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２ 日常生活 

 

２ 日常生活 
 （問６～問20） 

 

○ 問６について 
 （１）と（２）は平成13年の「県民意識調査」に
おける調査項目を県政世論調査で継続実施している
ものです。県政世論調査では、平成14年度から毎年
度実施しており、今回が18回目となります。 
 （１）－１は、平成21年度から実施しており、今
回が11回目となります。（３）と（４）は、平成22
年度から実施しており、今回が10回目となります。 
＊県民意識調査 

「彩の国５か年計画２１」の策定に当たり、平成13年に 

 埼玉県が実施した県民意識調査 

○ 問７について 
 問７は平成14年度から毎年実施していますが、
平成17年度に選択肢の見直しを行ったため、平成
17年度以降の調査結果との比較を掲載していま
す。 
 問７－１は平成21年度における調査項目を継続
実施したもので、今回が11回目となります。 

○ 問８について 
 （１）は平成24年度から実施しており、今回が
８回目となります。 
（２）は平成22年度における課題調査項目を継
続実施したもので、今回が10回目となります。 

○ 問９について 
 平成15年度における課題調査項目を継続実施し
たもので、今回が17回目となります。 

○ 問10について 
 問10と問10－２は、平成18年度における課題調
査項目を継続実施したものですが、平成27年度に
選択肢の見直しを行いました。 
 問10－１は平成20年度から実施したものです
が、平成27年度に選択肢の見直しを行いました。 
 問10－３は、平成28年度から実施しており、今
回が４回目となります。 

○ 問11と問12について 
 問11と問12は、平成21年度から実施しており、
今回が11回目となります。問12の（１）－１は３
回目、（１）－２と（２）は２回目となります。 

○ 問13～問19は、平成28年度における課題調査項
目を継続実施したもので、今回が４回目となりま
す（問13のみ初めて）。 

○ 問20は、今回が２回目となります。 
○ 平成27年度までは、満20歳以上の方を調査対象
として実施しており、平成28年度以降は満18歳以
上の方を対象に実施しています。 
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２．日常生活 

（１）地域社会活動への参加経験 

◇参加経験が「ある」36.6％、「ない」63.0％ 

問６ 次に、あなたの日常生活に関連することについておたずねいたします。 

（１） あなたは、過去１年間に、自治会活動（清掃活動や防犯パトロール、地域運動会へ

の参加など）やＰＴＡ活動、子供会活動、学校応援団（読み聞かせボランティアなど）、

障がい者や高齢者の方々のための活動、青少年健全育成のための活動、みどりと川の再

生活動など、地域活動やＮＰＯ・ボランティア活動に参加したことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年間に地域活動やＮＰＯ・ボランティア活動に参加したことが「ある」（36.6％）は３割台

半ばを超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「ある」と「ない」はともに0.1ポイント減少している。

今回調査 (1,995)

平成30年調査 (2,122)

平成29年調査 (2,140)

平成28年調査 (2,175)

平成27年調査 (2,157)

平成26年調査 (2,123)

平成25年調査 (2,130)

平成24年調査 (2,193)

平成23年調査 (2,271)

平成22年調査 (2,253)

平成21年調査 (2,250)

平成20年調査 (2,245)

平成19年調査 (2,201)

平成18年調査 (1,960)

平成17年調査 (2,277)

平成16年調査 (2,263)

平成15年調査 (2,018)

平成14年調査 (2,198)

36.7

37.0

37.2

38.2

41.5

38.8

32.0

38.7

38.2

39.2

36.7

37.2

36.6
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る
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い

無
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【属性別比較】 

①性別 

「ある」は女性（39.2％）の方が男性（33.9％）よりも5.3ポイント高くなっている。 

②年代別 

「ある」は40歳代（42.7％）、60歳代（41.1％）が他の年代と比べて高くなっている一方で、10

歳代・20歳代（17.3％）が最も低くなっている。 

 

○地域社会活動への参加経験・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

【再掲】60歳以上（計） (819)
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女性 (1,033)

