 3.2 0.2

20代 147 29.3 45.6 12.2 8.8 2.7 1.4 0.0

30代 234 19.2 53.0 10.7 8.5 4.3 3.4 0.9

40代 308 19.5 52.6 15.6 8.8 2.3 1.0 0.3

50代 323 18.3 58.8 13.6 7.4 1.2 0.6 0.0

60代 509 24.0 47.7 16.9 7.9 1.4 1.8 0.4

70歳以上 518 25.9 46.7 12.0 6.8 1.5 6.0 1.2

60歳以上　計 1,027 24.9 47.2 14.4 7.3 1.5 3.9 0.8

20代 66 30.3 51.5 4.5 10.6 1.5 1.5 0.0

30代 108 22.2 45.4 12.0 10.2 4.6 3.7 1.9

40代 116 14.7 52.6 19.8 11.2 0.9 0.0 0.9

50代 164 18.9 60.4 10.4 7.9 1.8 0.6 0.0

60代 249 22.9 44.2 17.7 10.0 2.8 2.0 0.4

70歳以上 227 24.7 46.7 13.7 7.0 2.2 3.5 2.2

60歳以上　計 476 23.7 45.4 15.8 8.6 2.5 2.7 1.3

20代 81 28.4 40.7 18.5 7.4 3.7 1.2 0.0

30代 126 16.7 59.5 9.5 7.1 4.0 3.2 0.0

40代 192 22.4 52.6 13.0 7.3 3.1 1.6 0.0

50代 159 17.6 57.2 17.0 6.9 0.6 0.6 0.0

60代 260 25.0 51.2 16.2 5.8 0.0 1.5 0.4

70歳以上 290 26.6 46.9 10.7 6.6 1.0 7.9 0.3

60歳以上　計 550 25.8 48.9 13.3 6.2 0.5 4.9 0.4

未婚 267 23.2 47.9 14.2 8.2 2.6 3.7 0.0

既婚 1,483 22.1 51.6 13.1 7.8 2.0 2.8 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 24.2 48.0 17.7 6.9 1.4 1.4 0.4

子どもはいない 143 21.7 49.0 11.9 10.5 1.4 5.6 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 24.8 50.5 11.0 9.2 2.8 0.0 1.8

小学生 107 20.6 51.4 13.1 10.3 3.7 0.9 0.0

中学生 67 7.5 65.7 17.9 6.0 3.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 13.8 60.3 15.5 6.9 0.0 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 15.8 55.3 13.2 11.8 3.9 0.0 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 24.2 49.5 14.0 7.1 1.6 2.8 0.8

独身期 154 26.0 46.1 13.6 9.1 2.6 2.6 0.0

家族形成期 148 23.6 52.0 9.5 8.8 2.7 2.0 1.4

家族成長前期 174 15.5 56.9 14.9 8.6 3.4 0.6 0.0

家族成長後期 130 15.4 57.7 13.8 9.2 2.3 1.5 0.0

家族成熟期 265 23.4 55.1 12.1 6.8 1.9 0.4 0.4

老齢期 1,027 24.9 47.2 14.4 7.3 1.5 3.9 0.8

その他 135 15.6 53.3 17.0 8.9 2.2 3.0 0.0
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（○は１つ）

あなたは、自分が住んでいる地域の景観

を誇りに思いますか。

「地域の景観」の例

・富士山などの地域の特色ある山並みや

海・川・湖などの自然景観

・茶畑やみかん畑、わさび田や水田など

の農村景観

・街並みや地域の特徴ある建物、水辺や

緑地空間などの都市景観

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 22.7 50.4 13.9 7.8 2.0 2.7 0.5

農林漁業(事業主・家族従業) 75 28.0 54.7 8.0 1.3 1.3 5.3 1.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 26.9 47.3 10.2 10.2 3.2 1.1 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 24.0 53.1 13.1 6.3 1.4 1.4 0.6

給与所得者　労務作業者 223 15.2 57.4 13.5 10.8 1.8 0.9 0.4

無職（収入あり・なし） 999 22.2 48.5 15.7 7.6 2.1 3.6 0.2

学生・その他 49 28.6 38.8 8.2 16.3 0.0 6.1 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 27.2 49.4 9.6 7.7 2.7 2.3 1.1

給与所得者小計 718 21.3 54.5 13.2 7.7 1.5 1.3 0.6

　　　10年未満 90 12.2 46.7 14.4 12.2 8.9 3.3 2.2

10年～20年未満 74 24.3 55.4 16.2 4.1 0.0 0.0 0.0

20年～30年未満 219 27.9 47.9 11.0 8.2 3.2 1.8 0.0

30年以上 1,640 22.6 50.9 14.1 7.7 1.5 2.9 0.5

生まれてからずっと 1,260 22.4 51.4 13.3 8.0 1.7 2.9 0.4

持家 1,699 23.9 50.4 14.1 7.2 1.5 2.5 0.4

持家以外 321 16.8 51.1 12.8 10.6 4.0 3.7 0.9

一戸建 1,686 24.0 50.8 13.2 7.4 1.7 2.6 0.4

一戸建以外 318 16.0 50.0 17.3 9.4 3.1 3.1 0.9

その他 16 31.3 37.5 12.5 12.5 6.3 0.0 0.0

利用できる 1,461 23.3 50.9 14.3 7.5 2.1 1.6 0.4

利用できない 474 22.2 50.4 12.2 8.4 1.7 4.2 0.8

わからない 84 15.5 45.2 15.5 10.7 1.2 11.9 0.0

利用する 1,112 23.1 51.5 14.0 7.9 2.1 0.9 0.4

利用しない 903 22.0 49.4 13.6 7.6 1.8 5.0 0.6

住宅地域 1,427 22.3 49.5 14.6 8.2 2.2 2.7 0.5

商業地域 127 27.6 55.9 10.2 3.1 0.8 0.8 1.6

工業地域 40 17.5 60.0 5.0 12.5 2.5 2.5 0.0

農漁業地域 244 24.6 52.5 13.1 7.0 0.8 2.0 0.0

山間地域 161 21.7 53.4 12.4 6.8 1.2 3.7 0.6

その他 19 15.8 21.1 15.8 21.1 10.5 15.8 0.0

東部地域 645 31.9 47.9 9.8 6.2 1.6 2.2 0.5

中部地域 670 21.6 53.1 12.4 8.1 1.8 2.4 0.6

西部地域 708 15.3 50.6 18.9 8.9 2.4 3.5 0.4

静岡市 415 23.1 52.8 12.3 8.9 1.7 0.7 0.5

浜松市 433 13.2 51.3 21.7 9.2 2.3 2.1 0.2

その他の市部 1,069 25.9 49.6 12.0 6.6 1.8 3.5 0.7

郡部 106 27.4 49.1 6.6 8.5 2.8 5.7 0.0

東部　市部 566 32.0 47.5 10.6 6.4 1.4 1.6 0.5

東部　郡部 79 31.6 50.6 3.8 5.1 2.5 6.3 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 19.4 54.9 12.2 5.5 1.7 5.5 0.8

中部　郡部 18 16.7 38.9 16.7 22.2 5.6 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 18.8 49.2 14.7 8.3 2.6 5.6 0.8

西部　郡部 9 11.1 55.6 11.1 11.1 0.0 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたの身近にある公園や歩道などの公

共的な施設の花や緑の量は十分だと思い

ますか。

十

分

だ

と

思

う

ま

あ

十

分

だ

と

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

や

や

不

足

し

て

い

る

と

思

う

非

常

に

不

足

し

て

い

る

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 9.7 38.3 18.2 19.5 8.7 4.4 1.2

男性 930 10.1 36.9 18.2 20.3 8.3 5.1 1.2

女性 1,108 9.3 39.5 18.2 18.9 9.1 3.8 1.2

20代 147 15.0 34.7 19.0 17.7 8.8 4.8 0.0

30代 234 12.4 42.7 11.5 15.8 14.1 2.6 0.9

40代 308 11.0 40.3 15.6 19.8 8.4 3.2 1.6

50代 323 7.1 43.0 18.0 19.5 7.7 3.7 0.9

60代 509 9.2 36.1 19.1 23.2 9.0 2.4 1.0

70歳以上 518 8.1 35.3 22.0 18.0 6.8 8.1 1.7

60歳以上　計 1,027 8.7 35.7 20.5 20.5 7.9 5.3 1.4

20代 66 18.2 37.9 13.6 18.2 7.6 4.5 0.0

30代 108 17.6 34.3 17.6 14.8 12.0 3.7 0.0

40代 116 12.1 34.5 13.8 23.3 7.8 6.0 2.6

50代 164 7.3 48.2 14.6 20.1 4.3 4.3 1.2

60代 249 6.8 33.7 20.5 23.7 9.6 4.0 1.6

70歳以上 227 8.8 34.4 22.0 18.5 8.4 7.0 0.9

60歳以上　計 476 7.8 34.0 21.2 21.2 9.0 5.5 1.3

20代 81 12.3 32.1 23.5 17.3 9.9 4.9 0.0

30代 126 7.9 50.0 6.3 16.7 15.9 1.6 1.6

40代 192 10.4 43.8 16.7 17.7 8.9 1.6 1.0

50代 159 6.9 37.7 21.4 18.9 11.3 3.1 0.6

60代 260 11.5 38.5 17.7 22.7 8.5 0.8 0.4

70歳以上 290 7.6 36.2 21.7 17.6 5.5 9.0 2.4

60歳以上　計 550 9.5 37.3 19.8 20.0 6.9 5.1 1.5

未婚 267 9.4 39.3 16.1 18.4 8.6 7.9 0.4

既婚 1,483 10.3 37.4 18.9 19.6 9.1 3.5 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 6.9 42.2 16.6 19.5 6.9 5.8 2.2

子どもはいない 143 8.4 33.6 21.0 23.8 11.2 2.1 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 14.7 41.3 8.3 24.8 10.1 0.9 0.0

小学生 107 11.2 43.9 16.8 12.1 14.0 0.9 0.9

中学生 67 7.5 43.3 14.9 19.4 11.9 1.5 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 8.6 48.3 19.0 15.5 3.4 3.4 1.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 15.8 43.4 7.9 19.7 11.8 0.0 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 9.0 36.8 20.4 19.5 7.8 5.0 1.6

独身期 154 12.3 39.0 16.2 17.5 9.1 5.8 0.0

家族形成期 148 14.9 37.8 11.5 23.0 11.5 1.4 0.0

家族成長前期 174 9.8 43.7 16.1 14.9 13.2 1.1 1.1

家族成長後期 130 12.3 46.2 12.3 17.7 8.5 1.5 1.5

家族成熟期 265 9.1 40.8 19.2 16.2 8.7 3.8 2.3

老齢期 1,027 8.7 35.7 20.5 20.5 7.9 5.3 1.4

その他 135 5.9 38.5 17.8 24.4 5.9 7.4 0.0
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（○は１つ）

あなたの身近にある公園や歩道などの公

共的な施設の花や緑の量は十分だと思い

ますか。

十

分

だ

と

思

う

ま

あ

十

分

だ

と

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

や

や

不

足

し

て

い

る

と

思

う

非

常

に

不

足

し

て

い

る

と

思

う

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 9.7 38.3 18.2 19.5 8.7 4.4 1.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 9.3 36.0 26.7 10.7 10.7 6.7 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 12.4 34.9 18.3 18.3 6.5 5.4 4.3

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 9.7 41.6 15.4 20.0 9.9 2.6 0.8

給与所得者　労務作業者 223 10.8 39.0 18.4 16.6 10.3 4.5 0.4

無職（収入あり・なし） 999 9.0 37.3 18.9 21.0 8.3 4.3 1.1

学生・その他 49 8.2 40.8 18.4 16.3 4.1 12.2 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 11.5 35.2 20.7 16.1 7.7 5.7 3.1

給与所得者小計 718 10.0 40.8 16.3 18.9 10.0 3.2 0.7

　　　10年未満 90 16.7 36.7 8.9 15.6 16.7 5.6 0.0

10年～20年未満 74 10.8 43.2 17.6 20.3 6.8 1.4 0.0

20年～30年未満 219 11.0 38.4 20.5 19.6 7.3 3.2 0.0

30年以上 1,640 9.0 38.4 18.5 19.6 8.5 4.5 1.5

生まれてからずっと 1,260 9.0 38.1 19.7 18.8 8.6 4.5 1.3

持家 1,699 9.8 38.7 18.7 19.0 8.5 4.1 1.3

持家以外 321 8.4 38.0 15.6 22.4 9.7 5.3 0.6

一戸建 1,686 9.8 38.8 18.6 18.6 8.7 4.2 1.3

一戸建以外 318 8.5 37.7 16.7 24.2 8.2 4.4 0.3

その他 16 6.3 31.3 12.5 18.8 12.5 12.5 6.3

利用できる 1,461 9.9 40.6 16.3 19.9 9.1 3.2 1.0

利用できない 474 8.9 33.8 22.2 19.2 8.6 5.7 1.7

わからない 84 8.3 29.8 28.6 14.3 2.4 14.3 2.4

利用する 1,112 10.4 40.6 14.8 20.9 10.0 2.6 0.6

利用しない 903 8.3 36.1 22.4 17.8 7.2 6.3 1.9

住宅地域 1,427 10.0 39.1 17.7 19.6 9.1 3.3 1.3

商業地域 127 3.1 45.7 16.5 22.8 6.3 3.9 1.6

工業地域 40 5.0 35.0 22.5 30.0 2.5 5.0 0.0

農漁業地域 244 9.4 34.4 20.9 20.5 6.6 7.4 0.8

山間地域 161 13.7 36.0 21.1 10.6 11.8 5.6 1.2

その他 19 5.3 21.1 10.5 26.3 10.5 26.3 0.0

東部地域 645 12.2 38.9 20.2 15.3 7.8 3.9 1.7

中部地域 670 8.1 35.7 19.4 21.5 10.3 4.3 0.7

西部地域 708 8.6 40.7 15.7 21.3 8.1 4.5 1.1

静岡市 415 7.0 33.3 19.8 25.3 9.6 4.1 1.0

浜松市 433 9.7 40.2 15.0 21.0 8.5 4.4 1.2

その他の市部 1,069 10.2 39.9 19.6 16.7 8.1 4.1 1.3

郡部 106 13.2 37.7 13.2 17.9 11.3 5.7 0.9

東部　市部 566 12.4 38.3 21.0 15.0 8.0 3.5 1.8

東部　郡部 79 11.4 43.0 13.9 17.7 6.3 6.3 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 8.4 40.5 19.0 15.2 11.4 5.1 0.4

中部　郡部 18 27.8 27.8 16.7 16.7 11.1 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 7.1 42.5 17.3 21.8 5.6 4.5 1.1

西部　郡部 9 0.0 11.1 0.0 22.2 55.6 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたは、環境を守るための行動とし

て、節電、節水、リサイクルなどの行動

または、清掃美化、緑化、自然保護など

の活動を実践していますか。

お

お

い

に

実

践

し

て

い

る

あ

る

程

度

実

践

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

実

践

し

て

い

な

い

ま
っ

た

く

実

践

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 10.3 61.7 10.1 10.2 4.0 2.5 1.2

男性 930 9.2 59.9 11.3 12.0 4.7 2.0 0.8

女性 1,108 11.3 63.3 9.1 8.7 3.2 2.9 1.5

20代 147 4.1 53.7 13.6 12.2 11.6 4.1 0.7

30代 234 10.3 53.8 14.5 12.8 5.6 1.3 1.7

40代 308 10.7 63.6 11.0 8.4 2.9 1.6 1.6

50代 323 10.5 65.9 13.0 6.8 1.2 1.5 0.9

60代 509 10.6 66.4 8.8 10.2 2.6 0.8 0.6

70歳以上 518 11.6 59.1 6.0 11.6 4.8 5.4 1.5

60歳以上　計 1,027 11.1 62.7 7.4 10.9 3.7 3.1 1.1

20代 66 1.5 59.1 12.1 12.1 12.1 3.0 0.0

30代 108 10.2 45.4 17.6 14.8 10.2 0.9 0.9

40代 116 8.6 61.2 7.8 12.1 4.3 3.4 2.6

50代 164 11.6 64.0 14.0 7.9 0.6 1.2 0.6

60代 249 8.0 62.7 12.0 12.4 3.6 0.8 0.4

70歳以上 227 11.0 60.4 7.0 13.2 4.4 3.5 0.4

60歳以上　計 476 9.5 61.6 9.7 12.8 4.0 2.1 0.4

20代 81 6.2 49.4 14.8 12.3 11.1 4.9 1.2

30代 126 10.3 61.1 11.9 11.1 1.6 1.6 2.4

40代 192 12.0 65.1 13.0 6.3 2.1 0.5 1.0

50代 159 9.4 67.9 11.9 5.7 1.9 1.9 1.3

60代 260 13.1 70.0 5.8 8.1 1.5 0.8 0.8

70歳以上 290 12.1 58.3 5.2 10.3 4.8 6.9 2.4

60歳以上　計 550 12.5 63.8 5.5 9.3 3.3 4.0 1.6

未婚 267 5.6 53.6 13.9 14.2 6.7 5.2 0.7

既婚 1,483 11.1 63.4 9.8 9.6 3.3 1.7 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 11.6 60.3 7.6 9.0 5.1 4.3 2.2

子どもはいない 143 9.1 51.0 16.8 14.7 7.0 0.0 1.4

未就学児（小学校入学前） 109 5.5 60.6 16.5 11.0 5.5 0.0 0.9

小学生 107 15.0 64.5 5.6 7.5 5.6 0.9 0.9

中学生 67 14.9 61.2 4.5 11.9 3.0 3.0 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 12.1 63.8 10.3 6.9 3.4 1.7 1.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 9.2 67.1 17.1 5.3 0.0 0.0 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 11.1 64.2 8.1 9.5 3.1 2.8 1.3

独身期 154 5.8 51.9 13.0 14.9 9.1 4.5 0.6

家族形成期 148 4.1 56.8 18.9 11.5 7.4 0.0 1.4

家族成長前期 174 14.9 63.2 5.2 9.2 4.6 1.7 1.1

家族成長後期 130 10.8 66.2 13.8 5.4 1.5 0.8 1.5

家族成熟期 265 12.5 65.7 11.3 6.0 1.5 1.1 1.9

老齢期 1,027 11.1 62.7 7.4 10.9 3.7 3.1 1.1

その他 135 5.9 56.3 17.8 12.6 3.0 3.7 0.7
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（○は１つ）

あなたは、環境を守るための行動とし

て、節電、節水、リサイクルなどの行動

または、清掃美化、緑化、自然保護など

の活動を実践していますか。

お

お

い

に

実

践

し

て

い

る

あ

る

程

度

実

践

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

実

践

し

て

い

な

い

ま
っ

た

く

実

践

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 10.3 61.7 10.1 10.2 4.0 2.5 1.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 12.0 57.3 9.3 13.3 5.3 2.7 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 12.9 58.1 14.5 7.0 2.2 2.7 2.7

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 9.1 62.2 11.1 11.1 4.2 1.4 0.8

給与所得者　労務作業者 223 9.9 57.8 12.6 10.8 6.3 1.8 0.9

無職（収入あり・なし） 999 10.5 63.7 8.3 10.0 3.1 3.1 1.3

学生・その他 49 8.2 59.2 12.2 8.2 8.2 4.1 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 12.6 57.9 13.0 8.8 3.1 2.7 1.9

給与所得者小計 718 9.3 60.9 11.6 11.0 4.9 1.5 0.8

　　　10年未満 90 8.9 68.9 6.7 7.8 3.3 3.3 1.1

10年～20年未満 74 9.5 63.5 14.9 5.4 6.8 0.0 0.0

20年～30年未満 219 6.4 56.6 13.7 12.8 7.8 2.3 0.5

30年以上 1,640 11.1 62.0 9.6 10.2 3.2 2.5 1.3

生まれてからずっと 1,260 10.5 61.9 9.4 10.0 4.1 2.8 1.3

持家 1,699 11.0 62.6 9.4 9.8 3.5 2.5 1.2

持家以外 321 7.5 56.4 14.3 12.8 5.9 2.2 0.9

一戸建 1,686 11.0 62.9 9.2 9.6 3.4 2.6 1.2

一戸建以外 318 7.5 56.0 15.7 12.9 5.3 1.6 0.9

その他 16 6.3 37.5 0.0 25.0 25.0 6.3 0.0

利用できる 1,461 11.0 62.2 10.9 9.7 3.8 1.6 1.0

利用できない 474 9.7 62.2 9.1 11.6 3.2 2.5 1.7

わからない 84 6.0 51.2 3.6 9.5 9.5 17.9 2.4

利用する 1,112 10.7 63.6 11.2 9.2 3.4 1.1 0.8

利用しない 903 10.1 59.6 8.7 11.4 4.4 4.1 1.7

住宅地域 1,427 10.7 61.2 10.7 9.7 4.0 2.4 1.3

商業地域 127 13.4 59.8 11.0 9.4 2.4 3.1 0.8

工業地域 40 10.0 67.5 2.5 17.5 2.5 0.0 0.0

農漁業地域 244 8.2 61.9 9.0 11.5 4.5 3.7 1.2

山間地域 161 9.3 64.6 8.7 11.2 3.7 1.2 1.2

その他 19 10.5 63.2 5.3 15.8 0.0 5.3 0.0

東部地域 645 14.4 59.4 8.5 11.5 2.6 2.0 1.6

中部地域 670 8.5 63.7 10.9 8.4 5.1 2.5 0.9

西部地域 708 8.6 62.1 10.9 10.9 3.7 2.7 1.1

静岡市 415 8.0 60.5 12.5 8.9 6.3 2.7 1.2

浜松市 433 7.6 62.4 11.5 11.1 3.7 2.8 0.9

その他の市部 1,069 12.4 62.7 8.6 10.6 2.4 2.1 1.2

郡部 106 11.3 55.7 10.4 8.5 8.5 3.8 1.9

東部　市部 566 15.0 59.0 9.0 12.0 1.9 1.6 1.4

東部　郡部 79 10.1 62.0 5.1 7.6 7.6 5.1 2.5

中部　市部（静岡市を除く） 237 9.3 71.3 6.8 7.2 2.5 2.5 0.4

中部　郡部 18 11.1 38.9 27.8 11.1 11.1 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 9.8 62.8 9.4 10.5 3.4 2.6 1.5

西部　郡部 9 22.2 33.3 22.2 11.1 11.1 0.0 0.0
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（○はいくつでも）

あなたは地域のどのような行事や活動に

参加していますか。
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2,039 38.8 34.3 20.4 27.3 33.9 14.1 7.8 4.4

男性 930 43.4 37.1 20.8 33.3 33.9 18.4 5.7 5.7

女性 1,108 34.9 31.9 20.1 22.2 33.8 10.5 9.7 3.3

20代 147 12.2 25.9 8.2 4.1 9.5 2.7 3.4 0.7

30代 234 27.8 41.9 23.9 15.8 23.1 6.0 20.5 1.3

40代 308 36.0 36.4 26.6 25.6 32.5 12.0 20.1 3.9

50代 323 49.5 39.6 25.7 37.2 39.3 15.5 5.9 2.8

60代 509 45.2 33.6 20.2 33.8 42.0 16.5 2.4 6.1

70歳以上 518 40.2 29.3 15.4 27.4 35.1 18.9 2.7 6.6

60歳以上　計 1,027 42.6 31.5 17.8 30.6 38.6 17.7 2.5 6.3

20代 66 9.1 21.2 6.1 3.0 4.5 1.5 0.0 0.0

30代 108 27.8 37.0 21.3 14.8 22.2 6.5 9.3 2.8

40代 116 50.0 40.5 26.7 32.8 29.3 18.1 14.7 8.6

50代 164 51.8 45.7 27.4 47.6 43.9 23.2 6.7 4.3

60代 249 46.6 34.9 20.5 36.9 39.8 17.3 3.2 7.2

70歳以上 227 48.0 36.1 17.2 37.0 36.6 26.9 3.1 6.6

60歳以上　計 476 47.3 35.5 18.9 37.0 38.2 21.8 3.2 6.9

20代 81 14.8 29.6 9.9 4.9 13.6 3.7 6.2 1.2

30代 126 27.8 46.0 26.2 16.7 23.8 5.6 30.2 0.0

40代 192 27.6 33.9 26.6 21.4 34.4 8.3 23.4 1.0

50代 159 47.2 33.3 23.9 26.4 34.6 7.5 5.0 1.3

60代 260 43.8 32.3 20.0 30.8 44.2 15.8 1.5 5.0

70歳以上 290 33.8 23.8 14.1 20.0 33.8 12.8 2.4 6.6

60歳以上　計 550 38.5 27.8 16.9 25.1 38.7 14.2 2.0 5.8

未婚 267 14.6 20.6 6.4 9.4 12.7 6.4 1.5 1.9

既婚 1,483 44.2 38.5 23.4 31.6 38.2 15.6 9.6 4.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 34.3 24.9 18.8 22.4 30.3 13.7 4.7 5.8

子どもはいない 143 34.3 22.4 11.2 15.4 23.1 7.7 1.4 2.1

未就学児（小学校入学前） 109 27.5 47.7 19.3 12.8 20.2 3.7 11.0 1.8

小学生 107 39.3 56.1 52.3 33.6 37.4 9.3 53.3 3.7

中学生 67 35.8 43.3 46.3 31.3 49.3 16.4 38.8 3.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 46.6 43.1 32.8 36.2 48.3 13.8 24.1 5.2

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 48.7 47.4 22.4 36.8 38.2 6.6 10.5 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 44.7 33.8 20.0 32.2 38.6 18.3 3.0 5.6

独身期 154 9.7 22.7 3.9 3.2 7.1 3.2 0.0 0.6

家族形成期 148 26.4 41.9 15.5 10.1 18.2 4.1 8.1 1.4

家族成長前期 174 37.9 51.1 50.0 32.8 42.0 12.1 47.7 3.4

家族成長後期 130 46.2 46.9 26.9 37.7 41.5 10.0 16.9 3.8

家族成熟期 265 51.7 39.2 24.9 35.8 38.5 18.1 4.5 3.0

老齢期 1,027 42.6 31.5 17.8 30.6 38.6 17.7 2.5 6.3

その他 135 23.7 17.0 11.9 14.8 18.5 8.1 3.7 2.2
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（○はいくつでも）

あなたは地域のどのような行事や活動に

参加していますか。
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2,039 38.8 34.3 20.4 27.3 33.9 14.1 7.8 4.4

農林漁業(事業主・家族従業) 75 50.7 45.3 40.0 30.7 46.7 22.7 8.0 5.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 34.4 41.4 16.1 36.0 33.9 17.7 7.5 8.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 37.6 37.0 24.4 28.3 31.7 10.7 9.7 2.4

給与所得者　労務作業者 223 39.5 33.6 17.5 24.7 33.2 15.7 6.7 4.0

無職（収入あり・なし） 999 40.1 30.8 19.1 25.9 34.7 14.3 7.5 4.9

学生・その他 49 20.4 40.8 6.1 18.4 24.5 8.2 4.1 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 39.1 42.5 23.0 34.5 37.5 19.2 7.7 7.3

給与所得者小計 718 38.2 35.9 22.3 27.2 32.2 12.3 8.8 2.9

　　　10年未満 90 23.3 23.3 11.1 15.6 16.7 1.1 8.9 2.2

10年～20年未満 74 32.4 21.6 20.3 14.9 20.3 2.7 16.2 0.0

20年～30年未満 219 19.6 31.1 11.4 16.0 18.7 5.0 6.8 0.5

30年以上 1,640 42.6 35.9 22.3 30.1 37.7 16.2 7.6 5.2

生まれてからずっと 1,260 41.1 36.0 21.3 26.3 35.8 15.6 7.5 4.7

持家 1,699 41.6 36.3 22.5 30.2 38.4 16.1 7.9 4.8

持家以外 321 24.6 23.7 10.6 12.8 11.5 1.6 7.8 1.6

一戸建 1,686 42.5 36.4 22.7 30.0 38.1 16.0 8.3 4.7

一戸建以外 318 20.4 23.0 9.7 14.5 14.2 2.5 6.3 2.2

その他 16 25.0 31.3 12.5 18.8 12.5 6.3 0.0 0.0

利用できる 1,461 38.9 36.8 23.1 27.4 34.9 13.8 9.5 3.8

利用できない 474 41.4 28.9 15.4 28.5 33.1 14.1 3.6 5.3

わからない 84 27.4 22.6 7.1 20.2 25.0 14.3 4.8 8.3

利用する 1,112 39.8 38.4 23.4 28.4 34.4 12.6 10.9 3.3

利用しない 903 38.0 29.1 17.1 26.0 34.0 15.2 4.3 5.5

住宅地域 1,427 38.1 31.3 19.7 25.3 31.0 12.0 8.1 3.2

商業地域 127 27.6 33.9 13.4 28.3 36.2 18.9 6.3 6.3

工業地域 40 45.0 47.5 22.5 42.5 17.5 10.0 2.5 2.5

農漁業地域 244 43.4 43.4 25.4 30.7 45.1 21.3 7.0 7.0

山間地域 161 49.7 45.3 26.1 36.6 46.0 16.1 11.2 9.3

その他 19 26.3 21.1 21.1 21.1 31.6 10.5 5.3 0.0

東部地域 645 45.3 34.1 24.0 28.8 34.4 17.7 9.9 5.7

中部地域 670 35.2 29.6 21.3 25.2 37.9 12.2 7.3 3.3

西部地域 708 36.7 39.0 16.7 28.1 30.2 11.9 6.6 4.1

静岡市 415 32.5 25.3 18.3 22.2 30.4 9.9 4.6 3.4

浜松市 433 35.3 37.2 14.5 27.9 24.5 8.3 7.2 2.8

その他の市部 1,069 43.0 36.7 23.2 29.7 38.4 17.8 10.0 5.3

郡部 106 37.7 34.0 27.4 22.6 44.3 12.3 2.8 4.7

東部　市部 566 46.1 34.6 24.0 29.7 33.4 18.4 11.0 6.0

東部　郡部 79 39.2 30.4 24.1 22.8 41.8 12.7 2.5 3.8

中部　市部（静岡市を除く） 237 40.1 36.7 27.0 31.2 49.8 16.5 12.2 3.4

中部　郡部 18 33.3 33.3 16.7 16.7 55.6 11.1 5.6 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 39.1 41.0 18.0 28.2 39.1 17.7 6.0 5.6

西部　郡部 9 33.3 66.7 77.8 33.3 44.4 11.1 0.0 22.2
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（○はいくつでも）

あなたは地域のどのような行事や活動に

参加していますか。
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2,039 7.7 4.0 4.2 8.0 2.0 4.0 1.3 26.9 1.7

男性 930 5.2 4.7 2.8 6.2 2.4 2.9 1.4 26.5 1.5

女性 1,108 9.8 3.3 5.3 9.6 1.7 4.9 1.2 27.3 1.9

20代 147 0.7 0.7 0.7 0.0 0.7 0.7 2.0 55.1 1.4

30代 234 2.6 6.4 4.7 0.4 2.1 0.0 1.7 34.2 2.1

40代 308 3.9 7.5 7.5 0.6 2.3 0.6 1.6 23.7 1.9

50代 323 8.0 2.8 3.4 4.6 2.2 3.7 1.2 22.0 0.6

60代 509 10.4 2.4 3.3 5.7 2.8 7.1 1.2 22.0 1.0

70歳以上 518 11.4 4.1 4.2 22.6 1.4 5.8 0.8 25.3 2.9

60歳以上　計 1,027 10.9 3.2 3.8 14.2 2.0 6.4 1.0 23.7 1.9

20代 66 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 68.2 1.5

30代 108 0.0 5.6 1.9 0.0 0.9 0.0 2.8 40.7 0.9

40代 116 2.6 6.0 2.6 0.9 0.0 0.9 2.6 19.8 3.4

50代 164 6.1 4.3 1.8 1.2 3.7 1.8 0.0 18.3 0.6

60代 249 5.6 3.2 4.4 2.0 3.6 4.0 1.6 24.1 0.8

70歳以上 227 9.3 6.6 3.1 22.0 2.6 5.7 0.9 19.4 2.2

60歳以上　計 476 7.4 4.8 3.8 11.6 3.2 4.8 1.3 21.8 1.5

20代 81 1.2 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 2.5 44.4 1.2

30代 126 4.8 7.1 7.1 0.8 3.2 0.0 0.8 28.6 3.2

40代 192 4.7 8.3 10.4 0.5 3.6 0.5 1.0 26.0 1.0

50代 159 10.1 1.3 5.0 8.2 0.6 5.7 2.5 25.8 0.6

60代 260 15.0 1.5 2.3 9.2 1.9 10.0 0.8 20.0 1.2

70歳以上 290 13.1 2.1 5.2 23.1 0.3 5.9 0.7 30.0 3.4

60歳以上　計 550 14.0 1.8 3.8 16.5 1.1 7.8 0.7 25.3 2.4

未婚 267 1.1 1.9 1.1 0.7 0.0 0.7 1.1 59.2 1.9

既婚 1,483 8.2 4.7 4.9 8.2 2.4 4.2 1.4 20.2 1.3

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 11.2 2.5 3.6 14.1 2.2 5.8 0.7 31.4 3.6

子どもはいない 143 5.6 2.8 1.4 3.5 0.7 4.9 0.7 43.4 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 3.7 0.0 2.8 0.0 0.9 0.0 1.8 30.3 0.9

小学生 107 5.6 15.0 6.5 0.0 1.9 0.9 1.9 10.3 1.9

中学生 67 3.0 13.4 17.9 0.0 7.5 0.0 1.5 9.0 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 5.2 10.3 13.8 1.7 6.9 0.0 1.7 13.8 1.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 2.6 3.9 5.3 3.9 3.9 0.0 2.6 15.8 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 10.6 3.2 3.9 12.5 2.1 5.8 1.2 21.4 2.0

独身期 154 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 64.9 1.3

家族形成期 148 2.7 0.7 2.0 0.0 0.7 0.0 1.4 35.8 0.7

家族成長前期 174 4.6 14.4 10.9 0.0 4.0 0.6 1.7 9.8 1.7

家族成長後期 130 3.8 6.9 9.2 3.1 5.4 0.0 2.3 15.4 1.5

家族成熟期 265 8.3 2.6 3.8 4.2 1.5 4.5 1.5 17.7 2.3

老齢期 1,027 10.9 3.2 3.8 14.2 2.0 6.4 1.0 23.7 1.9

その他 135 4.4 3.7 1.5 2.2 0.7 0.7 1.5 50.4 0.7
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（○はいくつでも）

あなたは地域のどのような行事や活動に

参加していますか。
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2,039 7.7 4.0 4.2 8.0 2.0 4.0 1.3 26.9 1.7

農林漁業(事業主・家族従業) 75 10.7 4.0 9.3 16.0 2.7 0.0 4.0 8.0 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 5.4 2.2 4.3 5.4 1.1 4.8 2.2 27.4 3.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 4.0 4.4 3.8 2.0 2.2 1.0 1.6 28.3 1.0

給与所得者　労務作業者 223 3.1 4.0 0.9 1.8 1.3 1.8 0.4 36.8 0.9

無職（収入あり・なし） 999 10.9 4.2 4.7 12.5 2.2 6.0 0.9 24.7 1.7

学生・その他 49 6.1 2.0 4.1 4.1 2.0 2.0 2.0 36.7 4.1

自営業（事業主・家族従業）小計 261 6.9 2.7 5.7 8.4 1.5 3.4 2.7 21.8 3.4

給与所得者小計 718 3.8 4.3 2.9 1.9 1.9 1.3 1.3 30.9 1.0

　　　10年未満 90 3.3 3.3 1.1 6.7 1.1 1.1 2.2 51.1 0.0

10年～20年未満 74 0.0 4.1 5.4 4.1 1.4 0.0 1.4 40.5 1.4

20年～30年未満 219 3.2 1.8 2.7 1.4 0.5 2.7 2.3 41.6 0.9

30年以上 1,640 9.0 4.3 4.5 9.1 2.3 4.5 1.1 22.9 1.9

生まれてからずっと 1,260 8.4 4.0 4.2 8.7 2.3 4.3 1.3 23.9 1.8

持家 1,699 8.6 4.4 4.8 9.0 2.2 4.1 1.2 22.6 1.6

持家以外 321 3.4 1.9 0.9 2.2 0.9 3.7 1.6 48.9 1.9

一戸建 1,686 8.5 4.4 4.7 9.1 2.3 4.3 1.1 22.7 1.7

一戸建以外 318 4.1 2.2 1.9 1.6 0.6 2.2 2.5 47.2 1.6

その他 16 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 6.3 0.0 50.0 0.0

利用できる 1,461 7.7 4.3 4.2 5.0 1.9 3.6 1.4 26.5 1.0

利用できない 474 7.4 3.6 4.4 14.3 2.5 5.1 0.6 26.6 2.7

わからない 84 9.5 1.2 2.4 23.8 1.2 3.6 2.4 33.3 4.8

利用する 1,112 7.3 4.6 4.4 2.6 2.2 2.5 1.7 26.4 0.8

利用しない 903 8.4 3.3 3.9 14.5 1.9 5.9 0.8 27.2 2.5

住宅地域 1,427 7.4 3.2 3.9 7.0 1.7 3.4 1.3 28.7 1.9

商業地域 127 8.7 5.5 7.1 8.7 3.1 6.3 3.1 33.1 1.6

工業地域 40 5.0 2.5 2.5 7.5 0.0 5.0 0.0 25.0 0.0

農漁業地域 244 8.2 7.4 4.5 9.8 3.3 6.1 1.2 18.9 0.8

山間地域 161 9.9 5.6 5.0 12.4 3.1 3.7 0.6 14.9 1.9

その他 19 5.3 0.0 0.0 15.8 0.0 5.3 0.0 42.1 0.0

東部地域 645 6.4 5.7 5.0 8.1 1.6 4.5 2.2 25.4 1.2

中部地域 670 9.6 3.4 4.6 8.1 2.5 4.2 0.3 27.3 1.9

西部地域 708 7.3 3.0 3.1 7.8 2.0 3.4 1.4 27.4 1.8

静岡市 415 9.9 2.7 4.1 9.4 2.4 3.1 0.2 32.0 2.4

浜松市 433 7.9 2.5 3.5 8.5 1.4 2.8 1.6 28.9 1.2

その他の市部 1,069 7.4 4.9 4.8 7.5 2.3 4.7 1.5 23.7 1.7

郡部 106 2.8 6.6 1.9 4.7 0.0 5.7 1.9 28.3 0.9

東部　市部 566 6.7 5.7 5.3 8.3 1.8 4.2 2.3 24.7 1.2

東部　郡部 79 3.8 6.3 2.5 6.3 0.0 6.3 1.3 30.4 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 9.7 5.1 5.9 6.3 3.0 5.9 0.0 19.0 1.3

中部　郡部 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6 27.8 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 6.8 3.0 2.6 6.8 3.0 4.5 1.1 25.6 3.0

西部　郡部 9 0.0 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたの身の回りでは、多くの人が利用

する施設（市民ホール、図書館、公園、

病院、ショッピングセンター、駅ビル、

鉄道駅など）における、多機能トイレ、

エレベーター、エスカレーター、スロー

プ、まちや建物内でのわかりやすい案内

表示の整備など、10年前と比べて誰もが

暮らしやすいまちづくりが、進んでいる

と思いますか。

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い 思

わ

な

い

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 20.5 48.7 6.8 5.9 7.4 9.9 0.8

男性 930 19.6 47.6 7.0 7.4 8.6 9.2 0.5

女性 1,108 21.2 49.7 6.7 4.6 6.3 10.5 1.0

20代 147 15.0 51.7 5.4 8.2 5.4 14.3 0.0

30代 234 19.2 55.1 4.3 4.3 7.7 8.5 0.9

40代 308 17.2 51.0 7.5 8.1 6.5 8.4 1.3

50代 323 17.6 53.9 7.1 4.3 8.0 8.4 0.6

60代 509 23.0 48.9 7.1 5.9 8.3 6.7 0.2

70歳以上 518 23.9 40.3 7.5 5.6 6.9 14.3 1.4

60歳以上　計 1,027 23.5 44.6 7.3 5.7 7.6 10.5 0.8

20代 66 21.2 40.9 9.1 7.6 7.6 13.6 0.0

30代 108 16.7 56.5 1.9 4.6 9.3 11.1 0.0

40代 116 14.7 44.8 8.6 12.9 4.3 12.1 2.6

50代 164 17.1 51.2 6.7 5.5 11.0 7.9 0.6

60代 249 22.1 47.0 8.4 6.4 9.6 6.4 0.0

70歳以上 227 22.0 44.9 6.6 8.4 7.9 9.7 0.4

60歳以上　計 476 22.1 46.0 7.6 7.4 8.8 8.0 0.2

20代 81 9.9 60.5 2.5 8.6 3.7 14.8 0.0

30代 126 21.4 54.0 6.3 4.0 6.3 6.3 1.6

40代 192 18.8 54.7 6.8 5.2 7.8 6.3 0.5

50代 159 18.2 56.6 7.5 3.1 5.0 8.8 0.6

60代 260 23.8 50.8 5.8 5.4 6.9 6.9 0.4

70歳以上 290 25.2 36.9 8.3 3.4 6.2 17.9 2.1

60歳以上　計 550 24.5 43.5 7.1 4.4 6.5 12.7 1.3

未婚 267 18.0 48.7 5.2 6.0 8.2 13.5 0.4

既婚 1,483 20.5 50.0 6.9 5.9 7.2 8.9 0.6

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 23.1 41.2 7.9 5.8 7.6 12.3 2.2

子どもはいない 143 16.1 50.3 7.7 7.7 9.1 9.1 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 22.9 55.0 4.6 3.7 1.8 11.9 0.0

小学生 107 18.7 56.1 5.6 8.4 5.6 4.7 0.9

中学生 67 16.4 52.2 6.0 3.0 11.9 9.0 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 19.0 50.0 3.4 8.6 13.8 5.2 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 9.2 56.6 13.2 9.2 6.6 3.9 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 22.4 46.4 7.2 5.5 7.2 10.2 1.0

独身期 154 19.5 48.7 5.8 7.1 7.1 11.7 0.0

家族形成期 148 17.6 57.4 4.7 4.7 3.4 12.2 0.0

家族成長前期 174 17.8 54.6 5.7 6.3 8.0 6.3 1.1

家族成長後期 130 13.8 53.1 9.2 9.2 10.0 3.8 0.8

家族成熟期 265 19.6 53.2 6.4 4.5 6.4 7.9 1.9

老齢期 1,027 23.5 44.6 7.3 5.7 7.6 10.5 0.8

その他 135 14.1 50.4 6.7 5.2 8.9 14.8 0.0
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（○は１つ）

あなたの身の回りでは、多くの人が利用

する施設（市民ホール、図書館、公園、

病院、ショッピングセンター、駅ビル、

鉄道駅など）における、多機能トイレ、

エレベーター、エスカレーター、スロー

プ、まちや建物内でのわかりやすい案内

表示の整備など、10年前と比べて誰もが

暮らしやすいまちづくりが、進んでいる

と思いますか。

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い 思

わ

な

い

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 20.5 48.7 6.8 5.9 7.4 9.9 0.8

農林漁業(事業主・家族従業) 75 20.0 44.0 8.0 10.7 6.7 10.7 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 21.0 45.7 7.0 9.1 5.4 9.7 2.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 18.8 56.6 6.5 3.4 5.7 8.7 0.4

給与所得者　労務作業者 223 18.4 47.5 6.7 7.6 10.8 8.5 0.4

無職（収入あり・なし） 999 21.2 47.0 6.9 5.5 7.8 10.6 0.9

学生・その他 49 32.7 30.6 8.2 10.2 6.1 12.2 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 20.7 45.2 7.3 9.6 5.7 10.0 1.5

給与所得者小計 718 18.7 53.8 6.5 4.7 7.2 8.6 0.4

　　　10年未満 90 14.4 30.0 5.6 7.8 7.8 34.4 0.0

10年～20年未満 74 21.6 52.7 8.1 5.4 4.1 8.1 0.0

20年～30年未満 219 13.7 56.6 5.5 6.8 8.7 8.7 0.0

30年以上 1,640 21.8 48.7 7.0 5.6 7.3 8.7 1.0

生まれてからずっと 1,260 21.7 49.0 6.3 5.8 7.1 9.4 0.8

持家 1,699 21.4 48.4 7.0 5.9 7.3 9.0 0.9

持家以外 321 16.2 51.4 5.6 5.6 7.5 13.7 0.0

一戸建 1,686 21.3 48.5 7.1 5.6 7.2 9.5 0.9

一戸建以外 318 17.0 51.6 5.3 7.2 7.9 11.0 0.0

その他 16 18.8 43.8 6.3 6.3 12.5 12.5 0.0

利用できる 1,461 20.2 51.1 6.8 5.6 7.3 8.4 0.6

利用できない 474 22.4 44.5 7.4 6.3 7.2 11.2 1.1

わからない 84 19.0 36.9 2.4 4.8 9.5 25.0 2.4

利用する 1,112 19.3 53.0 6.9 5.8 7.1 7.6 0.4

利用しない 903 22.1 43.9 6.8 5.8 7.5 12.6 1.3

住宅地域 1,427 21.5 47.7 6.7 5.7 7.4 10.0 0.8

商業地域 127 22.8 52.0 7.9 2.4 4.7 9.4 0.8

工業地域 40 32.5 47.5 5.0 5.0 2.5 7.5 0.0

農漁業地域 244 13.9 54.9 6.1 7.4 7.8 9.0 0.8

山間地域 161 20.5 49.1 8.1 7.5 5.6 8.7 0.6

その他 19 5.3 36.8 10.5 5.3 26.3 15.8 0.0

東部地域 645 18.8 48.7 6.5 6.5 8.1 10.5 0.9

中部地域 670 22.7 48.5 6.6 5.7 7.0 9.0 0.6

西部地域 708 20.3 49.3 7.3 5.4 6.9 9.9 0.8

静岡市 415 23.6 49.2 6.0 4.1 8.2 8.2 0.7

浜松市 433 22.2 52.4 7.6 3.0 6.0 8.1 0.7

その他の市部 1,069 19.2 47.5 6.6 7.3 7.7 10.9 0.8

郡部 106 17.0 46.2 8.5 9.4 5.7 12.3 0.9

東部　市部 566 18.7 48.8 6.2 6.5 8.8 10.1 0.9

東部　郡部 79 19.0 48.1 8.9 6.3 2.5 13.9 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 21.9 48.1 7.2 7.6 4.2 10.5 0.4