【年代別】
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③地域別 

「ある」は秩父地域（50.0％）で５割と高くなっている。 

④性・年代別 

「ある」は女性40歳代（53.0％）で５割強と最も高く、女性10歳代・20歳代（16.3％）で最も

低くなっている。 

⑤職業別 

「ある」は自営業・家族従業（計）（42.1％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「ある」は家族成長前期（67.0％）が６割台半ばを超えて最も高く、独身期（15.8％）、家族形成

期（17.6％）で低くなっている。 

 

○地域社会活動への参加経験・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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い

無
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答

　全　体 1,995 36.6 63.0 0.4
地域別
南部地域 190 27.9 71.1 1.1
南西部地域 183 33.9 65.6 0.5
東部地域 285 35.1 63.9 1.1
さいたま地域 380 28.4 71.6 - 
県央地域 144 43.8 55.6 0.7
川越比企地域 218 42.7 57.3 - 
西部地域 202 39.6 60.4 - 
利根地域 195 40.0 60.0 - 
北部地域 166 47.0 53.0 - 
秩父地域 32 50.0 50.0 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 76.5 - 
　　　20歳代 64 17.2 82.8 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 18.5 81.5 - 
　　　30歳代 127 22.8 76.4 0.8
　　　40歳代 191 31.9 67.5 0.5
　　　50歳代 171 31.6 68.4 - 
　　　60歳代 190 42.6 57.4 - 
　　　70歳以上 202 42.6 55.9 1.5
　　　【再掲】60歳以上（計） 392 42.6 56.6 0.8
女性／18・19歳 11 27.3 72.7 - 
　　　20歳代 87 14.9 85.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 16.3 83.7 - 
　　　30歳代 128 39.1 60.9 - 
　　　40歳代 202 53.0 46.5 0.5
　　　50歳代 178 37.1 62.4 0.6
　　　60歳代 202 39.6 60.4 - 
　　　70歳以上 225 38.2 61.8 - 
　　　【再掲】60歳以上（計） 427 38.9 61.1 - 
職業別
自営業・家族従業（計） 183 42.1 57.4 0.5
雇用者（計） 1,077 33.2 66.5 0.3
無職（計） 718 40.4 59.2 0.4
ライフステージ別
独身期 215 15.8 83.7 0.5
家族形成期 148 17.6 82.4 - 
家族成長前期 197 67.0 33.0 - 
家族成長後期 168 58.3 41.1 0.6
家族成熟期 376 36.7 63.3 - 
高齢期 503 43.3 56.7 - 
その他 388 21.9 76.8 1.3
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（１－１）地域社会活動への不参加の理由 

◇「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」が36.8％ 

（問６（１）で「ない」と答えた方に） 

問６（１）－１ その理由は何ですか。次の中から２つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域活動やＮＰＯ・ボランティア活動への不参加の理由は、「仕事や子育て等により忙しく活動する

時間がない」（36.8％）が最も高く、次いで、「参加するきっかけが得られない」（24.4％）、「興味が

ない」（20.8％）、「団体・活動についての情報が得られない」（8.1％）、「参加したいと思う団体や活

動がない」（7.3％）となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「参加するきっかけが得られない」（2.5ポイント増）、「参加したいと思う

団体や活動がない」（1.5ポイント増）などが増加し、「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がな

い」が1.9ポイント減少している。 

 

仕事や子育て等により忙しく活動する
時間がない

参加するきっかけが得られない

興味がない

団体・活動についての情報が得られない

参加したいと思う団体や活動がない

その他

特にない

わからない

無回答

36.8

24.4

20.8

8.1

7.3

8.2

13.4

1.8

3.3

38.7

21.9

19.5

7.8

5.8

7.8

15.5

1.3

3.1

37.4

22.3

20.9

10.6

9.3

9.3

11.1

1.9

3.6

0 10 20 30 40 50

今回調査 n=(1,257) 

(M .T.=1,519)  

平成30年調査 n=(1,339) 

(M .T.=1,584) 

平成29年調査 n=(1,346) 

(M .T.=1,653) 