中部　郡部 18 11.1 38.9 11.1 16.7 16.7 5.6 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 17.7 44.4 7.1 8.6 8.3 12.8 1.1

西部　郡部 9 11.1 44.4 0.0 22.2 11.1 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたは、今の静岡県が「人権尊重の意

識が生活の中に定着した住みよい県」に

なっていると感じますか。あなたのお考

えに一番近いものを選んでください。

※「人権尊重の意識」･･･人権は、私たち

一人ひとりの生命や自由・平等を保障

し、日常生活を支えている大切な権利

で、日本国憲法にも保障されています。

この権利を尊重し、私たち一人ひとりが

自分や他者を大切にしようとする意識の

ことをいいます。

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

い

ち

が

い

に

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い そ

う

思

わ

な

い

無

回

答

2,039 7.2 34.8 45.8 5.8 5.0 1.4

男性 930 6.9 33.4 46.6 4.8 7.1 1.2

女性 1,108 7.4 36.0 45.2 6.6 3.2 1.6

20代 147 6.8 27.9 50.3 6.1 8.8 0.0

30代 234 3.4 35.5 46.2 8.1 6.0 0.9

40代 308 2.6 31.5 51.9 7.8 4.5 1.6

50代 323 2.2 35.3 51.1 6.8 4.0 0.6

60代 509 7.5 37.3 46.2 4.7 3.5 0.8

70歳以上 518 14.7 35.7 37.1 3.9 5.6 3.1

60歳以上　計 1,027 11.1 36.5 41.6 4.3 4.6 1.9

20代 66 4.5 19.7 62.1 6.1 7.6 0.0

30代 108 1.9 35.2 39.8 12.0 11.1 0.0

40代 116 3.4 23.3 56.0 6.0 7.8 3.4

50代 164 2.4 34.8 54.3 2.4 5.5 0.6

60代 249 6.8 36.1 47.0 3.2 6.4 0.4

70歳以上 227 15.0 37.9 34.4 4.0 6.6 2.2

60歳以上　計 476 10.7 37.0 41.0 3.6 6.5 1.3

20代 81 8.6 34.6 40.7 6.2 9.9 0.0

30代 126 4.8 35.7 51.6 4.8 1.6 1.6

40代 192 2.1 36.5 49.5 8.9 2.6 0.5

50代 159 1.9 35.8 47.8 11.3 2.5 0.6

60代 260 8.1 38.5 45.4 6.2 0.8 1.2

70歳以上 290 14.1 34.1 39.3 3.8 4.8 3.8

60歳以上　計 550 11.3 36.2 42.2 4.9 2.9 2.5

未婚 267 5.2 33.3 44.9 9.0 6.4 1.1

既婚 1,483 7.0 34.5 47.5 5.1 4.7 1.1

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 9.7 37.2 38.3 6.1 5.1 3.6

子どもはいない 143 2.8 29.4 50.3 7.0 9.8 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 5.5 38.5 46.8 4.6 4.6 0.0

小学生 107 0.0 33.6 53.3 5.6 6.5 0.9

中学生 67 0.0 35.8 50.7 10.4 1.5 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 5.2 34.5 50.0 6.9 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 1.3 36.8 47.4 6.6 6.6 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 9.4 35.3 44.5 4.7 4.3 1.8

独身期 154 6.5 29.9 47.4 9.1 7.1 0.0

家族形成期 148 4.1 35.8 48.0 4.7 7.4 0.0

家族成長前期 174 0.0 34.5 52.3 7.5 4.6 1.1

家族成長後期 130 3.1 35.4 48.5 6.9 5.4 0.8

家族成熟期 265 2.3 31.7 54.0 6.4 3.8 1.9

老齢期 1,027 11.1 36.5 41.6 4.3 4.6 1.9

その他 135 3.0 33.3 48.1 9.6 5.2 0.7
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（○は１つ）

あなたは、今の静岡県が「人権尊重の意

識が生活の中に定着した住みよい県」に

なっていると感じますか。あなたのお考

えに一番近いものを選んでください。

※「人権尊重の意識」･･･人権は、私たち

一人ひとりの生命や自由・平等を保障

し、日常生活を支えている大切な権利

で、日本国憲法にも保障されています。

この権利を尊重し、私たち一人ひとりが

自分や他者を大切にしようとする意識の

ことをいいます。

そ

う

思

う

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

う

い

ち

が

い

に

い

え

な

い

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

そ

う

思

わ

な

い そ

う

思

わ

な

い

無

回

答

2,039 7.2 34.8 45.8 5.8 5.0 1.4

農林漁業(事業主・家族従業) 75 9.3 34.7 38.7 10.7 2.7 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.6 39.8 38.2 3.8 7.0 2.7

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 3.2 32.5 51.1 6.9 5.7 0.6

給与所得者　労務作業者 223 4.5 30.9 54.3 5.8 3.6 0.9

無職（収入あり・なし） 999 9.3 35.8 43.4 5.4 4.6 1.4

学生・その他 49 6.1 38.8 42.9 4.1 6.1 2.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 8.8 38.3 38.3 5.7 5.7 3.1

給与所得者小計 718 3.6 32.0 52.1 6.5 5.0 0.7

　　　10年未満 90 6.7 32.2 44.4 10.0 6.7 0.0

10年～20年未満 74 1.4 33.8 48.6 8.1 8.1 0.0

20年～30年未満 219 6.4 30.1 49.8 5.9 7.8 0.0

30年以上 1,640 7.6 36.0 45.1 5.4 4.3 1.7

生まれてからずっと 1,260 8.1 34.5 46.0 4.8 5.1 1.4

持家 1,699 7.9 36.0 45.1 5.1 4.4 1.4

持家以外 321 3.1 29.9 49.5 8.7 7.8 0.9

一戸建 1,686 7.8 36.1 45.4 4.8 4.6 1.4

一戸建以外 318 4.4 29.6 48.4 10.1 6.9 0.6

その他 16 0.0 31.3 37.5 12.5 6.3 12.5

利用できる 1,461 5.5 34.4 47.6 6.2 5.3 1.0

利用できない 474 11.2 38.6 40.9 4.0 3.4 1.9

わからない 84 13.1 27.4 42.9 7.1 7.1 2.4

利用する 1,112 4.4 33.6 49.6 6.7 5.0 0.6

利用しない 903 10.4 37.0 41.1 4.5 4.9 2.1

住宅地域 1,427 6.7 35.2 45.5 6.2 5.3 1.2

商業地域 127 7.1 33.9 47.2 6.3 3.1 2.4

工業地域 40 2.5 37.5 52.5 5.0 2.5 0.0

農漁業地域 244 8.6 32.8 48.8 4.5 4.1 1.2

山間地域 161 10.6 37.9 42.9 2.5 3.7 2.5

その他 19 0.0 36.8 31.6 15.8 15.8 0.0

東部地域 645 6.8 36.1 41.7 7.9 6.2 1.2

中部地域 670 7.9 33.1 48.7 4.5 4.5 1.3

西部地域 708 6.8 35.9 46.6 4.9 4.2 1.6

静岡市 415 8.0 33.5 47.2 4.3 5.8 1.2

浜松市 433 6.7 37.2 46.9 4.4 3.9 0.9

その他の市部 1,069 7.3 34.1 45.4 6.9 4.8 1.6

郡部 106 4.7 42.5 38.7 4.7 7.5 1.9

東部　市部 566 7.1 35.0 42.4 8.5 5.8 1.2

東部　郡部 79 5.1 44.3 36.7 3.8 8.9 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 8.0 32.1 51.9 4.2 2.1 1.7

中部　郡部 18 5.6 38.9 38.9 11.1 5.6 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 7.1 33.8 45.9 6.0 4.9 2.3

西部　郡部 9 0.0 33.3 55.6 0.0 0.0 11.1
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（○は１つ）

あなたがお住まいのまちは、子どもを生

み育てやすいところだと思いますか。

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.9 51.3 18.5 9.5 2.7 11.1 1.0

男性 930 5.7 49.4 19.7 8.8 3.5 12.0 0.9

女性 1,108 6.1 53.0 17.6 10.0 2.0 10.2 1.1

20代 147 8.2 43.5 19.0 8.8 5.4 15.0 0.0

30代 234 6.0 42.3 21.8 15.0 4.3 9.8 0.9

40代 308 2.9 49.4 22.1 10.7 3.9 9.7 1.3

50代 323 2.8 58.8 17.3 11.1 2.2 7.1 0.6

60代 509 5.3 54.8 19.6 8.4 2.0 9.6 0.2

70歳以上 518 9.7 50.6 14.5 6.4 1.5 15.3 2.1

60歳以上　計 1,027 7.5 52.7 17.0 7.4 1.8 12.5 1.2

20代 66 6.1 42.4 21.2 7.6 7.6 15.2 0.0

30代 108 5.6 39.8 22.2 12.0 6.5 13.9 0.0

40代 116 1.7 44.8 19.8 12.1 5.2 13.8 2.6

50代 164 3.7 61.0 17.1 7.3 3.0 7.3 0.6

60代 249 5.2 51.8 21.3 9.2 2.0 10.4 0.0

70歳以上 227 9.7 47.1 18.1 6.6 2.2 14.5 1.8

60歳以上　計 476 7.4 49.6 19.7 8.0 2.1 12.4 0.8

20代 81 9.9 44.4 17.3 9.9 3.7 14.8 0.0

30代 126 6.3 44.4 21.4 17.5 2.4 6.3 1.6

40代 192 3.6 52.1 23.4 9.9 3.1 7.3 0.5

50代 159 1.9 56.6 17.6 15.1 1.3 6.9 0.6

60代 260 5.4 57.7 18.1 7.7 1.9 8.8 0.4

70歳以上 290 9.7 53.4 11.7 6.2 1.0 15.5 2.4

60歳以上　計 550 7.6 55.5 14.7 6.9 1.5 12.4 1.5

未婚 267 4.9 39.0 17.6 11.2 2.6 24.3 0.4

既婚 1,483 5.9 53.7 19.1 9.5 2.8 8.4 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 7.2 50.9 16.2 7.9 2.5 13.0 2.2

子どもはいない 143 1.4 41.3 25.2 9.1 2.8 20.3 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 11.9 50.5 18.3 16.5 2.8 0.0 0.0

小学生 107 5.6 46.7 20.6 15.0 9.3 1.9 0.9

中学生 67 6.0 47.8 28.4 10.4 3.0 3.0 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 1.7 58.6 15.5 13.8 6.9 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 1.3 61.8 23.7 5.3 5.3 1.3 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 6.7 55.0 17.0 8.0 1.8 10.3 1.2

独身期 154 5.8 38.3 16.9 13.0 3.2 22.7 0.0

家族形成期 148 8.8 48.0 22.3 13.5 3.4 4.1 0.0

家族成長前期 174 5.7 47.1 23.6 13.2 6.9 2.3 1.1

家族成長後期 130 1.5 62.3 18.5 8.5 6.2 2.3 0.8

家族成熟期 265 2.6 58.5 19.6 10.6 1.9 4.9 1.9

老齢期 1,027 7.5 52.7 17.0 7.4 1.8 12.5 1.2

その他 135 2.2 39.3 20.0 10.4 1.5 26.7 0.0
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（○は１つ）

あなたがお住まいのまちは、子どもを生

み育てやすいところだと思いますか。

お

お

い

に

思

う

あ

る

程

度

思

う

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

思

わ

な

い

ま
っ

た

く

思

わ

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.9 51.3 18.5 9.5 2.7 11.1 1.0

農林漁業(事業主・家族従業) 75 12.0 53.3 14.7 12.0 1.3 4.0 2.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.6 50.0 16.1 11.3 1.1 10.8 2.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 4.4 48.9 21.8 9.9 4.4 10.1 0.4

給与所得者　労務作業者 223 3.6 50.7 20.2 11.2 2.7 11.2 0.4

無職（収入あり・なし） 999 6.1 52.8 17.4 8.7 2.1 11.8 1.1

学生・その他 49 8.2 53.1 12.2 4.1 4.1 18.4 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 9.6 51.0 15.7 11.5 1.1 8.8 2.3

給与所得者小計 718 4.2 49.4 21.3 10.3 3.9 10.4 0.4

　　　10年未満 90 14.4 40.0 17.8 13.3 2.2 12.2 0.0

10年～20年未満 74 5.4 44.6 25.7 10.8 2.7 10.8 0.0

20年～30年未満 219 4.1 46.6 21.9 10.0 4.1 13.2 0.0

30年以上 1,640 5.8 52.9 17.8 9.0 2.5 10.7 1.2

生まれてからずっと 1,260 6.0 53.7 17.4 8.4 3.1 10.4 1.0

持家 1,699 6.1 52.6 18.2 9.0 2.4 10.6 1.1

持家以外 321 5.0 45.8 19.6 11.5 4.4 13.4 0.3

一戸建 1,686 6.0 53.1 18.0 8.8 2.3 10.7 1.1

一戸建以外 318 5.7 43.1 22.0 12.9 4.1 11.9 0.3

その他 16 0.0 43.8 0.0 6.3 18.8 31.3 0.0

利用できる 1,461 5.3 51.7 19.9 10.1 2.9 9.3 0.6

利用できない 474 7.0 53.4 15.6 7.0 1.9 13.3 1.9

わからない 84 9.5 36.9 11.9 9.5 2.4 27.4 2.4

利用する 1,112 4.3 50.3 21.3 11.8 2.8 9.2 0.4

利用しない 903 7.8 52.7 15.3 6.5 2.5 13.4 1.8

住宅地域 1,427 6.0 52.2 17.7 9.4 2.4 11.4 0.9

商業地域 127 3.1 52.8 18.1 8.7 3.9 12.6 0.8

工業地域 40 5.0 52.5 17.5 12.5 7.5 5.0 0.0

農漁業地域 244 5.7 50.8 21.3 7.8 2.5 11.1 0.8

山間地域 161 8.7 46.0 22.4 10.6 2.5 7.5 2.5

その他 19 5.3 21.1 15.8 21.1 10.5 26.3 0.0

東部地域 645 5.0 50.5 17.2 13.2 3.3 9.9 0.9

中部地域 670 6.9 51.8 18.1 5.8 3.4 13.3 0.7

西部地域 708 6.1 51.8 20.1 9.3 1.4 10.0 1.3

静岡市 415 6.5 53.7 17.3 6.5 2.7 12.3 1.0

浜松市 433 6.7 52.0 20.6 9.7 1.8 8.3 0.9

その他の市部 1,069 5.5 51.3 18.1 10.1 2.7 11.3 1.0

郡部 106 5.7 41.5 18.9 12.3 5.7 15.1 0.9

東部　市部 566 4.6 51.9 17.7 13.1 2.7 9.2 0.9

東部　郡部 79 7.6 40.5 13.9 13.9 7.6 15.2 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 8.0 48.9 18.6 4.2 5.1 14.8 0.4

中部　郡部 18 0.0 44.4 27.8 11.1 0.0 16.7 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 5.3 51.9 18.4 9.0 0.8 12.8 1.9

西部　郡部 9 0.0 44.4 44.4 0.0 0.0 11.1 0.0
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（○は１つ）

あなたがお住まいのまちや最寄りの都市

では、商業、金融、情報、医療、交通、

娯楽などあなたが必要だと思う機能が充

実していると思いますか。

お

お

い

に

充

実

し

て

い

る

あ

る

程

度

充

実

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

や

や

不

足

し

て

い

る

か

な

り

不

足

し

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.7 46.1 15.0 18.9 10.3 3.2 0.8

男性 930 5.5 44.3 17.3 18.8 10.4 3.1 0.5

女性 1,108 5.9 47.6 13.0 19.0 10.3 3.2 1.1

20代 147 4.1 35.4 15.6 25.9 13.6 5.4 0.0

30代 234 3.4 39.7 14.5 20.1 18.4 3.0 0.9

40代 308 5.2 44.2 14.3 23.1 10.1 1.9 1.3

50代 323 5.0 48.0 13.6 21.7 9.3 1.9 0.6

60代 509 4.9 51.5 15.7 18.7 7.7 1.4 0.2

70歳以上 518 8.7 46.5 15.6 12.4 9.3 6.0 1.5

60歳以上　計 1,027 6.8 49.0 15.7 15.5 8.5 3.7 0.9

20代 66 3.0 33.3 21.2 21.2 18.2 3.0 0.0

30代 108 3.7 34.3 20.4 20.4 17.6 3.7 0.0

40代 116 3.4 32.8 20.7 27.6 9.5 3.4 2.6

50代 164 5.5 45.7 15.2 23.2 7.3 2.4 0.6

60代 249 3.6 52.6 18.1 15.3 8.4 2.0 0.0

70歳以上 227 10.1 48.0 13.7 13.7 9.7 4.4 0.4

60歳以上　計 476 6.7 50.4 16.0 14.5 9.0 3.2 0.2

20代 81 4.9 37.0 11.1 29.6 9.9 7.4 0.0

30代 126 3.2 44.4 9.5 19.8 19.0 2.4 1.6

40代 192 6.3 51.0 10.4 20.3 10.4 1.0 0.5

50代 159 4.4 50.3 11.9 20.1 11.3 1.3 0.6

60代 260 6.2 50.4 13.5 21.9 6.9 0.8 0.4

70歳以上 290 7.6 45.5 16.9 11.4 9.0 7.2 2.4

60歳以上　計 550 6.9 47.8 15.3 16.4 8.0 4.2 1.5

未婚 267 3.0 38.6 15.0 23.2 13.5 6.4 0.4

既婚 1,483 5.9 46.5 15.4 19.2 10.0 2.4 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 7.6 51.3 13.0 13.4 8.3 4.3 2.2

子どもはいない 143 4.2 41.3 16.1 23.8 11.9 2.8 0.0

未就学児（小学校入学前） 109 3.7 46.8 13.8 22.0 13.8 0.0 0.0

小学生 107 4.7 32.7 17.8 26.2 15.0 2.8 0.9

中学生 67 6.0 43.3 17.9 19.4 10.4 1.5 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 1.7 51.7 10.3 20.7 12.1 3.4 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 7.9 46.1 9.2 18.4 17.1 0.0 1.3

社会人（未就業を含む） 1,194 6.6 49.3 15.3 16.3 8.2 3.1 1.1

独身期 154 3.2 34.4 14.9 24.7 16.2 6.5 0.0

家族形成期 148 3.4 45.3 14.9 20.9 14.9 0.7 0.0

家族成長前期 174 5.2 36.8 17.8 23.6 13.2 2.3 1.1

家族成長後期 130 5.4 49.2 8.5 20.0 14.6 1.5 0.8

家族成熟期 265 5.7 47.5 14.0 21.9 7.5 1.5 1.9

老齢期 1,027 6.8 49.0 15.7 15.5 8.5 3.7 0.9

その他 135 3.0 44.4 15.6 22.2 10.4 4.4 0.0
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（○は１つ）

あなたがお住まいのまちや最寄りの都市

では、商業、金融、情報、医療、交通、

娯楽などあなたが必要だと思う機能が充

実していると思いますか。

お

お

い

に

充

実

し

て

い

る

あ

る

程

度

充

実

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

や

や

不

足

し

て

い

る

か

な

り

不

足

し

て

い

る

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 5.7 46.1 15.0 18.9 10.3 3.2 0.8

農林漁業(事業主・家族従業) 75 6.7 44.0 18.7 18.7 9.3 2.7 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 8.1 42.5 16.1 18.3 9.7 3.2 2.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 5.1 40.0 16.6 23.0 12.9 2.0 0.4

給与所得者　労務作業者 223 2.7 44.8 16.6 23.3 9.4 2.7 0.4

無職（収入あり・なし） 999 6.0 50.5 13.6 15.8 9.4 3.7 1.0

学生・その他 49 10.2 42.9 10.2 22.4 8.2 6.1 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 7.7 42.9 16.9 18.4 9.6 3.1 1.5

給与所得者小計 718 4.3 41.5 16.6 23.1 11.8 2.2 0.4

　　　10年未満 90 4.4 37.8 10.0 25.6 18.9 3.3 0.0

10年～20年未満 74 4.1 40.5 9.5 31.1 14.9 0.0 0.0

20年～30年未満 219 4.6 40.2 16.0 25.1 10.0 4.1 0.0

30年以上 1,640 6.0 47.7 15.4 17.0 9.7 3.2 1.0

生まれてからずっと 1,260 6.1 47.9 15.2 17.4 8.9 3.7 0.8

持家 1,699 6.1 46.1 14.8 19.1 10.1 2.8 0.9

持家以外 321 4.0 46.4 16.2 16.8 11.5 4.7 0.3

一戸建 1,686 5.9 46.3 14.8 18.9 10.1 3.1 0.9

一戸建以外 318 5.0 46.2 16.4 18.6 11.3 2.2 0.3

その他 16 0.0 31.3 18.8 6.3 18.8 25.0 0.0

利用できる 1,461 4.9 46.1 14.6 20.4 11.2 2.3 0.6

利用できない 474 7.8 47.7 16.2 15.0 7.8 4.2 1.3

わからない 84 9.5 38.1 14.3 13.1 10.7 11.9 2.4

利用する 1,112 4.5 43.2 15.1 22.8 12.3 1.7 0.4

利用しない 903 7.2 49.6 14.8 14.0 8.0 5.0 1.4

住宅地域 1,427 6.4 47.5 15.5 17.7 9.0 2.9 0.9

商業地域 127 9.4 57.5 8.7 15.7 5.5 2.4 0.8

工業地域 40 2.5 52.5 7.5 17.5 17.5 2.5 0.0

農漁業地域 244 2.5 42.2 16.8 20.9 12.3 4.5 0.8

山間地域 161 3.1 31.1 15.5 28.6 18.6 2.5 0.6

その他 19 0.0 36.8 5.3 15.8 31.6 10.5 0.0

東部地域 645 3.9 39.7 14.7 23.7 13.8 3.3 0.9

中部地域 670 6.6 49.4 16.6 15.2 8.2 3.3 0.7

西部地域 708 6.6 48.9 13.8 17.7 9.2 3.0 0.8

静岡市 415 8.0 55.7 14.5 11.3 6.5 3.1 1.0

浜松市 433 8.3 57.0 11.5 13.6 6.5 2.3 0.7

その他の市部 1,069 4.3 39.9 16.8 23.2 11.6 3.4 0.8

郡部 106 0.9 27.4 13.2 24.5 28.3 4.7 0.9

東部　市部 566 4.2 40.6 15.2 24.0 12.2 2.8 0.9

東部　郡部 79 1.3 32.9 11.4 21.5 25.3 6.3 1.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 4.6 41.8 20.7 20.3 8.4 3.8 0.4