(%)
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【属性別比較】 

①地域別 

「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」は県央地域（42.5％）で４割強と最も高く、

さいたま地域と南部地域（ともに39.3％）で約４割と高くなっている。「参加するきっかけが得られ

ない」は秩父地域（31.3％）で３割強と最も高くなっている。 

②性別 

「興味がない」は男性（23.1％）の方が女性（18.4％）よりも4.7ポイント、「仕事や子育て等に

より忙しく活動する時間がない」は男性（38.5％）の方が女性（35.1％）よりも3.4ポイント高く

なっている。一方で、「参加するきっかけが得られない」は女性（25.6％）の方が男性（23.3％）よ

りも2.3ポイント高くなっている。 

③年代別 

「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」は30歳代（58.3％）で６割弱、40歳代

（45.3％）で４割台半ばと高くなっている。「興味がない」は10歳代・20歳代（35.8％）で３割台

半ばと最も高くなっている。 

④性・年代別 

「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」は男女ともに30歳代が最も高く、女性30歳

代（62.8％）で６割強となっている。「参加するきっかけが得られない」は女性40歳代（30.9％）で

３割を超えて最も高くなっている。「興味がない」は男性の10歳代・20歳代（43.9％）で４割強と

最も高くなっている。 

⑤職業別 

「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」は自営業・家族従業（計）（49.5％）で約５

割、雇用者（計）（48.6％）で５割弱と高くなっている。 

「参加するきっかけが得られない」は雇用者（計）（26.3%）の方が自営業・家族従業（計）

（19.0%）よりも7.3ポイント、「団体・活動についての情報が得られない」は雇用者（計）（8.4%）

の方が自営業・家族従業（計）（4.8%）よりも3.6ポイント高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「仕事や子育て等により忙しく活動する時間がない」は家族成長前期（66.2％）で６割台半ばを超

えて最も高く、家族形成期（63.1％）で６割強と高くなっている。「参加するきっかけが得られな

い」は家族成熟期（29.4％）で約３割と最も高くなっている。「興味がない」は独身期（32.8％）で

３割強と最も高くなっている。 
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○地域社会活動への不参加の理由・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 1,257 36.8 24.4 20.8 8.1 7.3 8.2 13.4 1.8 3.3
地域別
南部地域 135 39.3 23.7 17.0 5.2 7.4 9.6 13.3 0.7 3.0
南西部地域 120 35.0 20.0 23.3 7.5 10.0 5.0 12.5 3.3 4.2
東部地域 182 36.8 25.8 20.3 5.5 10.4 6.0 16.5 1.1 2.7
さいたま地域 272 39.3 24.3 20.2 10.3 4.4 8.1 11.0 1.1 5.5
県央地域 80 42.5 23.8 23.8 5.0 10.0 6.3 12.5 2.5 1.3
川越比企地域 125 31.2 26.4 20.8 8.0 10.4 10.4 13.6 1.6 2.4
西部地域 122 32.8 25.4 23.0 11.5 5.7 11.5 12.3 1.6 1.6
利根地域 117 38.5 24.8 23.9 11.1 6.0 8.5 12.0 1.7 3.4
北部地域 88 37.5 23.9 18.2 5.7 4.5 8.0 18.2 2.3 3.4
秩父地域 16 18.8 31.3 6.3 12.5 - 12.5 25.0 12.5 - 
性別  
男性 631 38.5 23.3 23.1 8.7 8.6 6.7 11.6 1.4 3.2
女性 626 35.1 25.6 18.4 7.5 6.1 9.7 15.3 2.1 3.5
年代別
18・19歳 21 28.6 9.5 42.9 - 4.8 9.5 19.0 - - 
20歳代 127 42.5 23.6 34.6 11.0 3.1 3.9 12.6 0.8 2.4
【再掲】10歳代・20歳代 148 40.5 21.6 35.8 9.5 3.4 4.7 13.5 0.7 2.0
30歳代 175 58.3 21.1 20.0 9.1 9.7 2.3 6.9 1.1 0.6
40歳代 223 45.3 26.0 22.0 7.2 8.1 5.4 9.9 1.8 3.1
50歳代 228 42.5 28.1 16.2 7.0 7.9 6.1 11.8 - 2.6
60歳代 231 29.9 26.0 18.6 10.4 5.6 11.3 18.2 1.3 2.2
70歳以上 252 13.5 22.2 17.5 6.3 8.3 15.9 18.3 4.8 7.9
【再掲】60歳以上（計） 483 21.3 24.0 18.0 8.3 7.0 13.7 18.2 3.1 5.2
性・年代別
男性／18・19歳 13 38.5 - 46.2 - 7.7 15.4 7.7 - - 
　　　20歳代 53 39.6 22.6 43.4 13.2 3.8 5.7 7.5 - 3.8
　　　【再掲】10歳代・20歳代 66 39.4 18.2 43.9 10.6 4.5 7.6 7.6 - 3.0
　　　30歳代 97 54.6 23.7 20.6 8.2 10.3 1.0 6.2 2.1 - 
　　　40歳代 129 45.0 22.5 26.4 7.8 10.1 3.1 10.1 1.6 3.9
　　　50歳代 117 43.6 26.5 16.2 10.3 7.7 3.4 11.1 - 2.6
　　　60歳代 109 33.0 22.9 23.9 11.0 4.6 11.0 15.6 1.8 0.9
　　　70歳以上 113 16.8 23.9 15.9 5.3 12.4 14.2 16.8 2.7 8.0
　　　【再掲】60歳以上（計） 222 24.8 23.4 19.8 8.1 8.6 12.6 16.2 2.3 4.5
女性／18・19歳 8 12.5 25.0 37.5 - - - 37.5 - - 
　　　20歳代 74 44.6 24.3 28.4 9.5 2.7 2.7 16.2 1.4 1.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 82 41.5 24.4 29.3 8.5 2.4 2.4 18.3 1.2 1.2
　　　30歳代 78 62.8 17.9 19.2 10.3 9.0 3.8 7.7 - 1.3
　　　40歳代 94 45.7 30.9 16.0 6.4 5.3 8.5 9.6 2.1 2.1
　　　50歳代 111 41.4 29.7 16.2 3.6 8.1 9.0 12.6 - 2.7
　　　60歳代 122 27.0 28.7 13.9 9.8 6.6 11.5 20.5 0.8 3.3
　　　70歳以上 139 10.8 20.9 18.7 7.2 5.0 17.3 19.4 6.5 7.9
　　　【再掲】60歳以上（計） 261 18.4 24.5 16.5 8.4 5.7 14.6 19.9 3.8 5.7
職業別
自営業・家族従業（計） 105 49.5 19.0 20.0 4.8 5.7 5.7 10.5 1.9 1.9
雇用者（計） 716 48.6 26.3 21.6 8.4 6.8 4.3 9.8 0.4 2.2
無職（計） 425 14.4 22.1 19.8 8.5 8.5 15.5 20.2 3.8 5.6
ライフステージ別
独身期 180 38.3 21.7 32.8 8.3 8.9 4.4 13.3 1.1 2.2
家族形成期 122 63.1 23.0 18.9 10.7 4.1 2.5 6.6 0.8 - 
家族成長前期 65 66.2 21.5 15.4 4.6 6.2 4.6 4.6 - 1.5
家族成長後期 69 59.4 26.1 13.0 11.6 2.9 2.9 10.1 - 1.4
家族成熟期 238 38.7 29.4 13.9 7.1 7.1 8.4 16.0 0.8 2.9
高齢期 285 18.9 23.5 17.2 7.7 6.7 17.9 17.9 3.5 4.6
その他 298 29.2 23.8 26.2 8.1 9.7 5.4 12.8 2.3 5.4
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（２）文化芸術活動の経験 

◇文化芸術活動の経験が「ある」32.3％、「ない」65.8％ 

問６（２）あなたは、この１年間に、文化芸術活動（※）を行ったことがありますか。 

※文化芸術活動とは、以下のような分野での活動（例示）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間に文化芸術活動を行ったことが「ある」（32.3％）は３割強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「ある」は7.9ポイント増加した。 

今回調査 (1,995)

平成30年調査 (2,122)

平成29年調査 (2,140)

平成28年調査 (2,175)

平成27年調査 (2,157)

平成26年調査 (2,123)

平成25年調査 (2,130)

平成24年調査 (2,193)

平成23年調査 (2,271)

平成22年調査 (2,253)

平成21年調査 (2,250)

平成20年調査 (2,245)

平成19年調査 (2,201)

平成18年調査 (1,960)

平成17年調査 (2,277)

平成16年調査 (2,263)

平成15年調査 (2,018)