中部　郡部 18 0.0 5.6 11.1 38.9 44.4 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 4.1 36.5 16.9 24.1 13.2 4.1 1.1

西部　郡部 9 0.0 22.2 33.3 22.2 22.2 0.0 0.0
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（○は１つ）

地域ならではの資源を活用し、観光客に

モノだけでなく、まち全体の良さを味

わってもらう「観光まちづくり」の取組

は、地域経済の活性化の手段として、各

地域でも重要な施策として位置づけてい

ます。あなたがお住まいの地域において

は、「観光まちづくり」の取組が行われ

ていると思いますか。

※「観光まちづくり」とは、行政や観光

協会だけでなく、ＮＰＯなどの市民団体

や地域住民が参加し、連携することで

「わがまち」に観光客を受け入れようと

する活動（取組）をいいます。

取

組

は

行

わ

れ

て

お

り
、

自

分

も

取

組

に

参

加

し

て

い

る

取

組

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

は

知
っ

て

い

る

が
、

自

分

は

参

加

し

て

い

な

い

取

組

が

行

わ

れ

て

い

る

と

は

思

わ

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.5 40.9 27.3 0.6 28.0 0.8

男性 930 2.6 40.6 31.7 0.2 24.0 0.9

女性 1,108 2.4 41.0 23.6 0.9 31.4 0.7

20代 147 0.7 36.1 25.2 0.0 37.4 0.7

30代 234 3.0 32.9 32.1 0.0 31.2 0.9

40代 308 1.0 42.9 28.6 0.3 26.6 0.6

50代 323 2.2 41.8 29.7 0.9 25.4 0.0

60代 509 2.9 43.8 26.1 0.6 26.1 0.4

70歳以上 518 3.5 41.1 24.5 1.0 28.2 1.7

60歳以上　計 1,027 3.2 42.5 25.3 0.8 27.2 1.1

20代 66 0.0 39.4 28.8 0.0 30.3 1.5

30代 108 4.6 30.6 36.1 0.0 27.8 0.9

40代 116 0.9 36.2 38.8 0.0 23.3 0.9

50代 164 3.0 42.7 29.9 0.0 24.4 0.0

60代 249 3.2 43.0 31.7 0.8 21.3 0.0

70歳以上 227 2.2 44.1 28.2 0.0 23.3 2.2

60歳以上　計 476 2.7 43.5 30.0 0.4 22.3 1.1

20代 81 1.2 33.3 22.2 0.0 43.2 0.0

30代 126 1.6 34.9 28.6 0.0 34.1 0.8

40代 192 1.0 46.9 22.4 0.5 28.6 0.5

50代 159 1.3 40.9 29.6 1.9 26.4 0.0

60代 260 2.7 44.6 20.8 0.4 30.8 0.8

70歳以上 290 4.5 38.6 21.7 1.7 32.1 1.4

60歳以上　計 550 3.6 41.5 21.3 1.1 31.5 1.1

未婚 267 1.5 38.2 24.3 0.4 35.6 0.0

既婚 1,483 2.6 40.9 28.5 0.5 26.8 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 2.9 43.0 24.5 0.7 28.2 0.7

子どもはいない 143 1.4 39.2 35.0 0.0 23.8 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 4.6 33.9 26.6 0.0 33.9 0.9

小学生 107 2.8 38.3 29.0 0.0 29.9 0.0

中学生 67 0.0 43.3 34.3 1.5 20.9 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 43.1 32.8 0.0 24.1 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 1.3 39.5 36.8 1.3 21.1 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 2.9 42.5 26.0 0.7 27.1 0.9

独身期 154 1.3 33.8 27.3 0.0 37.7 0.0

家族形成期 148 3.4 31.8 32.4 0.0 31.1 1.4

家族成長前期 174 1.7 40.2 31.0 0.6 26.4 0.0

家族成長後期 130 0.8 41.5 35.4 0.8 21.5 0.0

家族成熟期 265 1.9 43.8 27.9 0.4 24.9 1.1

老齢期 1,027 3.2 42.5 25.3 0.8 27.2 1.1

その他 135 1.5 41.5 23.0 0.7 33.3 0.0
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（○は１つ）

地域ならではの資源を活用し、観光客に

モノだけでなく、まち全体の良さを味

わってもらう「観光まちづくり」の取組

は、地域経済の活性化の手段として、各

地域でも重要な施策として位置づけてい

ます。あなたがお住まいの地域において

は、「観光まちづくり」の取組が行われ

ていると思いますか。

※「観光まちづくり」とは、行政や観光

協会だけでなく、ＮＰＯなどの市民団体

や地域住民が参加し、連携することで

「わがまち」に観光客を受け入れようと

する活動（取組）をいいます。

取

組

は

行

わ

れ

て

お

り
、

自

分

も

取

組

に

参

加

し

て

い

る

取

組

が

行

わ

れ

て

い

る

こ

と

は

知
っ

て

い

る

が
、

自

分

は

参

加

し

て

い

な

い

取

組

が

行

わ

れ

て

い

る

と

は

思

わ

な

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.5 40.9 27.3 0.6 28.0 0.8

農林漁業(事業主・家族従業) 75 6.7 33.3 29.3 0.0 25.3 5.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 5.9 39.8 29.6 2.2 22.0 0.5

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 1.6 41.6 29.5 0.2 26.7 0.4

給与所得者　労務作業者 223 0.9 39.0 29.1 0.0 30.5 0.4

無職（収入あり・なし） 999 2.5 42.0 25.0 0.7 28.9 0.8

学生・その他 49 0.0 36.7 28.6 0.0 34.7 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 6.1 37.9 29.5 1.5 23.0 1.9

給与所得者小計 718 1.4 40.8 29.4 0.1 27.9 0.4

　　　10年未満 90 1.1 31.1 24.4 2.2 37.8 3.3

10年～20年未満 74 1.4 41.9 25.7 1.4 29.7 0.0

20年～30年未満 219 2.3 38.4 29.7 0.9 28.3 0.5

30年以上 1,640 2.7 41.7 27.3 0.4 27.3 0.7

生まれてからずっと 1,260 2.5 41.1 26.6 0.3 28.6 0.9

持家 1,699 2.6 42.8 27.5 0.6 25.8 0.6

持家以外 321 1.9 30.8 26.2 0.6 39.3 1.2

一戸建 1,686 2.6 42.5 27.3 0.5 26.6 0.5

一戸建以外 318 1.9 33.6 27.0 1.3 34.6 1.6

その他 16 6.3 18.8 37.5 0.0 37.5 0.0

利用できる 1,461 2.4 41.1 29.7 0.5 25.9 0.5

利用できない 474 3.2 41.4 20.9 1.1 32.5 1.1

わからない 84 1.2 38.1 23.8 0.0 36.9 0.0

利用する 1,112 2.2 40.9 29.8 0.6 26.0 0.4

利用しない 903 2.8 40.8 24.5 0.6 30.6 0.9

住宅地域 1,427 1.6 39.5 28.0 0.4 30.1 0.4

商業地域 127 9.4 50.4 17.3 3.1 18.9 0.8

工業地域 40 10.0 37.5 25.0 0.0 25.0 2.5

農漁業地域 244 1.6 43.9 31.1 0.8 22.5 0.0

山間地域 161 5.0 41.6 24.2 0.0 26.1 3.1

その他 19 0.0 31.6 36.8 0.0 21.1 10.5

東部地域 645 4.8 46.5 24.0 0.6 23.9 0.2

中部地域 670 2.2 40.7 27.6 0.6 28.1 0.7

西部地域 708 0.7 35.9 30.1 0.6 31.5 1.3

静岡市 415 1.7 36.1 31.1 1.0 29.2 1.0

浜松市 433 0.5 34.9 32.1 0.5 31.4 0.7

その他の市部 1,069 3.0 45.7 24.2 0.5 25.9 0.7

郡部 106 9.4 35.8 24.5 0.9 29.2 0.0

東部　市部 566 3.9 48.8 23.9 0.5 22.8 0.2

東部　郡部 79 11.4 30.4 25.3 1.3 31.6 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 3.0 47.7 22.4 0.0 26.6 0.4

中部　郡部 18 5.6 55.6 16.7 0.0 22.2 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 1.1 37.2 26.7 0.8 32.0 2.3

西部　郡部 9 0.0 44.4 33.3 0.0 22.2 0.0
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（○は１つ）

観光客にその地域の魅力を伝えるために

は、地域の人々がその地に住むことに誇

りを持ち、観光客などその地を訪れる

方々と交流しふれあうことが重要であり

ます。

あなたは、他の地域からの訪れる方々と

ふれあうことについて、どう思います

か。

ガ

イ

ド
、

体

験

・

学

習

機

会

を

通

じ

積

極

的

に

ふ

れ

あ

い

や

交

流

を

楽

し

み

た

い

可

能

な

範

囲

で

ふ

れ

あ

い

や

交

流

に

参

加

し

た

い

道

を

聞

か

れ

た

ら

答

え

る

程

度

の

ふ

れ

あ

い

や

交

流

で

よ

い

で

き

れ

ば

関

わ

り

を

避

け

た

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.2 29.8 46.5 2.9 1.2 16.8 0.7

男性 930 2.0 27.6 51.0 3.5 0.8 14.3 0.8

女性 1,108 2.3 31.5 42.8 2.4 1.5 18.9 0.6

20代 147 1.4 31.3 38.1 4.1 1.4 23.1 0.7

30代 234 4.3 26.1 51.3 2.1 1.3 14.5 0.4

40代 308 2.3 26.3 48.4 3.9 1.6 16.9 0.6

50代 323 0.9 34.1 47.1 6.5 0.3 11.1 0.0

60代 509 2.2 34.0 47.0 1.0 1.4 14.1 0.4

70歳以上 518 2.1 26.3 44.8 2.1 1.2 22.0 1.5

60歳以上　計 1,027 2.1 30.1 45.9 1.6 1.3 18.1 1.0

20代 66 1.5 27.3 47.0 6.1 0.0 16.7 1.5

30代 108 1.9 23.1 55.6 2.8 0.9 14.8 0.9

40代 116 1.7 26.7 49.1 6.9 0.9 13.8 0.9

50代 164 0.6 29.9 53.7 6.7 0.0 9.1 0.0

60代 249 3.2 28.5 53.8 1.2 1.6 11.6 0.0

70歳以上 227 2.2 27.8 45.8 1.8 0.4 20.3 1.8

60歳以上　計 476 2.7 28.2 50.0 1.5 1.1 15.8 0.8

20代 81 1.2 34.6 30.9 2.5 2.5 28.4 0.0

30代 126 6.3 28.6 47.6 1.6 1.6 14.3 0.0

40代 192 2.6 26.0 47.9 2.1 2.1 18.8 0.5

50代 159 1.3 38.4 40.3 6.3 0.6 13.2 0.0

60代 260 1.2 39.2 40.4 0.8 1.2 16.5 0.8

70歳以上 290 2.1 24.8 44.1 2.4 1.7 23.4 1.4

60歳以上　計 550 1.6 31.6 42.4 1.6 1.5 20.2 1.1

未婚 267 1.1 31.8 40.4 4.1 1.1 21.3 0.0

既婚 1,483 2.4 29.7 47.7 2.8 1.1 15.3 0.8

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 1.8 28.5 44.8 2.5 1.4 20.2 0.7

子どもはいない 143 2.1 22.4 53.1 7.7 1.4 12.6 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 5.5 16.5 57.8 0.0 0.9 19.3 0.0

小学生 107 4.7 29.9 48.6 3.7 0.0 13.1 0.0

中学生 67 1.5 25.4 50.7 3.0 3.0 16.4 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 0.0 36.2 50.0 1.7 0.0 12.1 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 3.9 26.3 47.4 10.5 0.0 11.8 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 1.8 31.6 45.5 1.9 1.3 16.8 1.1

独身期 154 1.9 32.5 37.7 5.2 1.3 21.4 0.0

家族形成期 148 4.1 18.2 58.8 0.7 0.7 16.9 0.7

家族成長前期 174 3.4 28.2 49.4 3.4 1.1 14.4 0.0

家族成長後期 130 2.3 31.5 47.7 6.9 0.0 11.5 0.0

家族成熟期 265 1.1 36.2 45.3 3.8 1.5 10.9 1.1

老齢期 1,027 2.1 30.1 45.9 1.6 1.3 18.1 1.0

その他 135 0.7 24.4 45.9 7.4 1.5 20.0 0.0

Ｑ24

調

査

数

全　　　　　県

子

ど

も

の

年

代

（

長

子

年

代
）

性

年

代

男

性

　

年

代

ラ

イ

フ

ス

テ
ー

ジ

女

性

　

年

代

未

既

婚



平成 25年度 県政世論調査 数表 

- 88 - 

 

 

 

 

（○は１つ）

観光客にその地域の魅力を伝えるために

は、地域の人々がその地に住むことに誇

りを持ち、観光客などその地を訪れる

方々と交流しふれあうことが重要であり

ます。

あなたは、他の地域からの訪れる方々と

ふれあうことについて、どう思います

か。

ガ

イ

ド
、

体

験

・

学

習

機

会

を

通

じ

積

極

的

に

ふ

れ

あ

い

や

交

流

を

楽

し

み

た

い

可

能

な

範

囲

で

ふ

れ

あ

い

や

交

流

に

参

加

し

た

い

道

を

聞

か

れ

た

ら

答

え

る

程

度

の

ふ

れ

あ

い

や

交

流

で

よ

い

で

き

れ

ば

関

わ

り

を

避

け

た

い

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 2.2 29.8 46.5 2.9 1.2 16.8 0.7

農林漁業(事業主・家族従業) 75 1.3 30.7 41.3 8.0 0.0 16.0 2.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 3.8 34.9 41.9 2.2 2.2 15.1 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 2.4 30.5 49.9 3.4 1.0 12.3 0.4

給与所得者　労務作業者 223 0.9 24.7 49.8 5.4 0.4 18.4 0.4

無職（収入あり・なし） 999 2.1 29.0 45.8 2.1 1.4 18.6 0.9

学生・その他 49 2.0 38.8 36.7 0.0 0.0 22.4 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 3.1 33.7 41.8 3.8 1.5 15.3 0.8

給与所得者小計 718 1.9 28.7 49.9 4.0 0.8 14.2 0.4

　　　10年未満 90 2.2 18.9 48.9 5.6 3.3 18.9 2.2

10年～20年未満 74 1.4 28.4 44.6 2.7 1.4 21.6 0.0

20年～30年未満 219 2.3 31.1 44.3 3.7 2.3 16.0 0.5

30年以上 1,640 2.2 30.3 46.8 2.7 0.9 16.4 0.6

生まれてからずっと 1,260 1.7 30.6 45.4 3.3 0.5 17.8 0.6

持家 1,699 2.5 31.4 46.1 2.9 1.1 15.4 0.6

持家以外 321 0.6 21.5 48.9 3.1 1.9 23.1 0.9

一戸建 1,686 2.3 31.2 46.6 2.8 1.1 15.5 0.5

一戸建以外 318 1.6 23.0 47.8 4.1 1.9 20.4 1.3

その他 16 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0 0.0

利用できる 1,461 2.5 32.0 46.3 3.4 1.2 14.3 0.5

利用できない 474 1.5 25.5 48.5 2.1 1.5 20.0 0.8

わからない 84 1.2 19.0 41.7 1.2 0.0 36.9 0.0

利用する 1,112 2.8 33.3 45.8 3.3 1.1 13.4 0.4

利用しない 903 1.3 25.8 47.5 2.5 1.3 20.7 0.8

住宅地域 1,427 2.0 29.1 46.8 2.7 1.1 18.0 0.4

商業地域 127 7.1 33.1 41.7 1.6 3.1 12.6 0.8

工業地域 40 2.5 35.0 42.5 5.0 5.0 7.5 2.5

農漁業地域 244 1.2 32.0 49.2 3.7 0.8 13.1 0.0

山間地域 161 1.9 31.1 45.3 3.7 0.6 14.9 2.5

その他 19 0.0 10.5 47.4 10.5 0.0 21.1 10.5

東部地域 645 3.7 32.9 43.4 3.1 1.6 15.0 0.3

中部地域 670 2.1 30.6 46.6 3.3 0.7 16.0 0.7

西部地域 708 0.8 26.4 49.4 2.5 1.3 18.6 0.8

静岡市 415 1.7 29.2 48.2 2.9 0.5 16.6 1.0

浜松市 433 0.7 25.6 51.5 3.2 1.6 16.9 0.5

その他の市部 1,069 2.7 31.8 44.3 2.6 1.2 16.7 0.7

郡部 106 4.7 30.2 42.5 5.7 1.9 15.1 0.0

東部　市部 566 3.4 33.9 43.5 2.5 1.6 14.8 0.4

東部　郡部 79 6.3 25.3 43.0 7.6 1.3 16.5 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 3.0 31.2 44.7 4.2 1.3 15.2 0.4

中部　郡部 18 0.0 55.6 33.3 0.0 0.0 11.1 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 1.1 27.8 45.9 1.5 0.4 21.8 1.5

西部　郡部 9 0.0 22.2 55.6 0.0 11.1 11.1 0.0
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（○は１つ）

森林には「山崩れの防止」や「水を蓄え

る」などの様々な働きがありますが、手

入れが行き届かない森林では、これらの

働きが低下して、私たちの生活に影響が

でることが心配されます。これらの働き

を回復するために、平成18年4月から「森

林（もり）づくり県民税」を負担してい

ただき、荒廃した森林を再生する「森の

力再生事業」を進めています。

あなたは、「森林（もり）づくり県民

税」を知っていますか。

上

記

の

内

容

以

上

に

知
っ

て

い

る

上

記

の

内

容

は

知
っ

て

い

る

名

称

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 1.3 11.9 17.0 69.1 0.7

男性 930 1.8 14.5 19.2 63.7 0.8

女性 1,108 0.9 9.7 15.1 73.6 0.7

20代 147 0.7 3.4 11.6 83.7 0.7

30代 234 0.4 5.1 8.5 85.0 0.9

40代 308 0.3 9.4 10.7 78.9 0.6

50代 323 1.5 8.7 16.1 73.4 0.3

60代 509 1.4 17.9 17.5 62.5 0.8

70歳以上 518 2.3 15.1 26.1 55.6 1.0

60歳以上　計 1,027 1.9 16.5 21.8 59.0 0.9

20代 66 0.0 3.0 13.6 81.8 1.5

30代 108 0.9 4.6 8.3 85.2 0.9

40代 116 0.9 14.7 13.8 69.8 0.9

50代 164 2.4 12.8 16.5 67.7 0.6

60代 249 2.0 21.7 16.9 59.4 0.0

70歳以上 227 2.6 15.9 33.5 46.7 1.3

60歳以上　計 476 2.3 18.9 24.8 53.4 0.6

20代 81 1.2 3.7 9.9 85.2 0.0

30代 126 0.0 5.6 8.7 84.9 0.8

40代 192 0.0 6.3 8.9 84.4 0.5

50代 159 0.6 4.4 15.7 79.2 0.0

60代 260 0.8 14.2 18.1 65.4 1.5

70歳以上 290 2.1 14.5 20.3 62.4 0.7

60歳以上　計 550 1.5 14.4 19.3 63.8 1.1

未婚 267 0.4 5.6 11.6 82.0 0.4

既婚 1,483 1.4 12.7 18.0 67.2 0.7

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 1.8 12.6 16.6 67.9 1.1

子どもはいない 143 3.5 7.7 16.1 72.0 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 0.0 5.5 6.4 87.2 0.9

小学生 107 0.0 7.5 14.0 78.5 0.0

中学生 67 0.0 11.9 6.0 82.1 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 58 1.7 3.4 8.6 86.2 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 1.3 7.9 13.2 77.6 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 1.6 15.2 20.9 61.4 1.0

独身期 154 0.0 3.2 14.3 82.5 0.0

家族形成期 148 0.7 6.1 5.4 86.5 1.4

家族成長前期 174 0.0 9.2 10.9 79.9 0.0

家族成長後期 130 1.5 6.2 11.5 80.8 0.0

家族成熟期 265 0.8 9.8 15.1 73.2 1.1

老齢期 1,027 1.9 16.5 21.8 59.0 0.9

その他 135 2.2 6.7 13.3 77.0 0.7
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（○は１つ）

森林には「山崩れの防止」や「水を蓄え

る」などの様々な働きがありますが、手

入れが行き届かない森林では、これらの

働きが低下して、私たちの生活に影響が

でることが心配されます。これらの働き

を回復するために、平成18年4月から「森

林（もり）づくり県民税」を負担してい

ただき、荒廃した森林を再生する「森の

力再生事業」を進めています。

あなたは、「森林（もり）づくり県民

税」を知っていますか。

上

記

の

内

容

以

上

に

知
っ

て

い

る

上

記

の

内

容

は

知
っ

て

い

る

名

称

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

知

ら

な

い

無

回

答

2,039 1.3 11.9 17.0 69.1 0.7

農林漁業(事業主・家族従業) 75 1.3 17.3 24.0 53.3 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 2.7 10.2 20.4 66.1 0.5

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 1.0 9.7 13.7 75.2 0.4

給与所得者　労務作業者 223 1.3 9.0 12.1 76.7 0.9

無職（収入あり・なし） 999 1.1 14.2 18.5 65.5 0.7

学生・その他 49 4.1 2.0 18.4 75.5 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 2.3 12.3 21.5 62.5 1.5