平成14年調査 (2,198)

24.4

28.0

31.8

26.4

25.9

30.6

24.9

31.0

27.4

25.9

17.5

24.7

24.6

21.0

23.7

26.1

18.5

73.9

71.3

68.1

72.3

73.2

68.8

73.6

68.2

72.0

73.7

82.2

74.8

75.4

78.6

75.9

73.9

81.5

1.6

0.7

0.1

1.3

0.9

0.7

1.5

0.8

0.6

0.4

0.3

0.5

0.4

0.4

(%)
ｎ

32.3 65.8 1.9

(%)

あ

る

な

い

無

回

答

※ 平成22年調査までは、設問文を「現在、自主的な文化芸術活動を行っていますか」とし、選択肢を
「行っている」と「行っていない」としていた。

・音楽（ポップス、ロック、ジャズ、演歌、

クラシック、楽器演奏など） 

・美術（絵画、彫刻、工芸、陶芸など） 

・写真（風景、人物写真など） 

・文芸（小説、詩、俳句、短歌など） 

・生活文化（書道、茶道、華道、盆栽など） 

・国民娯楽（囲碁、将棋など） 

・舞踊（バレエ、ダンス、よさこいなど） 

・伝統芸能（和太鼓、民謡、民舞、日本舞踊、 

獅子舞、歌舞伎、地域のお祭りなど） 

・演劇（現代劇、ミュージカルなど） 

・演芸（落語、漫談、漫才など） 

・伝統工芸、文化財の継承・保存 

・映画・漫画・アニメ・ＣＧなどのメディア芸術 

 



 

 

- 66 - 

【属性別比較】 

①性別 

「ある」は女性（37.3％）の方が男性（26.9％）よりも10.4ポイント高くなっている。 

②年代別 

「ある」は10歳代・20歳代（46.4％）で４割台半ばを超えて最も高く、40歳代（28.5％）で最

も低くなっている。 

 

○文化芸術活動の経験・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

46.4

46.4

46.4

32.2

28.5

30.9

30.9

32.3

53.6

53.6

53.6

67.5

70.2

67.3

67.9

62.8

0.4

1.3

1.7

1.3

4.9

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

26.9

37.3

71.0

61.0

2.1

1.7

  全  体 (1,995)

【性別】

(%)
ｎ

32.3 65.8 1.9

(%)

あ

る

な

い

無

回

答
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③地域別 

「ある」は西部地域（35.6％）と川越比企地域（34.9％）で３割台半ばと高く、秩父地域

（28.1％）で最も低くなっている。 

④性・年代別 

「ある」は女性10歳代・20歳代（51.0％）で５割強と最も高くなっている。一方で、「ない」は

男性の40歳代から60歳代で７割を超えて高くなっている。 

⑤職業別 

「ある」は無職（計）（34.7％）で３割台半ばとやや高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「ある」は独身期（45.6％）で４割台半ばと最も高く、「ない」は家族形成期（72.3％）で７割強

と最も高くなっている。 

 

○文化芸術活動の経験・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)
 調

査
数
 
 
ｎ

あ
る

な
い

無
回
答

　全　体 1,995 32.3 65.8 1.9
地域別
南部地域 190 30.5 64.7 4.7
南西部地域 183 30.6 66.7 2.7
東部地域 285 29.5 69.1 1.4
さいたま地域 380 33.7 65.8 0.5
県央地域 144 30.6 67.4 2.1
川越比企地域 218 34.9 62.8 2.3
西部地域 202 35.6 63.4 1.0
利根地域 195 33.8 63.6 2.6
北部地域 166 30.7 67.5 1.8
秩父地域 32 28.1 71.9 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 47.1 52.9 - 
　　　20歳代 64 39.1 60.9 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 40.7 59.3 - 
　　　30歳代 127 30.7 68.5 0.8
　　　40歳代 191 22.5 77.0 0.5
　　　50歳代 171 22.8 76.0 1.2
　　　60歳代 190 24.7 73.2 2.1
　　　70歳以上 202 28.7 65.3 5.9
女性／18・19歳 11 45.5 54.5 - 
　　　20歳代 87 51.7 48.3 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 51.0 49.0 - 
　　　30歳代 128 33.6 66.4 - 
　　　40歳代 202 34.2 63.9 2.0
　　　50歳代 178 38.8 59.0 2.2
　　　60歳代 202 36.6 62.9 0.5
　　　70歳以上 225 35.6 60.4 4.0
職業別
自営業・家族従業（計） 183 29.0 67.8 3.3
雇用者（計） 1,077 31.5 67.5 1.0
無職（計） 718 34.7 62.4 2.9
ライフステージ別
独身期 215 45.6 54.0 0.5
家族形成期 148 27.7 72.3 - 
家族成長前期 197 31.0 68.5 0.5
家族成長後期 168 32.1 64.9 3.0
家族成熟期 376 29.0 69.9 1.1
高齢期 503 35.0 62.2 2.8
その他 388 27.1 69.6 3.4
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（３）文化芸術活動の鑑賞 

◇文化芸術活動の鑑賞は「ある」55.9％、「ない」43.2％ 

問６（３） あなたは、この１年間に、文化芸術活動を鑑賞するためにホール・劇場、映画

館、美術館、博物館などに出かけたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この１年間で、文化芸術活動を鑑賞するためにホール・劇場、映画館、美術館、博物館などに出か

けたことが「ある」（55.9％）は５割台半ばとなっており、「ない」（43.2％）を12.7ポイント上回っ

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「ある」は1.0ポイント増加した。 

 

今回調査 (1,995)

平成30年調査 (2,122)

平成29年調査 (2,140)

平成28年調査 (2,175)

平成27年調査 (2,157)

平成26年調査 (2,123)

平成25年調査 (2,130)

平成24年調査 (2,193)

平成23年調査 (2,271)

平成22年調査 (2,253)

54.9

56.0

56.8

56.3

54.1

55.5

55.9

53.9

53.9

44.5

43.9

43.1

43.1

45.8

44.1

43.6

46.1

45.8

0.6

0.1

0.1

0.6

0.1

0.4

0.5

0.1

0.4

(%)
ｎ

55.9 43.2 0.9

(%)

あ

る

な

い

無

回

答
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【属性別比較】 

①性別 

「ある」は女性（63.5％）の方が男性（47.8％）よりも15.7ポイント高くなっている。 

②年代別 

「ある」は10歳代・20歳代（67.6％）で６割台半ばを超えて最も高く、70歳以上（49.2％）で

約５割と最も低くなっている。 

 

○文化芸術活動の鑑賞・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

71.4

66.9

67.6

58.0

54.5

61.9

52.8

49.2

28.6

32.5

31.8

41.6

44.5

37.5

46.9

48.9

0.7

0.6

0.4

1.0

0.6

0.3

1.9

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

47.8

63.5

51.5

35.5

0.7

1.0

  全  体 (1,995)

【性別】

(%)
ｎ

55.9 43.2 0.9

(%)

あ

る

な

い

無

回

答
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③地域別 

「ある」は西部地域（63.4％）と東部地域（61.4％）で６割強と高く、秩父地域（43.8％）と南

西部地域（47.0％）で低くなっている。 

④性・年代別 

「ある」は女性10歳代・20歳代（77.6％）で７割台半ばを超えて最も高く、「ない」は男性40歳

代（61.3％）で６割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

「ある」は雇用者（計）（59.2％）で約６割と高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「ある」は独身期（67.0％）と家族成長後期（66.7％）で６割台半ばを超えて高くなっている。 

 