給与所得者小計 718 1.1 9.5 13.2 75.6 0.6

　　　10年未満 90 0.0 4.4 12.2 80.0 3.3

10年～20年未満 74 1.4 6.8 6.8 83.8 1.4

20年～30年未満 219 0.9 5.0 15.5 78.1 0.5

30年以上 1,640 1.5 13.6 17.7 66.7 0.5

生まれてからずっと 1,260 1.4 12.3 19.0 66.6 0.6

持家 1,699 1.4 13.4 17.7 67.0 0.5

持家以外 321 1.2 4.7 12.5 80.1 1.6

一戸建 1,686 1.3 13.1 17.6 67.4 0.5

一戸建以外 318 1.3 6.6 12.9 77.7 1.6

その他 16 6.3 0.0 18.8 75.0 0.0

利用できる 1,461 1.4 11.6 14.4 72.1 0.5

利用できない 474 1.5 12.7 22.8 62.2 0.8

わからない 84 0.0 16.7 26.2 57.1 0.0

利用する 1,112 1.3 11.2 12.5 74.6 0.4

利用しない 903 1.3 13.0 22.1 62.8 0.8

住宅地域 1,427 1.5 11.3 15.2 71.5 0.4

商業地域 127 0.8 14.2 18.1 66.1 0.8

工業地域 40 0.0 12.5 25.0 60.0 2.5

農漁業地域 244 0.4 14.8 21.7 62.7 0.4

山間地域 161 1.9 12.4 21.7 62.1 1.9

その他 19 0.0 10.5 5.3 73.7 10.5

東部地域 645 1.2 11.3 13.6 73.5 0.3

中部地域 670 2.2 13.6 18.5 65.1 0.6

西部地域 708 0.6 11.2 18.2 68.9 1.1

静岡市 415 2.7 14.5 16.6 65.5 0.7

浜松市 433 0.7 12.7 18.5 67.4 0.7

その他の市部 1,069 1.2 11.1 15.6 71.3 0.7

郡部 106 0.0 8.5 23.6 67.9 0.0

東部　市部 566 1.4 11.3 12.4 74.6 0.4

東部　郡部 79 0.0 11.4 22.8 65.8 0.0

中部　市部（静岡市を除く） 237 1.7 13.1 21.1 63.7 0.4

中部　郡部 18 0.0 0.0 27.8 72.2 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 0.4 9.0 17.7 71.1 1.9

西部　郡部 9 0.0 0.0 22.2 77.8 0.0
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（○はいくつでも）

Ｑ25でＱ25で「１　上記の内容以上に

知っている」、「２　上記の内容は知っ

ている」または「３　名称は聞いたこと

がある」に○をつけた方にお伺いしま

す。あなたは、「森林（もり）づくり県

民税」を、どのような方法で知りました

か。

【森林（もり）づくり県民税】

　税額　個人：年額400円

　　　　法人：年額1,000円～40,000円

  期間　平成18年度から10年間

【森の力再生事業】

　概要　森林所有者による整備が困難な

　　　　荒廃した森林12,300haを整備

　期間　平成18年度から10年間

県

の

ホ
ー

ム

ペ
ー

ジ

県

民

だ

よ

り

市

町

の

広

報

誌

テ

レ

ビ
、

ラ

ジ

オ

新

聞

「

税

関

係
」

や
「
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づ
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関

係
」

の

活

動

や

イ

ベ

ン

ト

ポ

ス

タ
ー

リ
ー

フ

レ
ッ

ト

そ

の

他

無

回

答

616 5.4 50.0 25.5 26.1 27.9 8.6 3.6 2.9 4.4 1.8

男性 331 6.6 49.5 25.4 26.3 32.0 9.1 4.8 3.3 3.9 0.9

女性 285 3.9 50.5 25.6 26.0 23.2 8.1 2.1 2.5 4.9 2.8

20代 23 4.3 26.1 13.0 26.1 13.0 8.7 13.0 0.0 8.7 0.0

30代 33 9.1 51.5 30.3 36.4 12.1 6.1 0.0 6.1 3.0 0.0

40代 63 7.9 34.9 14.3 25.4 30.2 7.9 1.6 6.3 6.3 0.0

50代 85 8.2 40.0 15.3 22.4 23.5 4.7 3.5 7.1 7.1 2.4

60代 187 4.3 57.2 27.8 28.9 28.9 11.2 4.3 2.7 4.3 2.1

70歳以上 225 4.0 54.2 31.1 24.0 32.0 8.4 3.1 0.4 2.7 2.2

60歳以上　計 412 4.1 55.6 29.6 26.2 30.6 9.7 3.6 1.5 3.4 2.2

20代 11 9.1 27.3 18.2 18.2 18.2 9.1 9.1 0.0 9.1 0.0

30代 15 6.7 33.3 33.3 60.0 13.3 6.7 0.0 0.0 6.7 0.0

40代 34 8.8 26.5 8.8 20.6 35.3 11.8 0.0 8.8 5.9 0.0

50代 52 13.5 48.1 15.4 19.2 28.8 7.7 3.8 7.7 3.8 0.0

60代 101 5.0 52.5 26.7 32.7 32.7 12.9 6.9 4.0 4.0 3.0

70歳以上 118 4.2 58.5 33.1 22.0 35.6 5.9 5.1 0.0 2.5 0.0

60歳以上　計 219 4.6 55.7 30.1 26.9 34.2 9.1 5.9 1.8 3.2 1.4

20代 12 0.0 25.0 8.3 33.3 8.3 8.3 16.7 0.0 8.3 0.0

30代 18 11.1 66.7 27.8 16.7 11.1 5.6 0.0 11.1 0.0 0.0

40代 29 6.9 44.8 20.7 31.0 24.1 3.4 3.4 3.4 6.9 0.0

50代 33 0.0 27.3 15.2 27.3 15.2 0.0 3.0 6.1 12.1 6.1

60代 86 3.5 62.8 29.1 24.4 24.4 9.3 1.2 1.2 4.7 1.2

70歳以上 107 3.7 49.5 29.0 26.2 28.0 11.2 0.9 0.9 2.8 4.7

60歳以上　計 193 3.6 55.4 29.0 25.4 26.4 10.4 1.0 1.0 3.6 3.1

未婚 47 6.4 38.3 21.3 29.8 12.8 8.5 6.4 4.3 4.3 0.0

既婚 476 5.7 53.2 25.2 26.3 29.6 8.0 2.9 3.2 4.6 1.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 86 3.5 41.9 24.4 25.6 26.7 12.8 5.8 1.2 3.5 2.3

子どもはいない 39 5.1 51.3 20.5 20.5 30.8 5.1 2.6 2.6 12.8 5.1

未就学児（小学校入学前） 13 7.7 46.2 23.1 15.4 7.7 15.4 0.0 7.7 0.0 0.0

小学生 23 4.3 34.8 21.7 26.1 26.1 8.7 4.3 8.7 0.0 0.0

中学生 12 8.3 41.7 16.7 25.0 41.7 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 8 25.0 25.0 0.0 12.5 50.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 17 5.9 23.5 17.6 41.2 0.0 0.0 5.9 5.9 23.5 0.0

社会人（未就業を含む） 449 4.7 54.3 26.5 26.5 30.1 9.4 3.6 2.4 3.3 2.0

独身期 27 7.4 25.9 22.2 33.3 7.4 7.4 11.1 0.0 7.4 0.0

家族形成期 18 5.6 38.9 22.2 16.7 5.6 16.7 0.0 11.1 5.6 0.0

家族成長前期 35 5.7 37.1 20.0 25.7 31.4 8.6 2.9 5.7 0.0 0.0

家族成長後期 25 12.0 24.0 12.0 32.0 16.0 0.0 4.0 4.0 20.0 0.0

家族成熟期 68 8.8 50.0 16.2 22.1 25.0 4.4 2.9 7.4 2.9 0.0

老齢期 412 4.1 55.6 29.6 26.2 30.6 9.7 3.6 1.5 3.4 2.2

その他 30 6.7 40.0 13.3 26.7 33.3 6.7 0.0 6.7 10.0 6.7

ＳＱ

調

査

数

全　　　　　県

性

年

代

男

性

　

年

代

女

性

　

年

代

未

既

婚

子

ど

も

の

年

代

（

長

子

年

代
）

ラ

イ

フ

ス

テ
ー

ジ



平成 25年度 県政世論調査 数表 

- 92 - 

 

 

 

 

（○はいくつでも）

Ｑ25でＱ25で「１　上記の内容以上に

知っている」、「２　上記の内容は知っ

ている」または「３　名称は聞いたこと

がある」に○をつけた方にお伺いしま

す。あなたは、「森林（もり）づくり県

民税」を、どのような方法で知りました

か。

【森林（もり）づくり県民税】

　税額　個人：年額400円

　　　　法人：年額1,000円～40,000円

  期間　平成18年度から10年間

【森の力再生事業】

　概要　森林所有者による整備が困難な

　　　　荒廃した森林12,300haを整備

　期間　平成18年度から10年間
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616 5.4 50.0 25.5 26.1 27.9 8.6 3.6 2.9 4.4 1.8

農林漁業(事業主・家族従業) 32 0.0 43.8 31.3 21.9 25.0 9.4 6.3 0.0 6.3 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 62 6.5 46.8 14.5 35.5 21.0 6.5 4.8 1.6 4.8 3.2

給与所得者　管理・専門技術・事務職 121 12.4 41.3 15.7 24.8 26.4 9.1 1.7 9.9 9.1 0.8

給与所得者　労務作業者 50 2.0 48.0 24.0 22.0 22.0 6.0 8.0 2.0 4.0 6.0

無職（収入あり・なし） 338 3.8 54.7 31.1 24.9 31.7 8.9 3.3 1.2 2.4 1.5

学生・その他 12 0.0 41.7 16.7 58.3 8.3 16.7 0.0 0.0 8.3 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 94 4.3 45.7 20.2 30.9 22.3 7.4 5.3 1.1 5.3 2.1

給与所得者小計 171 9.4 43.3 18.1 24.0 25.1 8.2 3.5 7.6 7.6 2.3

　　　10年未満 15 13.3 13.3 26.7 13.3 0.0 13.3 6.7 0.0 6.7 13.3

10年～20年未満 11 9.1 36.4 36.4 27.3 45.5 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0

20年～30年未満 47 4.3 34.0 19.1 25.5 21.3 4.3 8.5 4.3 4.3 0.0

30年以上 537 5.2 52.7 25.9 26.4 28.9 9.1 3.0 3.0 4.5 1.7

生まれてからずっと 413 4.8 49.2 23.2 27.8 28.1 9.0 3.1 2.2 4.8 1.9

持家 551 5.3 50.6 25.6 26.7 27.9 8.7 3.4 3.1 4.0 2.0

持家以外 59 6.8 45.8 25.4 20.3 27.1 8.5 3.4 1.7 8.5 0.0

一戸建 540 5.2 52.4 26.3 25.9 26.9 8.7 3.7 3.0 3.9 2.0

一戸建以外 66 7.6 28.8 21.2 28.8 36.4 7.6 1.5 3.0 9.1 0.0

その他 4 0.0 100.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0

利用できる 399 6.3 46.9 21.3 24.8 24.8 9.0 2.5 3.5 6.0 1.5

利用できない 175 3.4 57.1 33.1 26.9 30.3 8.0 5.7 2.3 1.1 2.9

わからない 36 5.6 52.8 36.1 33.3 50.0 8.3 5.6 0.0 2.8 0.0

利用する 278 7.9 47.1 20.5 23.0 27.0 8.6 3.6 5.8 6.8 1.1

利用しない 329 3.0 52.6 29.2 28.9 28.6 8.5 3.6 0.6 2.4 2.4

住宅地域 400 6.0 54.5 24.0 25.3 24.8 8.3 3.8 3.3 5.0 1.3

商業地域 42 9.5 38.1 26.2 35.7 35.7 14.3 7.1 0.0 4.8 0.0

工業地域 15 0.0 60.0 26.7 26.7 33.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0

農漁業地域 90 0.0 42.2 24.4 31.1 35.6 8.9 4.4 5.6 4.4 0.0

山間地域 58 8.6 39.7 34.5 17.2 31.0 6.9 0.0 0.0 1.7 10.3

その他 3 0.0 33.3 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

東部地域 169 6.5 51.5 30.2 20.7 25.4 6.5 3.6 2.4 4.7 3.6

中部地域 230 7.4 50.9 19.6 30.0 27.4 9.6 3.0 3.0 5.2 1.3

西部地域 212 2.4 48.1 28.3 25.9 30.2 9.4 4.2 3.3 3.3 0.9

静岡市 140 7.9 50.7 17.1 29.3 28.6 10.0 1.4 1.4 7.1 1.4

浜松市 138 1.4 47.1 26.1 25.4 28.3 9.4 0.7 2.9 2.2 1.4

その他の市部 299 6.7 51.2 28.4 24.4 27.1 8.4 5.7 4.0 4.7 1.3

郡部 34 0.0 50.0 32.4 29.4 29.4 2.9 5.9 0.0 0.0 8.8

東部　市部 142 7.7 51.4 31.7 19.7 24.6 7.0 3.5 2.8 5.6 2.1

東部　郡部 27 0.0 51.9 22.2 25.9 29.6 3.7 3.7 0.0 0.0 11.1

中部　市部（静岡市を除く） 85 7.1 52.9 21.2 30.6 25.9 9.4 4.7 5.9 2.4 1.2

中部　郡部 5 0.0 20.0 60.0 40.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 72 4.2 48.6 30.6 26.4 33.3 9.7 11.1 4.2 5.6 0.0

西部　郡部 2 0.0 100.0 100.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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（○は１つ）

「森の力再生事業」では、10年間で

12,300ヘクタールの最も緊急性の高い荒

廃した森林を再生する計画で、事業は順

調に進んでいます。しかし、本県の40万

ヘクタールの森林（民有林）では、これ

以外にもまだ荒廃した森林の存在や、富

士山の景観を損なう手入れ不足の森林の

存在など、新たな課題が生まれていま

す。

これらへの対応について、あなたの考え

に最も近いものはなんですか。

荒

廃

森

林

の

整

備
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課
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回
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2,039 54.3 2.6 40.9 2.2

男性 930 59.1 3.7 34.7 2.5

女性 1,108 50.4 1.8 45.9 1.9

20代 147 55.8 2.0 42.2 0.0

30代 234 57.7 3.4 37.6 1.3

40代 308 55.5 3.9 39.0 1.6

50代 323 59.1 2.5 37.2 1.2

60代 509 57.4 2.6 38.7 1.4

70歳以上 518 45.8 1.9 47.5 4.8

60歳以上　計 1,027 51.5 2.2 43.1 3.1

20代 66 66.7 1.5 31.8 0.0

30代 108 56.5 4.6 38.0 0.9

40代 116 60.3 5.2 32.8 1.7

50代 164 57.9 4.9 36.6 0.6

60代 249 63.9 4.0 31.3 0.8

70歳以上 227 53.3 1.8 37.4 7.5

60歳以上　計 476 58.8 2.9 34.2 4.0

20代 81 46.9 2.5 50.6 0.0

30代 126 58.7 2.4 37.3 1.6

40代 192 52.6 3.1 42.7 1.6

50代 159 60.4 0.0 37.7 1.9

60代 260 51.2 1.2 45.8 1.9

70歳以上 290 40.0 2.1 55.2 2.8

60歳以上　計 550 45.3 1.6 50.7 2.4

未婚 267 55.8 3.0 40.8 0.4

既婚 1,483 54.6 2.8 40.7 2.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 53.1 1.8 41.5 3.6

子どもはいない 143 60.8 3.5 34.3 1.4

未就学児（小学校入学前） 109 55.0 0.9 41.3 2.8

小学生 107 54.2 6.5 39.3 0.0

中学生 67 49.3 1.5 47.8 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 58.6 1.7 39.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 52.6 10.5 34.2 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 53.7 2.0 41.6 2.7

独身期 154 59.7 1.9 38.3 0.0

家族形成期 148 56.8 2.0 39.2 2.0

家族成長前期 174 52.3 4.6 42.5 0.6

家族成長後期 130 55.4 6.9 36.2 1.5

家族成熟期 265 60.8 1.1 36.6 1.5

老齢期 1,027 51.5 2.2 43.1 3.1

その他 135 55.6 3.7 39.3 1.5
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（○は１つ）

「森の力再生事業」では、10年間で

12,300ヘクタールの最も緊急性の高い荒

廃した森林を再生する計画で、事業は順

調に進んでいます。しかし、本県の40万

ヘクタールの森林（民有林）では、これ

以外にもまだ荒廃した森林の存在や、富

士山の景観を損なう手入れ不足の森林の

存在など、新たな課題が生まれていま

す。

これらへの対応について、あなたの考え

に最も近いものはなんですか。

荒

廃

森

林

の

整

備

や

新

た

な

課

題

に

対

し

て
、

積

極

的

に

対

応

し

て

い

く

荒

廃

森

林

の

整

備

や

新

た

な

課

題

に

対

し

て
、

対

応

す

る

必

要

は

な

い わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 54.3 2.6 40.9 2.2

農林漁業(事業主・家族従業) 75 38.7 1.3 52.0 8.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 64.5 2.7 31.2 1.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 62.2 4.2 32.7 0.8

給与所得者　労務作業者 223 49.8 2.7 46.2 1.3

無職（収入あり・なし） 999 50.7 2.0 44.5 2.8

学生・その他 49 61.2 0.0 38.8 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 57.1 2.3 37.2 3.4

給与所得者小計 718 58.4 3.8 36.9 1.0

　　　10年未満 90 56.7 5.6 35.6 2.2

10年～20年未満 74 63.5 5.4 31.1 0.0

20年～30年未満 219 58.4 1.8 39.7 0.0

30年以上 1,640 53.5 2.4 41.6 2.5

生まれてからずっと 1,260 50.5 2.3 44.7 2.5

持家 1,699 55.0 2.4 40.4 2.3

持家以外 321 52.0 3.7 43.0 1.2

一戸建 1,686 54.7 2.4 40.6 2.3

一戸建以外 318 54.1 3.5 41.2 1.3

その他 16 37.5 6.3 56.3 0.0

利用できる 1,461 59.0 2.8 37.1 1.1

利用できない 474 44.1 2.3 48.7 4.9

わからない 84 38.1 0.0 59.5 2.4

利用する 1,112 62.9 2.7 33.5 0.9

利用しない 903 44.4 2.4 49.8 3.3

住宅地域 1,427 54.9 2.7 40.6 1.7

商業地域 127 65.4 1.6 27.6 5.5

工業地域 40 50.0 2.5 47.5 0.0

農漁業地域 244 54.1 1.6 42.2 2.0

山間地域 161 47.2 2.5 46.6 3.7

その他 19 26.3 10.5 57.9 5.3

東部地域 645 55.0 3.3 40.0 1.7

中部地域 670 54.6 3.0 40.6 1.8

西部地域 708 53.8 1.6 41.8 2.8

静岡市 415 59.5 2.9 36.1 1.4

浜松市 433 55.0 1.4 41.3 2.3

その他の市部 1,069 52.9 2.7 42.4 2.1

郡部 106 49.1 4.7 41.5 4.7

東部　市部 566 55.8 3.0 39.9 1.2

東部　郡部 79 49.4 5.1 40.5 5.1

中部　市部（静岡市を除く） 237 45.6 3.0 49.4 2.1

中部　郡部 18 61.1 5.6 27.8 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 53.0 1.9 41.4 3.8

西部　郡部 9 22.2 0.0 77.8 0.0

Ｑ26
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（○はいくつでも）

「森の力再生事業」を始めたことで、荒

廃森林の再生はもとより、山村での雇用

の創造、異業種やＮＰＯなどの林業への

参入、木材の生産と利用など、長く停滞

していた本県の林業活動に好影響を与え

ています。このため、荒廃森林の整備に

限定せず、林業の活性化や木材利用、森

林とのふれあいなどのために「森林（も

り）づくり県民税」を活用すべきとの意

見があります。

「森林（もり）づくり県民税」の使途に

ついて、あなたはどのように考えます

か。

林

業

の

活

性

化

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

木

材

の

利

用

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

森

林

と

の

ふ

れ

あ

い

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

森

林

・

林

業

関

係

な

ら

何

に

で

も

使

用

し

て

も

よ

い

現

行

ど

お

り

荒

廃

し

た

森

林

の

再

生

の

み

の

使

用

に

限

定

す

べ

き

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 33.8 17.4 21.2 17.6 22.7 23.7 1.6

男性 930 33.2 18.9 22.4 18.0 25.9 18.2 2.2

女性 1,108 34.4 16.2 20.3 17.3 20.0 28.3 1.1

20代 147 32.0 8.2 13.6 12.2 23.1 25.9 0.0

30代 234 29.9 19.7 19.2 18.8 19.7 23.9 0.9

40代 308 34.7 19.5 20.1 14.9 25.3 21.4 1.0

50代 323 34.7 17.6 22.0 18.0 24.8 18.3 1.5

60代 509 35.6 18.1 23.2 19.4 22.8 22.4 1.0

70歳以上 518 33.4 17.0 22.6 18.1 21.0 29.2 3.3

60歳以上　計 1,027 34.5 17.5 22.9 18.8 21.9 25.8 2.1

20代 66 24.2 6.1 7.6 18.2 30.3 19.7 0.0

30代 108 33.3 20.4 14.8 17.6 20.4 23.1 0.9

40代 116 33.6 23.3 19.8 16.4 28.4 16.4 1.7

50代 164 31.7 17.1 22.0 12.8 28.0 17.1 2.4

60代 249 32.5 20.5 25.3 20.9 27.7 18.1 0.8

70歳以上 227 37.4 19.4 28.6 19.4 22.5 17.2 4.8

60歳以上　計 476 34.9 20.0 26.9 20.2 25.2 17.6 2.7

20代 81 38.3 9.9 18.5 7.4 17.3 30.9 0.0

30代 126 27.0 19.0 23.0 19.8 19.0 24.6 0.8

40代 192 35.4 17.2 20.3 14.1 23.4 24.5 0.5

50代 159 37.7 18.2 22.0 23.3 21.4 19.5 0.6

60代 260 38.5 15.8 21.2 18.1 18.1 26.5 1.2

70歳以上 290 30.3 15.2 17.9 17.2 20.0 38.3 2.1

60歳以上　計 550 34.2 15.5 19.5 17.6 19.1 32.7 1.6

未婚 267 30.3 13.1 15.0 15.4 21.7 28.1 0.0

既婚 1,483 35.0 18.5 21.6 18.0 23.5 22.5 1.4

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 31.4 16.2 24.5 18.4 20.2 26.7 3.2

子どもはいない 143 34.3 20.3 19.6 18.9 25.9 17.5 0.7

未就学児（小学校入学前） 109 28.4 16.5 20.2 12.8 24.8 22.9 1.8

小学生 107 27.1 16.8 23.4 15.9 25.2 21.5 0.0

中学生 67 26.9 14.9 16.4 11.9 20.9 32.8 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 41.4 15.5 15.5 15.5 24.1 19.0 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 31.6 19.7 21.1 13.2 31.6 19.7 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 35.8 18.6 23.3 19.4 21.9 23.5 2.2

独身期 154 33.1 10.4 13.0 15.6 22.1 25.3 0.0

家族形成期 148 29.7 19.6 18.9 13.5 25.0 21.6 1.4

家族成長前期 174 27.0 16.1 20.7 14.4 23.6 25.9 0.6

家族成長後期 130 36.2 18.5 19.2 14.6 27.7 19.2 0.0

家族成熟期 265 37.4 19.6 22.6 18.5 23.4 17.0 2.6

老齢期 1,027 34.5 17.5 22.9 18.8 21.9 25.8 2.1

その他 135 32.6 19.3 20.7 20.0 20.0 23.7 0.0
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（○はいくつでも）

「森の力再生事業」を始めたことで、荒

廃森林の再生はもとより、山村での雇用

の創造、異業種やＮＰＯなどの林業への

参入、木材の生産と利用など、長く停滞

していた本県の林業活動に好影響を与え

ています。このため、荒廃森林の整備に

限定せず、林業の活性化や木材利用、森

林とのふれあいなどのために「森林（も

り）づくり県民税」を活用すべきとの意

見があります。

「森林（もり）づくり県民税」の使途に

ついて、あなたはどのように考えます

か。

林

業

の

活

性

化

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

木

材

の

利

用

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

森

林

と

の

ふ

れ

あ

い

の

た

め

に

使

用

し

て

も

よ

い

森

林

・

林

業

関

係

な

ら

何

に

で

も

使

用

し

て

も

よ

い

現

行

ど

お

り

荒

廃

し

た

森

林

の

再

生

の

み

の

使

用

に

限

定

す

べ

き

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 33.8 17.4 21.2 17.6 22.7 23.7 1.6

農林漁業(事業主・家族従業) 75 34.7 21.3 22.7 18.7 21.3 24.0 4.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 38.2 21.0 25.3 18.3 25.3 17.7 1.1

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 33.9 17.4 20.0 15.2 27.3 18.2 0.6

給与所得者　労務作業者 223 29.1 10.8 14.8 17.0 23.8 26.5 0.4

無職（収入あり・なし） 999 33.9 17.8 22.5 18.8 20.3 26.2 2.2

学生・その他 49 32.7 20.4 20.4 16.3 14.3 34.7 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 37.2 21.1 24.5 18.4 24.1 19.5 1.9

給与所得者小計 718 32.5 15.3 18.4 15.7 26.2 20.8 0.6

　　　10年未満 90 36.7 17.8 21.1 11.1 16.7 30.0 1.1

10年～20年未満 74 37.8 17.6 24.3 28.4 20.3 14.9 0.0

20年～30年未満 219 32.0 11.4 18.3 15.1 22.4 22.8 0.0

30年以上 1,640 33.8 18.1 21.4 17.9 23.2 23.8 1.8

生まれてからずっと 1,260 32.7 17.9 21.0 17.5 22.9 25.6 1.6

持家 1,699 35.0 17.5 21.5 17.6 22.7 23.2 1.5

持家以外 321 28.0 16.5 19.6 18.4 23.1 25.5 1.6

一戸建 1,686 34.6 17.0 20.8 17.7 23.1 23.5 1.6

一戸建以外 318 30.8 19.5 23.0 16.7 21.1 23.9 1.3

その他 16 25.0 18.8 25.0 37.5 12.5 31.3 0.0

利用できる 1,461 35.9 18.8 20.8 17.4 23.9 20.8 0.8

利用できない 474 29.3 13.1 21.7 17.7 20.5 29.1 4.0

わからない 84 26.2 17.9 22.6 23.8 16.7 40.5 1.2

利用する 1,112 35.9 19.0 21.1 17.1 24.4 19.3 0.7

利用しない 903 31.8 15.4 21.0 18.5 20.8 28.9 2.4

住宅地域 1,427 33.8 17.3 20.9 17.2 22.1 24.3 1.2

商業地域 127 33.9 19.7 27.6 16.5 26.8 14.2 4.7

工業地域 40 47.5 17.5 20.0 20.0 25.0 17.5 0.0

農漁業地域 244 33.2 15.2 22.1 19.3 24.6 21.7 1.6

山間地域 161 34.8 18.6 19.3 21.7 21.1 26.7 1.9

その他 19 26.3 15.8 10.5 0.0 26.3 42.1 5.3

東部地域 645 34.6 16.6 21.4 18.0 23.3 23.9 1.7

中部地域 670 35.5 19.4 21.9 16.6 25.1 23.4 1.0

西部地域 708 31.8 16.1 20.3 18.5 19.9 23.6 1.8

静岡市 415 38.1 20.5 23.1 17.1 27.0 21.4 0.5

浜松市 433 32.8 16.6 21.5 21.0 21.7 21.5 1.4

その他の市部 1,069 32.8 16.3 20.4 16.9 21.7 25.1 1.8

郡部 106 33.0 18.9 20.8 14.2 19.8 26.4 3.8

東部　市部 566 35.2 16.4 21.2 18.4 23.9 23.5 1.2

東部　郡部 79 30.4 17.7 22.8 15.2 19.0 26.6 5.1

中部　市部（静岡市を除く） 237 30.4 16.9 19.8 15.6 21.5 27.8 2.1

中部　郡部 18 44.4 27.8 22.2 16.7 27.8 11.1 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 30.1 15.4 19.2 15.0 17.3 25.9 2.6

西部　郡部 9 33.3 11.1 0.0 0.0 11.1 55.6 0.0
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（○は１つ）

静岡県では、人口減少社会に対応するた

めに、限られた人や財源でも持続可能な

都市（まち）づくりを目指しており、今

後の都市（まち）づくりについて、ご意

見を伺うものです。

静岡県の人口は2004年から減少に転じ、

2010年から2020年までの10年間で約16万

人（平均約４％）、2010年から2040年ま

での30年間で約73万人（平均約19％）減

少すると予測されています。あなたの住

んでいる地域（市町）では、現在人口減

少の影響が出ていると感じますか。

お

お

い

に

感

じ

る

あ

る

程

度

感

じ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

感

じ

な

い

全

く

感

じ

な

い

無

回

答

2,039 12.6 32.0 18.7 28.7 6.0 2.0

男性 930 13.7 31.8 19.2 28.0 5.2 2.2

女性 1,108 11.6 32.1 18.2 29.4 6.7 1.9

20代 147 9.5 28.6 24.5 29.3 6.8 1.4

30代 234 10.3 25.6 17.5 38.0 7.7 0.9

40代 308 9.1 30.5 17.2 34.4 7.5 1.3

50代 323 13.3 35.9 18.9 25.7 5.6 0.6

60代 509 13.2 36.0 17.5 28.9 2.9 1.6

70歳以上 518 15.6 30.3 19.5 22.8 7.3 4.4

60歳以上　計 1,027 14.4 33.1 18.5 25.8 5.2 3.0

20代 66 13.6 30.3 22.7 25.8 7.6 0.0

30代 108 11.1 20.4 21.3 36.1 10.2 0.9

40代 116 10.3 38.8 17.2 26.7 5.2 1.7

50代 164 15.2 32.3 21.3 25.6 4.3 1.2

60代 249 12.4 35.3 18.1 30.1 3.2 0.8

70歳以上 227 16.7 30.0 18.1 24.7 4.8 5.7

60歳以上　計 476 14.5 32.8 18.1 27.5 4.0 3.2

20代 81 6.2 27.2 25.9 32.1 6.2 2.5

30代 126 9.5 30.2 14.3 39.7 5.6 0.8

40代 192 8.3 25.5 17.2 39.1 8.9 1.0

50代 159 11.3 39.6 16.4 25.8 6.9 0.0

60代 260 13.8 36.5 16.9 27.7 2.7 2.3

70歳以上 290 14.5 30.7 20.7 21.4 9.3 3.4

60歳以上　計 550 14.2 33.5 18.9 24.4 6.2 2.9

未婚 267 10.5 27.7 20.6 32.6 8.2 0.4

既婚 1,483 13.3 33.4 18.3 27.8 5.5 1.8

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 11.2 29.2 18.4 30.3 6.9 4.0

子どもはいない 143 4.9 30.8 26.6 26.6 8.4 2.8

未就学児（小学校入学前） 109 9.2 23.9 20.2 35.8 9.2 1.8

小学生 107 17.8 27.1 15.9 32.7 4.7 1.9

中学生 67 7.5 26.9 14.9 44.8 4.5 1.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 10.3 27.6 19.0 39.7 1.7 1.7

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 9.2 36.8 18.4 32.9 2.6 0.0

社会人（未就業を含む） 1,194 14.6 34.6 17.4 25.4 5.6 2.4

独身期 154 8.4 27.3 20.8 35.7 7.8 0.0

家族形成期 148 6.8 26.4 23.0 31.8 10.1 2.0

家族成長前期 174 13.8 27.0 15.5 37.4 4.6 1.7

家族成長後期 130 10.0 32.3 19.2 36.2 2.3 0.0

家族成熟期 265 13.6 37.0 15.5 26.0 6.8 1.1

老齢期 1,027 14.4 33.1 18.5 25.8 5.2 3.0

その他 135 8.9 31.9 22.2 27.4 8.9 0.7
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（○は１つ）

静岡県では、人口減少社会に対応するた

めに、限られた人や財源でも持続可能な

都市（まち）づくりを目指しており、今

後の都市（まち）づくりについて、ご意

見を伺うものです。

静岡県の人口は2004年から減少に転じ、

2010年から2020年までの10年間で約16万

人（平均約４％）、2010年から2040年ま

での30年間で約73万人（平均約19％）減

少すると予測されています。あなたの住

んでいる地域（市町）では、現在人口減

少の影響が出ていると感じますか。

お

お

い

に

感

じ

る

あ

る

程

度

感

じ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

感

じ

な

い

全

く

感

じ

な

い

無

回

答

2,039 12.6 32.0 18.7 28.7 6.0 2.0

農林漁業(事業主・家族従業) 75 18.7 34.7 12.0 22.7 2.7 9.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 20.4 37.1 15.1 24.7 2.7 0.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 12.1 29.9 19.4 32.5 5.3 0.8

給与所得者　労務作業者 223 9.0 29.6 20.6 32.3 7.2 1.3

無職（収入あり・なし） 999 12.1 32.6 18.9 27.0 6.6 2.7

学生・その他 49 8.2 32.7 18.4 30.6 10.2 0.0

自営業（事業主・家族従業）小計 261 19.9 36.4 14.2 24.1 2.7 2.7

給与所得者小計 718 11.1 29.8 19.8 32.5 5.8 1.0

　　　10年未満 90 7.8 20.0 23.3 37.8 8.9 2.2

10年～20年未満 74 17.6 29.7 12.2 25.7 13.5 1.4

20年～30年未満 219 10.5 31.5 22.8 28.8 5.5 0.9

30年以上 1,640 12.9 32.9 18.2 28.2 5.6 2.1

生まれてからずっと 1,260 13.1 33.0 18.3 28.9 4.7 2.1

持家 1,699 13.3 33.5 17.8 27.8 5.7 1.8

持家以外 321 8.7 24.3 23.7 33.0 7.8 2.5

一戸建 1,686 13.3 33.5 17.5 28.1 5.6 2.0

一戸建以外 318 8.5 24.8 25.5 31.8 7.9 1.6

その他 16 12.5 18.8 18.8 31.3 18.8 0.0

利用できる 1,461 11.8 33.3 18.3 29.6 6.2 0.8

利用できない 474 15.4 27.8 20.0 26.8 5.1 4.9

わからない 84 10.7 33.3 21.4 22.6 9.5 2.4

利用する 1,112 12.1 33.1 16.6 31.6 5.8 0.7

利用しない 903 13.2 30.7 21.6 25.1 6.2 3.2

住宅地域 1,427 10.9 30.9 18.8 31.4 6.4 1.5

商業地域 127 7.9 38.6 27.6 19.7 2.4 3.9

工業地域 40 12.5 32.5 22.5 27.5 5.0 0.0

農漁業地域 244 15.2 36.5 15.2 24.2 7.4 1.6

山間地域 161 28.0 32.3 14.3 17.4 3.7 4.3

その他 19 5.3 21.1 36.8 26.3 5.3 5.3

東部地域 645 17.4 32.9 17.8 25.9 4.3 1.7

中部地域 670 10.9 34.6 19.1 27.8 5.7 1.9

西部地域 708 9.7 29.0 19.4 31.8 7.9 2.3

静岡市 415 8.9 35.9 20.5 27.7 5.5 1.4

浜松市 433 10.4 28.2 17.6 34.2 8.8 0.9

その他の市部 1,069 13.4 33.1 19.0 27.3 5.1 2.2

郡部 106 27.4 22.6 15.1 21.7 6.6 6.6

東部　市部 566 17.1 34.1 18.0 25.8 4.1 0.9

東部　郡部 79 19.0 24.1 16.5 26.6 6.3 7.6

中部　市部（静岡市を除く） 237 11.0 33.8 17.3 30.0 5.5 2.5

中部　郡部 18 55.6 16.7 11.1 0.0 11.1 5.6

西部　市部（浜松市を除く） 266 7.5 30.5 22.6 28.2 6.8 4.5

西部　郡部 9 44.4 22.2 11.1 22.2 0.0 0.0
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（○は３つまで）

Q28で「１　おおいに感じる」または「２

ある程度感じる」に○をつけた方にお伺

いします。

それは、どのような影響ですか。

近

所

に

空

家

が

増

え

た

学

校

の

統

廃

合

が

進

ん

だ

身

近

な

店

や

病

院

が

減
っ

た

バ

ス

路

線

が

廃

止

さ

れ

た

り
、

便

数

が

減
っ

た

都

市
（

ま

ち
）

の

賑

わ

い

が

な

く

な
っ

た

耕

作

放

棄

地

が

増

え

た

そ

の

他

無

回

答

909 41.8 26.5 28.7 32.2 43.6 24.0 14.5 2.4

男性 423 45.9 32.2 29.1 27.2 44.2 23.6 13.2 2.1

女性 485 38.1 21.6 28.5 36.5 42.9 24.3 15.7 2.7

20代 56 28.6 42.9 26.8 14.3 58.9 14.3 10.7 3.6

30代 84 46.4 28.6 28.6 27.4 42.9 11.9 20.2 0.0

40代 122 34.4 31.1 34.4 24.6 45.9 18.0 13.9 1.6

50代 159 34.6 30.8 27.7 37.1 37.1 23.3 18.9 1.9

60代 250 46.4 20.4 31.2 29.2 50.8 25.2 14.4 2.8

70歳以上 238 47.1 23.1 24.4 42.0 35.7 32.8 10.9 3.4

60歳以上　計 488 46.7 21.7 27.9 35.5 43.4 28.9 12.7 3.1

20代 29 27.6 41.4 27.6 10.3 55.2 17.2 10.3 6.9

30代 34 47.1 35.3 26.5 20.6 41.2 14.7 14.7 0.0

40代 57 36.8 36.8 36.8 22.8 49.1 15.8 8.8 1.8

50代 78 35.9 38.5 25.6 33.3 32.1 24.4 23.1 0.0

60代 119 52.9 24.4 36.1 24.4 52.1 30.3 10.9 1.7

70歳以上 106 54.7 30.2 20.8 34.9 39.6 24.5 11.3 3.8

60歳以上　計 225 53.8 27.1 28.9 29.3 46.2 27.6 11.1 2.7

20代 27 29.6 44.4 25.9 18.5 63.0 11.1 11.1 0.0

30代 50 46.0 24.0 30.0 32.0 44.0 10.0 24.0 0.0

40代 65 32.3 26.2 32.3 26.2 43.1 20.0 18.5 1.5

50代 81 33.3 23.5 29.6 40.7 42.0 22.2 14.8 3.7

60代 131 40.5 16.8 26.7 33.6 49.6 20.6 17.6 3.8

70歳以上 131 40.5 17.6 27.5 47.3 32.1 39.7 10.7 3.1

60歳以上　計 262 40.5 17.2 27.1 40.5 40.8 30.2 14.1 3.4

未婚 102 37.3 34.3 36.3 23.5 53.9 21.6 8.8 2.0

既婚 692 42.1 26.9 28.3 32.9 42.6 24.4 15.6 2.0

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 112 45.5 17.9 23.2 35.7 40.2 22.3 13.4 5.4

子どもはいない 51 39.2 27.5 37.3 21.6 52.9 9.8 19.6 0.0

未就学児（小学校入学前） 36 52.8 38.9 16.7 19.4 52.8 5.6 16.7 0.0

小学生 48 35.4 35.4 22.9 22.9 35.4 14.6 27.1 0.0

中学生 23 47.8 17.4 30.4 13.0 39.1 8.7 26.1 0.0

高校生・予備校生・大学受験生 22 27.3 36.4 40.9 27.3 45.5 22.7 22.7 0.0

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 35 31.4 28.6 31.4 25.7 51.4 37.1 8.6 5.7

社会人（未就業を含む） 587 44.0 23.9 26.9 37.5 40.7 27.3 13.6 2.9

独身期 55 29.1 40.0 32.7 18.2 52.7 25.5 9.1 3.6

家族形成期 49 46.9 36.7 20.4 14.3 49.0 4.1 16.3 0.0

家族成長前期 71 39.4 29.6 25.4 19.7 36.6 12.7 26.8 0.0

家族成長後期 55 29.1 32.7 36.4 23.6 50.9 29.1 14.5 3.6

家族成熟期 134 35.1 31.3 28.4 40.3 35.8 21.6 17.2 2.2

老齢期 488 46.7 21.7 27.9 35.5 43.4 28.9 12.7 3.1

その他 55 38.2 25.5 36.4 38.2 49.1 12.7 12.7 0.0
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（○は３つまで）

Q28で「１　おおいに感じる」または「２

ある程度感じる」に○をつけた方にお伺

いします。

それは、どのような影響ですか。

近

所

に

空

家

が

増

え

た

学

校

の

統

廃

合

が

進

ん

だ

身

近

な

店

や

病

院

が

減
っ

た

バ

ス

路

線

が

廃

止

さ

れ

た

り
、

便

数

が

減
っ

た

都

市
（

ま

ち
）

の

賑

わ

い

が

な

く

な
っ

た

耕

作

放

棄

地

が

増

え

た

そ

の

他

無

回

答

909 41.8 26.5 28.7 32.2 43.6 24.0 14.5 2.4

農林漁業(事業主・家族従業) 40 27.5 30.0 20.0 27.5 27.5 45.0 30.0 0.0

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 107 45.8 29.0 30.8 28.0 45.8 21.5 14.0 5.6

給与所得者　管理・専門技術・事務職 208 37.0 34.6 33.2 24.5 47.6 12.5 14.9 1.9

給与所得者　労務作業者 86 36.0 30.2 34.9 27.9 37.2 24.4 11.6 2.3

無職（収入あり・なし） 447 45.2 21.0 25.7 38.5 43.6 27.3 14.3 2.0

学生・その他 20 50.0 25.0 30.0 25.0 50.0 35.0 0.0 5.0

自営業（事業主・家族従業）小計 147 40.8 29.3 27.9 27.9 40.8 27.9 18.4 4.1

給与所得者小計 294 36.7 33.3 33.7 25.5 44.6 16.0 13.9 2.0

　　　10年未満 25 32.0 12.0 24.0 44.0 20.0 20.0 16.0 0.0

10年～20年未満 35 31.4 20.0 28.6 31.4 48.6 11.4 17.1 2.9

20年～30年未満 92 37.0 35.9 25.0 18.5 57.6 9.8 15.2 2.2

30年以上 751 43.4 25.8 29.6 33.3 42.1 26.5 14.4 2.5

生まれてからずっと 581 40.4 29.1 28.2 32.5 41.8 27.0 14.6 2.6

持家 795 40.6 25.2 29.3 33.5 42.1 25.7 15.3 2.8

持家以外 106 51.9 34.9 26.4 21.7 51.9 12.3 9.4 0.0

一戸建 790 41.5 25.2 29.2 34.2 42.0 26.5 14.7 2.7

一戸建以外 106 45.3 34.9 27.4 17.9 52.8 5.7 14.2 0.9

その他 5 40.0 20.0 20.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0

利用できる 659 41.9 30.0 29.1 30.2 44.6 21.4 15.3 1.2

利用できない 205 41.0 14.6 28.3 35.6 40.0 29.8 12.7 5.9

わからない 37 51.4 24.3 27.0 43.2 37.8 40.5 10.8 5.4

利用する 503 39.8 30.6 30.0 27.6 46.5 18.1 15.5 1.8

利用しない 396 44.2 20.7 27.5 37.9 39.4 31.8 13.1 3.3

住宅地域 597 43.9 25.5 26.8 29.6 46.9 16.8 15.2 2.8

商業地域 59 54.2 27.1 32.2 18.6 64.4 18.6 11.9 0.0

工業地域 18 44.4 11.1 44.4 44.4 38.9 33.3 5.6 0.0

農漁業地域 126 33.3 27.8 29.4 38.9 28.6 42.1 16.7 1.6

山間地域 97 34.0 32.0 37.1 42.3 25.8 45.4 12.4 3.1

その他 5 20.0 0.0 20.0 60.0 80.0 60.0 0.0 0.0

東部地域 324 41.0 21.0 33.6 39.5 51.5 18.2 13.6 2.5

中部地域 305 46.9 26.2 27.9 24.6 38.0 22.3 17.0 3.3

西部地域 274 37.6 32.5 24.5 31.4 39.4 32.8 13.1 1.5

静岡市 186 50.0 32.8 25.8 18.8 33.9 20.4 16.7 3.8

浜松市 167 35.3 41.9 23.4 32.3 40.1 33.5 9.6 1.2

その他の市部 497 40.2 17.7 31.2 36.4 49.7 21.7 15.5 2.4

郡部 53 50.9 34.0 35.8 35.8 26.4 28.3 15.1 1.9

東部　市部 290 39.7 20.3 33.1 39.0 54.5 17.2 13.8 2.4

東部　郡部 34 52.9 26.5 38.2 44.1 26.5 26.5 11.8 2.9

中部　市部（静岡市を除く） 106 40.6 11.3 30.2 35.8 46.2 22.6 17.9 2.8

中部　郡部 13 53.8 53.8 38.5 15.4 30.8 46.2 15.4 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 101 41.6 16.8 26.7 29.7 39.6 33.7 17.8 2.0

西部　郡部 6 33.3 33.3 16.7 33.3 16.7 0.0 33.3 0.0
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（○は３つまで）

今後、あなたの住んでいる地域（市町）

では、何を優先して都市（まち）づくり

を行うべきだと思いますか。

公

共

交

通

を

充

実

さ

せ

る

歩

行

者

や

自

転
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2,039 26.6 27.3 11.4 48.7 7.8 29.8 8.3 21.9