○文化芸術活動の鑑賞・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
ｎ

あ
る

な
い

無
回
答

　全　体 1,995 55.9 43.2 0.9
地域別
南部地域 190 54.2 44.7 1.1
南西部地域 183 47.0 51.4 1.6
東部地域 285 61.4 37.9 0.7
さいたま地域 380 56.1 43.2 0.8
県央地域 144 59.0 39.6 1.4
川越比企地域 218 56.0 43.6 0.5
西部地域 202 63.4 35.6 1.0
利根地域 195 53.8 45.1 1.0
北部地域 166 51.2 48.8 - 
秩父地域 32 43.8 56.3 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 52.9 47.1 - 
　　　20歳代 64 56.3 42.2 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 55.6 43.2 1.2
　　　30歳代 127 52.0 47.2 0.8
　　　40歳代 191 38.2 61.3 0.5
　　　50歳代 171 54.4 45.6 - 
　　　60歳代 190 49.5 50.5 - 
　　　70歳以上 202 44.1 54.0 2.0
女性／18・19歳 11 100.0 - - 
　　　20歳代 87 74.7 25.3 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 77.6 22.4 - 
　　　30歳代 128 64.1 35.9 - 
　　　40歳代 202 69.8 28.7 1.5
　　　50歳代 178 69.1 29.8 1.1
　　　60歳代 202 55.9 43.6 0.5
　　　70歳以上 225 53.8 44.4 1.8
職業別
自営業・家族従業（計） 183 43.7 55.7 0.5
雇用者（計） 1,077 59.2 40.4 0.4
無職（計） 718 54.2 44.3 1.5
ライフステージ別
独身期 215 67.0 32.1 0.9
家族形成期 148 51.4 48.6 - 
家族成長前期 197 62.4 37.1 0.5
家族成長後期 168 66.7 32.1 1.2
家族成熟期 376 60.1 39.4 0.5
高齢期 503 52.9 46.7 0.4
その他 388 43.6 54.4 2.1
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（４）文化芸術活動の機会や環境の満足度 

◇『満足している（計）』は37.9％、『満足していない（計）』は26.7％ 

問６（４） あなたは、日常生活の中で文化芸術を鑑賞したり、文化芸術活動を行ったりす

る機会や環境について、満足していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活の中での文化芸術活動の機会や環境の満足度は、「どちらかといえば満足している」

（27.6％）が２割台半ばを超えて最も高くなっており、これに「満足している」（10.3％）を合わせ

た『満足している（計）』（37.9％）は３割台半ばを超えている。一方で、「満足していない」

（8.3％）と「どちらかといえば満足していない」（18.4％）を合わせた『満足していない（計）』

（26.7％）は、２割台半ばを超えている。また、「わからない」（34.4％）も３割台半ばと高くなって

いる。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『満足している（計）』が0.9ポイント増加し、『満足していない（計）』が

0.3ポイント増加している。 

 

 

今回調査 (1,995) 37.9 26.7

平成30年調査 (2,122) 37.0 26.4

平成29年調査 (2,140) 33.8 35.3

平成28年調査 (2,175) 37.8 31.4

平成27年調査 (2,157) 39.7 26.6

平成26年調査 (2,123) 26.6 35.0

平成25年調査 (2,130) 35.3 30.0

平成24年調査 (2,193) 36.2 27.2

平成23年調査 (2,271) 27.8 35.9

平成22年調査 (2,253) 33.9 30.7

12.0

7.4

12.1

12.2

5.1

10.6

10.5

6.6

10.4

25.0

26.4

25.7

27.5

21.5

24.7

25.7

21.2

23.5

16.8

24.1

21.3

17.2

24.3

18.6

17.6

23.4

20.5

9.6

11.2

10.1

9.4

10.7

11.4

9.6

12.5

10.2

35.1

30.4

30.4

32.4

37.7

33.8

34.3

35.8

34.4

1.5

0.5

0.4

1.3

0.6

0.9

2.2

0.5

1.1

(%)
ｎ

10.3 27.6 18.4 8.3 34.4 1.1

(%)

満

足

し

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

満

足

し

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

満

足

し

て

い

な

い

満

足

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

満足している（計） 満足していない（計）

満
足
し
て
い
る
9
計
:

満
足
し
て
い
な
い
9
計
:
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【属性別比較】 

①性別 

『満足している（計）』は女性（43.3％）の方が男性（32.0％）よりも11.3ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『満足している（計）』は10歳代・20歳代（45.8％）で４割台半ばと最も高くなっている。一方

で、『満足していない（計）』は60歳代（28.3％）で３割弱と最も高くなっている。 

 