男性 930 27.1 25.2 14.2 45.2 11.2 29.2 11.1 23.0

女性 1,108 26.2 29.2 9.0 51.7 5.1 30.2 6.0 20.9

20代 147 35.4 21.1 9.5 49.7 10.9 33.3 5.4 23.1

30代 234 29.9 26.1 13.7 53.8 9.8 31.6 7.3 20.5

40代 308 25.6 28.9 14.9 53.2 6.5 26.3 7.1 17.5

50代 323 22.3 26.0 13.9 49.8 12.1 32.2 9.6 23.5

60代 509 24.6 25.1 9.2 49.9 7.9 31.4 9.6 24.0

70歳以上 518 27.8 31.7 9.5 41.7 4.2 26.8 8.1 21.8

60歳以上　計 1,027 26.2 28.4 9.3 45.8 6.0 29.1 8.9 22.9

20代 66 43.9 30.3 10.6 40.9 13.6 39.4 9.1 28.8

30代 108 28.7 21.3 17.6 47.2 14.8 30.6 9.3 23.1

40代 116 29.3 24.1 18.1 43.1 12.9 27.6 10.3 14.7

50代 164 23.2 24.4 15.2 47.0 13.4 31.1 9.1 25.0

60代 249 23.3 22.5 12.4 48.6 9.6 28.1 14.1 24.5

70歳以上 227 27.3 29.5 12.8 41.4 7.9 26.4 11.0 22.5

60歳以上　計 476 25.2 25.8 12.6 45.2 8.8 27.3 12.6 23.5

20代 81 28.4 13.6 8.6 56.8 8.6 28.4 2.5 18.5

30代 126 31.0 30.2 10.3 59.5 5.6 32.5 5.6 18.3

40代 192 23.4 31.8 13.0 59.4 2.6 25.5 5.2 19.3

50代 159 21.4 27.7 12.6 52.8 10.7 33.3 10.1 22.0

60代 260 25.8 27.7 6.2 51.2 6.2 34.6 5.4 23.5

70歳以上 290 28.3 33.4 6.6 41.7 1.4 27.2 5.9 21.0

60歳以上　計 550 27.1 30.7 6.4 46.2 3.6 30.7 5.6 22.2

未婚 267 32.6 22.5 15.0 47.9 8.2 31.8 7.5 23.2

既婚 1,483 25.6 27.0 11.4 49.7 8.3 29.7 9.1 22.2

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 25.6 33.2 8.3 45.5 4.7 28.2 5.1 18.8

子どもはいない 143 22.4 23.1 11.9 55.2 8.4 29.4 14.0 16.1

未就学児（小学校入学前） 109 36.7 27.5 8.3 56.0 11.0 34.9 8.3 18.3

小学生 107 23.4 20.6 12.1 51.4 10.3 26.2 2.8 19.6

中学生 67 20.9 41.8 17.9 58.2 6.0 20.9 7.5 20.9

高校生・予備校生・大学受験生 58 22.4 24.1 15.5 50.0 8.6 25.9 1.7 13.8

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 22.4 32.9 13.2 55.3 6.6 36.8 6.6 21.1

社会人（未就業を含む） 1,194 25.6 28.0 10.0 46.4 7.5 29.6 8.9 23.4

独身期 154 35.7 27.3 11.0 48.7 9.7 31.2 7.1 28.6

家族形成期 148 34.5 25.0 10.1 55.4 10.1 36.5 8.8 16.2

家族成長前期 174 22.4 28.7 14.4 54.0 8.6 24.1 4.6 20.1

家族成長後期 130 23.1 29.2 14.6 53.1 7.7 33.1 3.8 18.5

家族成熟期 265 23.4 25.3 13.6 48.7 11.3 30.2 9.4 23.0

老齢期 1,027 26.2 28.4 9.3 45.8 6.0 29.1 8.9 22.9

その他 135 25.2 20.7 17.0 53.3 8.9 28.9 11.9 17.0
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（○は３つまで）

今後、あなたの住んでいる地域（市町）

では、何を優先して都市（まち）づくり

を行うべきだと思いますか。
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2,039 26.6 27.3 11.4 48.7 7.8 29.8 8.3 21.9

農林漁業(事業主・家族従業) 75 16.0 16.0 16.0 41.3 12.0 17.3 30.7 25.3

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 25.3 25.8 10.2 41.4 11.3 34.9 6.5 29.0

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 24.8 23.8 13.9 56.2 9.5 33.1 9.5 23.8

給与所得者　労務作業者 223 31.8 23.8 16.1 45.7 9.0 26.9 7.2 15.7

無職（収入あり・なし） 999 27.3 31.0 9.0 47.3 5.7 28.4 6.8 21.2

学生・その他 49 26.5 24.5 10.2 61.2 12.2 36.7 4.1 18.4

自営業（事業主・家族従業）小計 261 22.6 23.0 11.9 41.4 11.5 29.9 13.4 28.0

給与所得者小計 718 27.0 23.8 14.6 52.9 9.3 31.2 8.8 21.3

　　　10年未満 90 34.4 25.6 11.1 37.8 6.7 36.7 11.1 17.8

10年～20年未満 74 31.1 28.4 6.8 56.8 9.5 32.4 6.8 25.7

20年～30年未満 219 29.2 20.5 10.5 48.9 8.2 32.0 7.3 24.2

30年以上 1,640 25.5 28.3 11.6 49.2 7.8 29.1 8.4 21.7

生まれてからずっと 1,260 26.0 26.2 11.6 49.3 8.0 28.4 9.0 21.3

持家 1,699 26.4 27.1 11.1 48.2 8.2 29.3 8.5 23.2

持家以外 321 26.5 28.3 12.5 53.3 5.9 32.7 7.5 15.9

一戸建 1,686 26.2 27.3 11.4 48.6 8.0 28.4 8.8 23.2

一戸建以外 318 27.4 26.1 11.0 51.9 7.2 37.1 6.6 16.7

その他 16 37.5 43.8 0.0 37.5 6.3 37.5 0.0 6.3

利用できる 1,461 26.7 26.8 11.7 51.1 8.8 31.2 8.0 24.0

利用できない 474 25.9 28.7 9.3 44.7 4.9 26.8 9.7 17.3

わからない 84 27.4 28.6 16.7 38.1 9.5 22.6 7.1 14.3

利用する 1,112 27.6 26.3 12.8 52.6 9.7 31.8 8.0 24.2

利用しない 903 25.1 28.3 9.6 44.7 5.6 27.5 8.9 19.3

住宅地域 1,427 26.6 29.8 10.6 50.5 7.0 31.7 5.6 21.0

商業地域 127 19.7 18.1 6.3 48.0 2.4 47.2 5.5 29.1

工業地域 40 37.5 30.0 5.0 55.0 17.5 37.5 10.0 25.0

農漁業地域 244 23.0 23.0 14.3 47.5 12.7 17.2 23.4 19.7

山間地域 161 32.9 18.6 20.5 39.1 10.6 18.6 10.6 28.0

その他 19 36.8 26.3 0.0 26.3 5.3 15.8 15.8 10.5

東部地域 645 29.0 24.2 12.9 43.1 9.5 38.6 5.7 28.8

中部地域 670 24.6 30.0 11.3 52.5 4.3 21.6 8.7 20.6

西部地域 708 26.0 27.7 9.9 50.8 9.7 29.7 10.3 17.1

静岡市 415 26.0 34.5 11.1 52.3 3.9 21.0 7.5 21.0

浜松市 433 26.3 30.5 11.3 51.3 9.9 34.6 10.9 15.5

その他の市部 1,069 27.0 24.0 10.6 47.6 8.4 32.4 7.3 24.6

郡部 106 23.6 19.8 19.8 39.6 9.4 19.8 11.3 26.4

東部　市部 566 29.3 24.6 12.5 43.5 9.5 41.2 4.9 29.7

東部　郡部 79 26.6 21.5 15.2 40.5 8.9 20.3 11.4 22.8

中部　市部（静岡市を除く） 237 22.8 22.8 8.9 54.0 5.1 23.6 10.5 18.1

中部　郡部 18 16.7 22.2 50.0 38.9 5.6 11.1 11.1 44.4

西部　市部（浜松市を除く） 266 25.9 24.1 7.9 50.8 9.0 21.4 9.4 19.5

西部　郡部 9 11.1 0.0 0.0 33.3 22.2 33.3 11.1 22.2
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（○は３つまで）

今後、あなたの住んでいる地域（市町）

では、何を優先して都市（まち）づくり

を行うべきだと思いますか。

自

然

環

境

を

保

全

す

る

郊

外

の

開

発

を

抑

え

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 24.7 3.8 3.8 7.3 5.9

男性 930 26.0 4.8 3.5 7.0 5.3

女性 1,108 23.6 3.0 4.1 7.5 6.5

20代 147 18.4 2.0 6.1 6.8 6.1

30代 234 23.5 4.3 9.0 3.8 4.3

40代 308 26.6 4.2 8.1 3.2 4.2

50代 323 23.8 5.0 1.9 6.2 5.6

60代 509 29.5 3.5 2.6 6.5 6.5

70歳以上 518 21.6 3.5 0.8 12.7 7.3

60歳以上　計 1,027 25.5 3.5 1.7 9.6 6.9

20代 66 19.7 1.5 7.6 1.5 3.0

30代 108 26.9 8.3 7.4 4.6 4.6

40代 116 29.3 2.6 6.9 3.4 3.4

50代 164 26.8 4.9 1.8 7.3 6.1

60代 249 29.3 4.8 2.8 6.0 5.2

70歳以上 227 21.6 5.3 0.9 12.3 6.6

60歳以上　計 476 25.6 5.0 1.9 9.0 5.9

20代 81 17.3 2.5 4.9 11.1 8.6

30代 126 20.6 0.8 10.3 3.2 4.0

40代 192 25.0 5.2 8.9 3.1 4.7

50代 159 20.8 5.0 1.9 5.0 5.0

60代 260 29.6 2.3 2.3 6.9 7.7

70歳以上 290 21.7 2.1 0.7 13.1 7.9

60歳以上　計 550 25.5 2.2 1.5 10.2 7.8

未婚 267 19.5 3.7 3.4 8.6 4.5

既婚 1,483 25.4 3.6 4.2 6.7 5.9

結婚後に離別（離婚・死別などによる） 277 26.0 4.7 2.2 9.0 7.9

子どもはいない 143 34.3 3.5 4.9 4.2 4.9

未就学児（小学校入学前） 109 22.0 5.5 10.1 0.9 2.8

小学生 107 18.7 3.7 13.1 4.7 9.3

中学生 67 20.9 3.0 9.0 0.0 4.5

高校生・予備校生・大学受験生 58 32.8 6.9 8.6 3.4 8.6

短大・高専・大学・大学院・専門学校生 76 25.0 2.6 3.9 2.6 2.6

社会人（未就業を含む） 1,194 25.3 3.5 1.9 9.0 6.7

独身期 154 16.9 1.9 2.6 8.4 4.5

家族形成期 148 24.3 4.7 9.5 2.0 3.4

家族成長前期 174 19.5 3.4 11.5 2.9 7.5

家族成長後期 130 28.5 4.6 6.2 2.3 4.6

家族成熟期 265 24.9 4.9 3.0 6.4 5.7

老齢期 1,027 25.5 3.5 1.7 9.6 6.9

その他 135 30.4 4.4 5.2 5.9 3.0
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（○は３つまで）

今後、あなたの住んでいる地域（市町）

では、何を優先して都市（まち）づくり

を行うべきだと思いますか。

自

然

環

境

を

保

全

す

る

郊

外

の

開

発

を

抑

え

る

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

2,039 24.7 3.8 3.8 7.3 5.9

農林漁業(事業主・家族従業) 75 21.3 2.7 1.3 6.7 10.7

商工サービス・自由業(事業主・家族従業) 186 23.7 6.5 4.8 7.0 4.3

給与所得者　管理・専門技術・事務職 495 26.7 4.0 5.9 3.0 3.6

給与所得者　労務作業者 223 26.5 5.4 2.7 8.1 6.3

無職（収入あり・なし） 999 23.8 3.0 3.2 9.1 6.9

学生・その他 49 20.4 2.0 2.0 8.2 6.1

自営業（事業主・家族従業）小計 261 23.0 5.4 3.8 6.9 6.1

給与所得者小計 718 26.6 4.5 4.9 4.6 4.5

　　　10年未満 90 21.1 7.8 4.4 5.6 6.7

10年～20年未満 74 16.2 4.1 8.1 1.4 5.4

20年～30年未満 219 22.8 1.8 7.3 5.9 6.8

30年以上 1,640 25.6 3.9 3.2 7.7 5.8

生まれてからずっと 1,260 25.6 3.5 2.9 7.9 6.2

持家 1,699 25.0 3.8 3.9 7.2 6.3

持家以外 321 24.0 4.4 3.7 7.2 3.7

一戸建 1,686 25.4 3.9 3.4 7.4 6.0

一戸建以外 318 21.4 4.1 6.6 6.3 5.0

その他 16 31.3 0.0 0.0 12.5 6.3

利用できる 1,461 25.6 3.7 4.7 5.6 5.2

利用できない 474 24.9 4.2 1.7 9.3 7.8

わからない 84 10.7 4.8 1.2 23.8 4.8

利用する 1,112 24.3 3.9 5.9 3.8 4.9

利用しない 903 25.5 3.9 1.3 11.4 6.8

住宅地域 1,427 24.7 4.0 4.2 7.1 5.7

商業地域 127 24.4 5.5 0.8 6.3 8.7

工業地域 40 20.0 5.0 2.5 2.5 2.5

農漁業地域 244 28.3 3.3 2.0 7.8 5.3

山間地域 161 24.2 1.9 6.2 8.1 7.5

その他 19 5.3 5.3 5.3 15.8 5.3

東部地域 645 21.2 3.3 4.7 6.7 5.9

中部地域 670 28.1 4.0 4.3 7.9 5.2

西部地域 708 24.9 4.2 2.7 6.9 6.6

静岡市 415 28.0 4.6 3.9 9.2 4.8

浜松市 433 24.0 5.3 2.5 5.8 4.4

その他の市部 1,069 23.9 3.2 4.3 6.5 6.9

郡部 106 24.5 1.9 4.7 12.3 6.6

東部　市部 566 21.2 3.4 5.1 5.7 5.8

東部　郡部 79 21.5 2.5 1.3 13.9 6.3

中部　市部（静岡市を除く） 237 27.8 3.4 4.2 5.9 6.3

中部　郡部 18 33.3 0.0 16.7 5.6 0.0

西部　市部（浜松市を除く） 266 25.9 2.6 2.6 8.6 9.8

西部　郡部 9 33.3 0.0 11.1 11.1 22.2
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＊＊ 平成 2５年度 静岡県政世論調査 ＊＊ 

あなたご自身やご家族のこと について 
これからお答えいただくことを年代や職業別など多角的に分析するため、必要となります。 

 

Ｆ１ あなたの性別を教えてください。（○は１つ） 

45.6 男性 54.3 女性     0.0 無回答 

Ｆ２ あなたの年齢は、おいくつですか。（○は１つ） 

7.2 20～29歳 11.5 30～39歳 15.1 40～49歳 

15.8 50～59歳 25.0 60～69歳 25.4 70歳以上  0.0 無回答 

Ｆ３ あなたは結婚していらっしゃいますか。（○は１つ） 

13.1 未婚 72.7 既婚 13.6 結婚後に離別（離婚・死別などによる） 0.6 無回答 

Ｆ４ あなたにはお子さんがいらっしゃいますか。いらっしゃる方は、一番年長のお子さんの年頃

を教えてください。（○は１つ）(n=1,762) 

8.1 子どもはいない 6.2 未就学児（小学校入学前） 

6.1 小学生 3.8 中学生 

3.3 高校生・予備校生・大学受験生  

4.3 短大・高専・大学・大学院・専門学校などの学生 

67.8 社会人（未就業を含む） 0.5 無回答 

Ｆ５ あなたのお仕事は次のうちどれに当たりますか。（○は１つ） 

   ご自身で判断できない場合は、差し支えがなければ、具体的に下記にご記入ください。 

   具体的に記述:  

1.9 自営(事業主)  農林漁業(第１次産業) 5.4 自営(事業主)  商工サービス・自由業 

（第２・３次産業） 

1.8 自営(家族従業) 農林漁業(第１次産業) 

 

3.7 自営(家族従業) 商工サービス・自由業 

（第２・３次産業） 

4.5 給与所得者 管理職 9.4 給与所得者 専門技術職 

10.3 給与所得者 事務職 10.9 給与所得者 労務作業者 

1.1 学生 34.0 無職(パート・内職や年金など収入あり) 

15.0 無職(収入なし) 

 0.6 無回答 

1.3 その他   具体的に記述:  

※「自由業」とは、開業医、弁護士、芸術家など高度かつ専門的な知識・才能に基づく独立自営業です。 

選択肢前の数字は回答比率(%) 基数(n=2,039) 基数が異なる場合は(n=)で表記 
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Ｆ６ あなたは静岡県にお住まいになって通算何年になりますか。 

生まれてからずっと住んでいる方は「８ 生まれてからずっと」を選んでください。 

（○は１つ） 

0.1 １年未満 0.8 ３年未満 0.8 ５年未満 

2.6 10年未満 3.6 20年未満 6.3 30年未満 

23.1 30年以上 61.8生まれてからずっと 0.8 無回答 

Ｆ７ お宅のお住まいは持家ですか、借家ですか。（○は１つ） 

79.5 持家（一戸建） 3.9 持家（共同住宅） 

3.1 借家（一戸建） 10.7 借家（共同住宅） 

0.1 勤め先の住宅（一戸建） 1.0 勤め先の住宅（共同住宅） 

0.8その他（具体的に記述:      ） 0.9 無回答 

Ｆ８ あなたのお宅では、インターネットを利用できますか。（○は１つ） 

※「インターネット」とは、パソコンでの利用のほか、携帯電話、ゲーム機器などからのホームページ閲覧やメ
ールの送受信なども含めて考えてください。（Ｆ９も同様です。） 

71.7 利用できる 23.2 利用できない 4.1 わからない  1.0 無回答 

Ｆ９ あなた自身はインターネットを利用していますか。（自宅以外を含む）（○は１つ） 

54.5 利用する 44.3 利用しない    1.2 無回答 

Ｆ10 あなたのお住まいの周囲の環境は、次のどれにあたりますか。（○は１つ） 

70.0 住宅地域 6.2 商業地域 

2.0 工業地域 12.0 農漁業地域 

7.9 山間地域 0.9 その他（具体的に記述:     ） 1.0 無回答 

Ｆ11 あなたのお住まいの市町を教えてください。（○は１つ） 

20.4 静岡市  21.2 浜松市    6.8 沼津市  0.6 熱海市 2.6 三島市 

3.7 富士宮市   1.1 伊東市    2.2 島田市  6.4 富士市 4.6 磐田市 

3.9 焼津市   2.6 掛川市    4.3 藤枝市  2.4 御殿場市 2.7 袋井市 

0.5 下田市   1.6 裾野市    1.3 湖西市  1.2 伊豆市 0.5 御前崎市 

1.3 菊川市   0.8 伊豆の国市 1.2 牧之原市  0.2 東伊豆町 0.2 河津町 

0.2 南伊豆町   0.2 松崎町    0.2 西伊豆町 0.8 函南町 0.5 清水町 

0.9 長泉町  0 .6 小山町    0.6 吉田町  0.3 川根本町 0.4 森町 0.8 無回答 



 

 

ここからが調査項目となります。設問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 

暮らし向き について 

Ｑ１ お宅の暮らし向きは、去年の今頃とくらべて楽になっていますか、苦しくなっていますか、同

じようなものですか。（○は１つ） 

2.5 楽になっている 51.1 同じようなもの 

42.3 苦しくなっている 3.3 わからない 

 

   Ｑ１で「３ 苦しくなっている」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ  お宅の暮らし向きが「苦しくなっている」とお感じの理由はなんですか。 

（○は３つまで）(n=862) 

57.1 給料や収益が増えない、又は減ったから 

18.0 失業、退職、休職などで収入が減ったから 

39.2 預貯金が増えない、又は減ったから 

13.6 家族の病気、介護などで出費が増えた、又は減らないから 

5.5 結婚、出産、手術などで、一時的に大きな出費があったから 

15.9 教育費や学生の子どもへの仕送りなどが増えたから 

8.9 家や自動車、電化製品などを購入した、又は購入できないから 

38.1 税金や保険料の支払いが減らない、又は増えたから 

24.8 毎日の生活費が増えたから（食費、光熱水費など） 

3.5 その他（具体的に記述:                     ） 

0.7 特に理由はない、わからない   0.3 無回答 

 

→（Ｑ２へ） →（Ｑ２へ） 

→（Ｑ２へ） 
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日常生活の悩みや不安 について 

Ｑ２ あなたは、日常生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも特に悩みや不安は感じ

ていませんか。（○は１つ） 

76.3 悩みや不安を感じている 18.1 悩みや不安を感じていない 

5.0 わからない 0.6 無回答 

 

   Ｑ２で「１ 悩みや不安を感じている」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ  悩みや不安を感じていることは、どのようなことですか。（○はいくつでも）(n=1,556) 

58.2 自分や家族の健康 

36.8 自分や家族の生活（進学、就職、結婚、子育てなど）上の問題 

47.6 今後の生活費の見通し 

55.9 老後の生活設計 

20.2 自分の仕事上の問題 

45.5 東海地震などの災害 

5.2 環境変化（居住環境・生活環境） 

7.3 犯罪や、交通事故に遭うのではないかという不安 

18.6 東日本大震災に伴い新たに発生した不安(電力不足や原発問題など) 

2.9 その他（具体的に記述:          ）   0.4 無回答 

   

         

→（Ｑ３へ） 

→（Ｑ３へ） 



 

 

 

静岡県の住みよさ について 

Ｑ３ あなたは、静岡県は住みよいところだと思いますか。（○は１つ） 

60.8 思う 30.2 どちらかといえばそう思う 

2.6 どちらかといえばそう思わない →（Ｑ４へ） 1.2 思わない →（Ｑ４へ） 

4.8 わからない →（Ｑ４へ） 0.5 無回答 

 

   Ｑ３で「１ 思う」または「２ どちらかといえばそう思う」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ  あなたが、静岡県は住みよいところだと思う理由はなんですか。（○は３つまで）

(n=1,854) 

83.9 気候が温暖で、自然が豊かだから 

22.4 県民の人柄がよく、人付き合いをしやすいから 

8.0 温泉や運動などの施設が多く、レジャー、スポーツなどに親しみやすいから 

2.6 公園や歩道などの住環境が整っているから 

7.0 医療や福祉の質が高いから 

19.0 農林水産物が豊富で、豊かな食生活を送れるから 

2.6 産業が発達し、十分な雇用機会があるなど、雇用環境がよいから 

10.6 交通網が発達しているから 

1.1 質の高い文化にふれる機会が多く、文化活動も盛んであるから 

0.5 教育や学習の機会や場が充実しているから 

4.7 防災や治安の面で安心だから 

12.7 首都圏、中京圏などの都市圏へ近いから 

50.5 生まれ育ったところだから 

0.6 その他（具体的に記述:                    ） 

1.6 特に理由はない、なんとなく    4.2 無回答 
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県政への関心度 について 

Ｑ４ あなたは、県の政治や行政にどの程度関心がありますか。（○は１つ） 

12.5 非常に関心がある 49.7 まあまあ関心がある 

28.7 あまり関心がない 3.4 まったく関心がない 

5.2 わからない →（Ｑ５へ） 0.5 無回答 

 

   Ｑ４で「１ 非常に関心がある」または「２ まあまあ関心がある」に○をつけた方に  

 お伺いします。 

SQ１ 県政に関心がある理由はなんですか。（○は１つ）(n=1,268) 

20.9 静岡県に愛着があるから 

49.4 自分の生活に関係があるから 

14.8 国や市町行政も含め政治や行政に関心があるから 

2.1 県に行ってほしいことがあるから 

1.9 県が現在行っていることに不満があるから 

8.4 新聞やテレビなどで県政についてよく見聞きするから 

0.9 その他（具体的に記述:             ）   1.6 無回答 

 

   Ｑ４で「３ あまり関心がない」または「４ まったく関心がない」に○をつけた方に  

 お伺いします。 

SQ２ 県政に関心がない理由はなんですか。（○は１つ）(n=655) 

3.1 静岡県に愛着がないから 

35.3 県政はわかりにくいから 

14.4 国や市町行政も含め政治や行政には関心がないから 

16.5 自分の生活にあまり関係がないから 

7.2 忙しいから 

7.3 県の仕事を信頼しているから 

13.4 自分の意見を出しても反映されないから 

1.4 その他（具体的に記述:           ）     1.5 無回答 



 

 

 

県への意見や要望 について 

Ｑ５ あなたは、この１年間に行政機関の仕事について、意見や要望を持ったり、不満を感じたこと

がありますか。（○は１つ） 

42.0 ある 56.3 ない         1.8 無回答 

 

   Ｑ５で「１ ある」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ１ それは、どの行政機関が担当する仕事ですか。（○はいくつでも）(n=856) 

33.1 県 48.6 市・町 →（Ｑ６へ） 

39.7 国 →（Ｑ６へ） 5.6 わからない →（Ｑ６へ）  0.1 無回答 

 

   SQ１で「１ 県」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ２ それでは、そのことを県に伝えましたか。（○は１つ）(n=283) 

14.5 伝えた 84.8 伝えなかた   0.7 無回答 

 

   SQ２で「１ 伝えた」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ３ どのような手段で伝えましたか。（○はいくつでも）(n=41) 

12.2 県庁や県の出先機関の窓口に出向いたり、職員の訪問を受けて直接職員に伝えた 

17.1 電話をかけて伝えた 

12.2 手紙、電子メール、ファクシミリで伝えた 

0.0 県民のこえ意見箱（注１）を利用して伝えた 

4.9 県ホームページから投稿して伝えた 

4.9 パブリックコメント制度（注２）への意見提出を通じて 

9.8 県が実施した県政に関するアンケート調査などへの回答を通じて 

22.0 県議会議員を通じて 

14.6 イベントや会議などへの参加を通じて 

9.8 民間が実施した調査や署名活動などを通じて 

14.6 町内会・自治会、地元の有力者などを通じて 

17.1 市役所・町役場、国の機関などを通じて 

7.3 新聞やテレビなどへの投書を通じて 

2.4 その他（具体的に記述:           ）   0.0 無回答 

（注１）「県民のこえ意見箱」には意見を記載するための用紙と県宛の料金受取人払封筒を用意。県庁・出
先機関・市町庁舎など県下 104箇所に設置。 

（注２） 行政が政策の立案などを行おうとする際に、その案を公表し広く意見や情報を提出する機会を設けるこ
と。県では、主要な計画や条例などを定める場合などに実施。 

→（Ｑ６へ） 

次ページの SQ４に 

お答えください。 
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   SQ２で「２ 伝えなかった」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ４ 意見や要望及び不満があっても、県に伝えなかった主な理由はなんですか。 

あなたのお考えに一番近いものを選んでください。（○は１つ）(n=240) 

4.2 伝えるほどの内容ではないと思ったから 

53.3 伝えても無駄だと思ったから  

10.8 伝える方法を知らなかったから 

3.3 同じ考えを持つ人が伝えてくれる（伝えてくれた）と思ったから 

10.8 新聞やテレビなどで取り上げられて、話題になっているから 

1.7 役所に意見を言いにくいイメージ（堅苦しい、怖いなど）があるから 

2.1 忙しかったから 

4.2 めんどうだったから 

7.1 なんとなく、特に理由はない 

1.7 その他（具体的に記述:      ）  0.8 無回答 

 

   SQ４で「２ 伝えても無駄だと思ったから」に○をつけた方にお伺いします。 

SQ５ どうしてそのように思ったのですか。あなたのお考えに一番近いものを選んでください。 

（○は１つ）(n=128) 

10.2 県の方針（知事の考え）と異なる内容だから 

28.9 すでに決定や制度化された内容でこれを変えるのは難しいと思ったから 

8.6 膨大なお金（税金）がかかったり、県だけでは対応できないなど実現が難しいと

思ったから 

20.3 少数意見で取り上げてもらえないと思ったから 

5.5 過去に伝えたことがあるが対応してもらえなかったから 

21.1 県（職員）の対応や姿勢に問題があると思ったから（やる気がない、聞く耳を

持たないなど） 

5.5 その他（具体的に記述:           ）  0.0 無回答 

→（Ｑ６へ） 

→（Ｑ６へ） 



 

 

 

広報媒体の浸透度 について 

Ｑ６ あなたは、次にあげる県の広報を読んだり、見たり聞いたりしたことがありますか。それ

ぞれについて、１つだけ選んでください。 

【県民だより（毎月１回発行）】（○は１つ） 

20.4 よく読んでいる 45.8 時々読んでいる 

22.4 知っているが、ほとんど読んでいない 10.4 知らない    1.0 無回答 

【静岡県議会だより（年４回発行）】（○は１つ） 

8.8 よく読んでいる 35.9 時々読んでいる 

34.6 知っているが、ほとんど読んでいない 19.5知らない    1.2 無回答 

【テレビ広報番組・テレビコマーシャル】（○は１つ） 

・ テレビ広報番組 
「ふじのくにナビプラス(テレビ静岡)」「ふじのくにケンミンｉ(だいいちテレビ)」 

・ テレビコマーシャル 
「交通安全広報 ピカッと作戦！」、「消費者被害未然防止キャンペーン No！力アップ」など 

4.8 よく見ている 22.1 時々見ている 

24.0 見たことがある 8.4 知っているが、見たことはない 

39.4 知らない 1.3 無回答 

【ラジオ広報番組】（○は１つ） 

こんにちは県庁です（ＳＢＳラジオ）、しずおかデイリーメッセージ（Ｋ－ＭＩＸ）など 

3.4 よく聴いている 11.0 時々聴いている 

12.9 聴いたことがある 10.3 知っているが、聴いたことはない 

61.1 知らない 1.2 無回答 

【県のホームページ（http://www.pref.shizuoka.jp）】（○は１つ） 

1.4 よく見ている 7.2 時々見ている 

15.4 見たことがある 28.9 知っているが、見たことはない 

45.7 知らない 1.4 無回答 

http://www.pref.shizuoka.jp/
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日常の課題や生活における意識 について 
 

＜有徳の人づくり について＞ 
Ｑ７ あなたは、日常生活の中で、思いやりをもって行動できる「有徳の人」が増えていると思います

か。（○は１つ） 

※「有徳の人」とは、地域に愛着を持ち、人のため、世の中のために行動できる、心と体の調和のとれた人
をいいます。 

0.7 おおいに増えている 12.4 ある程度増えている 27.6 変わらない 

12.3 やや減っている 16.1 かなり減っている 30.1 わからない 0.7 無回答 

 

＜文・武・芸への取り組み について＞ 
Ｑ８ あなたは、文（学問・学習活動）、武（スポーツ活動）、芸（文化・芸術活動）のいずれかの分

野で、自己を磨く努力をしていますか。（○は１つ） 

5.9 おおいにしている 28.6 ある程度している 12.5 どちらともいえない 

23.2 あまりしていない 25.2 まったくしていない 3.7 わからない 0.9 無回答 

 

＜子どもをはぐくむ活動 について＞ 
Ｑ９ あなたは、この１年でどのくらい、次にあげるような「子どもをはぐくむ活動」に参加しま

したか。（○は１つ） 

「子どもをはぐくむ活動」の例 

・ＰＴＡや健全育成会の役員会活動、父親の会、子ども会、ボーイスカウトなどの実践活動 

・スポーツ少年団などのスポーツ指導 

・読み聞かせ、音楽や絵画、工作、手芸などの文化指導 

・学校部活動、総合的な学習などの指導       ・交通安全、防災・防犯などの指導 

・自然体験、社会体験、国際交流などの指導     ・子育てサークルなどの指導 

4.0 月に３回以上 5.1 月に１～２回 7.1 年に４回くらい 

8.0 年に１回くらい 66.7 まったくない 7.7 わからない 1.5 無回答 

 

＜青少年の規範意識 について＞ 
Ｑ10 あなたは、自分が日常接する青少年（自分の子どもは除く。概ね 25歳未満の方）の規範意識

(社会のルールを守ろうとする意識)について、どう思いますか。（○は１つ） 

0.6 おおいに向上している 9.6 ある程度向上してい

る 

24.3 変わらない 

21.1 やや低下している 20.2 かなり低下している 23.1 わからない 1.1 無回

答 

 



 

 

＜富士山への関心 について＞ 
Ｑ11 あなたは、日常生活の中で富士山について、想ったり、考えたりすることはありますか。 

（○は１つ） 

「想ったり、考えたり」の例 

・○○から見る富士山は美しい   ・富士山を見ると静岡県に帰ってきたと感じる 

・他県の人に富士山の話をされるとうれしいと感じる 

32.3 おおいにある 47.3 ある程度ある 5.5 どちらともいえない 

8.6 あまりない 3.5 まったくない 1.9 わからない 0.8 無回答 

 

＜多文化共生社会の形成 について＞ 

Ｑ12 「多文化共生」という言葉や意味について、あなたはどの程度ご存知ですか。（○は１つ） 

5.4 言葉も意味もよく知っている 25.0 言葉は知っており、 

意味も少しは知っている 

28.3 言葉のみ聞いたことがある 40.1 言葉も意味も知らない   1.2 無回答 

 

＜若者の賑わい について＞ 

Ｑ13 県内のまちのなかで、学生をはじめとした若者の学びや交流・社会活動などによる賑わいが増

えていると思いますか。                      （○は１つ） 

0.9 おおいに思う 14.9 ある程度思う 22.5 どちらともいえない 

23.8 あまり思わない 7.4 まったく思わない 29.9 わからない 0.7 無回答 

 

＜食品の安全性 について＞ 

Ｑ14 あなたは、県内で購入する食品の安全性について、どの程度信頼できると思いますか。 

（○は１つ） 

※「食品の安全性」とは、農産物など輸入食品の安全性や、遺伝子組換食品・食品添加物・農薬などの安全
性、食品表示自体の信頼性などをいいます。 

6.4 おおいに信頼できる 59.0 ある程度信頼できる 19.0 どちらともいえない 

9.1 あまり信頼できない 1.1 まったく信頼できない 4.7 わからない  0.6 無回答 

 

＜地域の景観 について＞ 
Ｑ15 あなたは、自分が住んでいる地域の景観を誇りに思いますか。      （○は１つ） 

「地域の景観」の例 

・富士山などの地域の特色ある山並みや海・川・湖などの自然景観 

・茶畑やみかん畑、わさび田や水田などの農村景観 

・街並みや地域の特徴ある建物、水辺や緑地空間などの都市景観 

22.7 おおいに思う 50.4 ある程度思う 13.9 どちらともいえない 

7.8 あまり思わない 2.0 まったく思わない 2.7 わからない   0.5 無回答 
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＜花や緑の量  について＞ 

Ｑ16 あなたの身近にある公園や歩道などの公共的な施設の花や緑の量は十分だと思いますか。 

（○は１つ） 

9.7 十分だと思う 38.3 まあ十分だと思う 18.2 どちらともいえない 

19.5 やや不足していると思う 8.7 非常に不足していると思う 4.4 わからない  

1.2 無回答 

 

＜環境保全活動の実践 について＞ 
Ｑ17 あなたは、環境を守るための行動として、節電、節水、リサイクルなどの行動または、清掃

美化、緑化、自然保護などの活動を実践していますか。      （○は１つ）   

10.3 おおいに実践している 61.7 ある程度実践している 10.1 どちらともいえない 

10.2 あまり実践していない 4.0 まったく実践していない 2.5 わからない  

1.2 無回答 

 

＜地域活動への参加 について＞ 
Ｑ18 あなたは地域のどのような行事や活動に参加していますか。（○はいくつでも） 

38.8 清掃活動、自然保護などの環境保全活動 

34.3 お祭りなどの文化、地域おこしに関する活動 

20.4 運動会など地域で行うスポーツに関する行事 

27.3 町内会などの会議・話し合い 

33.9 避難訓練などの自主防災会や消防団の活動 

14.1 新年会・忘年会などの懇親会 

7.8 子ども会に関係した行事 

4.4 町内会などの旅行 

7.7 地域の公民館の講座などの自己啓発活動 

4.0 街頭指導などの交通安全活動 

4.2 あいさつ運動などの青少年健全育成活動 

8.0 老人会に関係した行事 

2.0 夜間パトロールなどの防犯活動 

4.0 ひとり暮らし高齢者への声かけなど身近な福祉活動 

1.3 その他（具体的に記述:                           ） 

26.9 参加している行事はない    1.7 無回答 

 

 

 

 

 



 

 

＜ユニバーサルデザイン について＞ 

Ｑ19 あなたの身の回りでは、多くの人が利用する施設（市民ホール、図書館、公園、病院、ショッ

ピングセンター、駅ビル、鉄道駅など）における、多機能トイレ、エレベーター、エスカレーター、

スロープ、まちや建物内でのわかりやすい案内表示の整備など、10 年前と比べて誰もが暮らしやすい

まちづくりが、進んでいると思いますか。  （○は１つ） 

20.5 そう思う 48.7 どちらかといえばそう思う 

6.8 どちらかといえばそう思わない 5.9 思わない 

7.4 どちらともいえない 9.9 わからない  0.8 無回答 

 

＜人権尊重の意識 について＞ 
Ｑ20 あなたは、今の静岡県が「人権尊重の意識が生活の中に定着した住みよい県」になっている

と感じますか。あなたのお考えに一番近いものを選んでください。（○は１つ） 

※「人権尊重の意識」･･･人権は、私たち一人ひとりの生命や自由・平等を保障し、日常生活を支えている大
切な権利で、日本国憲法にも保障されています。この権利を尊重し、私たち一人ひとりが自分や他者を大切に
しようとする意識のことをいいます。 

7.2 そう思う 34.8 どちらかといえばそう思う 

45.8 いちがいにいえない 5.8 どちらかといえばそう思わない 

5.0 そう思わない 1.4 無回答 

 

＜子どもを生み、育てやすさ について＞ 
Ｑ21 あなたがお住まいのまちは、子どもを生み育てやすいところだと思いますか。（○は１つ） 

5.9 おおいに思う 51.3 ある程度思う 18.5 どちらともいえない 

9.5 あまり思わない 2.7 まったく思わない 11.1 わからない 1.0 無回答 

 

＜都市機能 について＞ 
Ｑ22 あなたがお住まいのまちや最寄りの都市では、商業、金融、情報、医療、交通、娯楽などあな

たが必要だと思う機能が充実していると思いますか。（○は１つ） 

5.7 おおいに充実している 46.1 ある程度充実してい

る 

15.0 どちらともいえない 

18.9 やや不足している 10.3 かなり不足している 3.2 わからない 0.8 無回答 
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課 題 調 査 項 目 
 

＜観光客の受け入れに関する意識 について＞ 
Ｑ23 地域ならではの資源を活用し、観光客にモノだけでなく、まち全体の良さを味わってもらう「観

光まちづくり」の取組は、地域経済の活性化の手段として、各地域でも重要な施策として位置づけて

います。 

あなたがお住まいの地域においては、「観光まちづくり」の取組が行われていると思いますか。 

※「観光まちづくり」とは、行政や観光協会だけでなく、ＮＰＯなどの市民団体や地域住民が参加し、

連携することで「わがまち」に観光客を受け入れようとする活動（取組）をいいます。                        

（○は１つ） 

2.5 取組は行われており、自分も取組に参加している 

40.9 取組が行われていることは知っているが、自分は参加していない 

27.3 取組が行われているとは思わない 

0.6 その他（具体的に記述：                            ） 

28.0 わからない   0.8 無回答 

 

Ｑ24 観光客にその地域の魅力を伝えるためには、地域の人々がその地に住むことに誇りを持ち、観

光客などその地を訪れる方々と交流しふれあうことが重要であります。 

   あなたは、他の地域からの訪れる方々とふれあうことについて、どう思いますか。 

（○は１つ） 

2.2 ガイド、体験・学習機会を通じ積極的にふれあいや交流を楽しみたい 

29.8 可能な範囲でふれあいや交流に参加したい 

46.5 道を聞かれたら答える程度のふれあいや交流でよい 

2.9 できれば関わりを避けたい 

1.2 その他（具体的に記述：                         ） 

16.8わからない    0.7 無回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜「森林（もり）づくり県民税」と荒廃森林に関する意識 について＞ 
Ｑ25 森林には「山崩れの防止」や「水を蓄える」などの様々な働きがありますが、手入れが行き届

かない森林では、これらの働きが低下して、私たちの生活に影響がでることが心配されます。これら

の働きを回復するために、平成 18年 4月から「森林（もり）づくり県民税」を負担していただき、荒

廃した森林を再生する「森の力再生事業」を進めています。 

あなたは、「森林（もり）づくり県民税」を知っていますか。（○は１つ） 

1.3 上記の内容以上に知っている 

11.9 上記の内容は知っている 

 

17.0 名称は聞いたことがある 

69.1 知らない →＜Ｑ26へ＞   0.7 無回答 
 

Ｑ25で「１ 上記の内容以上に知っている」、「２ 上記の内容は知っている」または 「３ 名称は聞

いたことがある」に○をつけた方に お伺いします。 

SQ あなたは、「森林（もり）づくり県民税」を、どのような方法で知りましたか。 

（○はいくつでも）(n=616) 

5.4 県のホームページ 

50.0 県民だより 

25.5 市町の広報誌 

26.1 テレビ、ラジオ 

27.9 新聞 

8.6 「税関係」や「森づくり関係」の活動やイベント 

3.6 ポスター 

2.9 リーフレット 

4.4 その他（具体的に記述：           ）   1.8 無回答 

【森林（もり）づくり県民税】 
        税額 個人：年額 400円 法人：年額 1,000円～40,000円 
          期間 平成 18年度から 10年間 
   
【森の力再生事業】 
    概要 森林所有者による整備が困難な荒廃した森林 12,300haを整備 
    期間 平成 18年度から 10年間 
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Ｑ26「森の力再生事業」では、10 年間で 12,300 ヘクタールの最も緊急性の高い荒廃した森林を再生す

る計画で、事業は順調に進んでいます。しかし、本県の 40万ヘクタールの森林（民有林）では、これ以

外にもまだ荒廃した森林の存在や、富士山の景観を損なう手入れ不足の森林の存在など、新たな課題が

生まれています。 

  これらへの対応について、あなたの考えに最も近いものはなんですか。（○は１つ） 

54.3 荒廃森林の整備や新たな課題に対して、積極的に対応していく 

2.6 荒廃森林の整備や新たな課題に対して、対応する必要はない 

40.9 わからない     2.2 無回答 

 

Ｑ27「森の力再生事業」を始めたことで、荒廃森林の再生はもとより、山村での雇用の創造、異業種や

ＮＰＯなどの林業への参入、木材の生産と利用など、長く停滞していた本県の林業活動に好影響を与え

ています。 

このため、荒廃森林の整備に限定せず、林業の活性化や木材利用、森林とのふれあいなどのために「森

林（もり）づくり県民税」を活用すべきとの意見があります。 

「森林（もり）づくり県民税」の使途について、あなたはどのように考えますか。 

（○はいくつでも） 

33.8 林業の活性化のために使用してもよい 

17.4 木材の利用のために使用してもよい 

21.2 森林とのふれあいのために使用してもよい 

17.6 森林・林業関係なら何にでも使用してもよい 

22.7 現行どおり荒廃した森林の再生のみの使用に限定すべき 

23.7 わからない    1.6 無回答 

 

 

 

 



 

 

 

＜豊かで活力あるまちづくりに関する意識 について＞ 

静岡県では、人口減少社会に対応するために、限られた人や財源でも持続可能な都市（まち）
づくりを目指しており、今後の都市（まち）づくりについて、ご意見を伺うも   のです。 

Ｑ28 静岡県の人口は 2004 年から減少に転じ、2010 年から 2020 年までの 10 年間で約 16 万人（平均

約４％）、2010年から 2040年までの 30年間で約 73万人（平均約 19％）減少すると予測されています。 

   あなたの住んでいる地域（市町）では、現在人口減少の影響が出ていると感じますか。 

（○は１つ） 

12.6 おおいに感じる 

32.0 ある程度感じる   

18.7 どちらともいえない →＜Ｑ29へ＞ 

28.7 あまり感じない →＜Ｑ29へ＞ 

6.0 全く感じない →＜Ｑ29へ＞   2.0 無回答 

 

Q28で「１ おおいに感じる」または「２ ある程度感じる」に○をつけた方に  

 お伺いします。 

SQ それは、どのような影響ですか。          （○は３つまで）(n=909) 

 41.8 近所に空家が増えた 

 26.5 学校の統廃合が進んだ 

 28.7 身近な店や病院が減った 

 32.2 バス路線が廃止されたり、便数が減った 

 43.6 都市（まち）の賑わいがなくなった 

 24.0 耕作放棄地が増えた 

 14.5 その他（具体的に記述：        ）  2.4 無回答 
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Ｑ29 今後、あなたの住んでいる地域（市町）では、何を優先して都市（まち）づくりを行うべきだと

思いますか。                        （○は３つまで） 

 26.6 公共交通を充実させる 

 27.3 歩行者や自転車のための環境を整える 

 11.4 道路ネットワークの整備を図る 

 48.7 災害に強い都市（まち）をつくる 

  7.8 産業基盤（工業団地など）の整備を行う 

 29.8 中心市街地の活性化を図る 

  8.3 農林漁業との調和を図る 

 21.9 地域の魅力（景観、歴史資源等）を活かしたまちをつくる 

 24.7 自然環境を保全する 

  3.8 郊外の開発を抑える 

  3.8 その他（具体的に記述：                                                            ） 

7.3 わからない      5.9 無回答 

 
 
＊＊＊ 長時間、ご協力ありがとうございました。＊＊＊ 
 
記入漏れなどないか、今一度ご確認いただき同封した返信用封筒に入れ投函ください。 
ご回答いただいた調査票について、後で確かめたいことが出た場合のため、差し支えなければ、 
お名前・電話番号をお聞かせください。 
 

お名前  （                        ） 

電話番号 （      ）－（      ）－（      ） 

※ お電話は下記の調査委託会社より行います。 

調査委託会社 株式会社 SBS プロモーション  電話 ０５４－２５４－１５５１ 

 
この調査にご協力いただいた方に、調査結果の概要をお送りします。ご希望の方は、下の枠内に 住所と
お名前をご記入ください。なお、調査結果の概要をご希望されない場合は、ご記入は不要です。 
※ご記入いただきました個人情報は、調査結果の概要の発送の目的以外には使用しません。 

お 名

前 

 
 ご住所 

（〒   －    ） 

調査結果の概要の発送は、平成 25 年 11 月頃になります。 
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