○文化芸術活動の機会や環境の満足度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 57.1 7.2

20歳代 (151) 43.7 28.4

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 45.8 25.2

30歳代 (255) 38.4 27.1

40歳代 (393) 37.4 26.7

50歳代 (349) 41.0 27.5

60歳代 (392) 34.2 28.3

70歳以上 (427) 35.4 25.0

35.7

18.5

21.2

12.9

9.2

11.2

6.9

7.5

21.4

25.2

24.6

25.5

28.2

29.8

27.3

27.9

3.6

23.8

20.7

20.0

18.8

17.2

19.1

16.6

3.6

4.6

4.5

7.1

7.9

10.3

9.2

8.4

35.7

27.8

29.1

34.1

34.9

30.4

36.5

37.7

0.4

1.0

1.1

1.0

1.9

男性 (962) 32.0 27.7

女性 (1,033) 43.3 25.7

【年代別】

8.3

12.1

23.7

31.2

19.0

17.9

8.7

7.8

39.5

29.6

0.7

1.4

  全  体 (1,995) 37.9 26.7

【性別】

(%)
ｎ

10.3 27.6 18.4 8.3 34.4 1.1

(%)

満

足

し

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

満

足

し

て

い

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

満

足

し

て

い

な

い

満

足

し

て

い

な

い

わ

か

ら

な

い

無

回

答

満足している（計） 満足していない（計）

満
足
し
て
い
る
<
計
=

満
足
し
て
い
な
い
<
計
=
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③地域別 

『満足している（計）』は秩父地域（59.4％）で約６割と最も高く、西部地域（50.0％）で５割と

高くなっている。 

④性・年代別 

『満足している（計）』は女性40歳代（50.0％）で５割と最も高くなっている。一方で、『満足し

ていない（計）』は男性60歳代（30.0％）で３割と最も高く、女性30歳代（29.7％）と男性40歳代

（29.3％）で約３割となっている。 

⑤職業別 

『満足している（計）』は無職（計）（39.7％）と雇用者（計）（39.1％）で高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『満足している（計）』は独身期（47.9％）で最も高くなっている。 

 

○文化芸術活動の機会や環境の満足度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

満
足
し
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足

し
て
い
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足

し
て
い
な
い

満
足
し
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

満
足
し
て
い
る
;

計
=

満
足
し
て
い
な
い
;

計
=

　全　体 1,995 10.3 27.6 18.4 8.3 34.4 1.1 37.9 26.7
地域別
南部地域 190 11.6 31.1 14.2 5.3 36.3 1.6 42.7 19.5
南西部地域 183 6.0 22.4 21.3 10.9 37.7 1.6 28.4 32.2
東部地域 285 11.9 32.6 14.4 7.0 32.3 1.8 44.5 21.4
さいたま地域 380 11.8 25.8 18.4 7.6 35.8 0.5 37.6 26.0
県央地域 144 7.6 20.8 25.7 6.9 37.5 1.4 28.4 32.6
川越比企地域 218 8.7 28.4 20.2 6.4 36.2 - 37.1 26.6
西部地域 202 15.8 34.2 23.3 5.4 20.3 1.0 50.0 28.7
利根地域 195 8.2 24.1 15.9 13.3 36.9 1.5 32.3 29.2
北部地域 166 7.8 20.5 18.1 13.3 40.4 - 28.3 31.4
秩父地域 32 6.3 53.1 6.3 9.4 21.9 3.1 59.4 15.7
性・年代別
男性／18・19歳 17 29.4 29.4 5.9 5.9 29.4 - 58.8 11.8
　　　20歳代 64 17.2 23.4 25.0 3.1 31.3 - 40.6 28.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 19.8 24.7 21.0 3.7 30.9 - 44.5 24.7
　　　30歳代 127 9.4 29.1 16.5 7.9 36.2 0.8 38.5 24.4
　　　40歳代 191 5.8 18.3 19.4 9.9 45.5 1.0 24.1 29.3
　　　50歳代 171 9.4 27.5 16.4 10.5 35.7 0.6 36.9 26.9
　　　60歳代 190 5.8 25.8 20.5 9.5 38.4 - 31.6 30.0
　　　70歳以上 202 6.9 19.8 20.3 7.9 43.6 1.5 26.7 28.2
女性／18・19歳 11 45.5 9.1 - - 45.5 - 54.6 - 
　　　20歳代 87 19.5 26.4 23.0 5.7 25.3 - 45.9 28.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 22.4 24.5 20.4 5.1 27.6 - 46.9 25.5
　　　30歳代 128 16.4 21.9 23.4 6.3 32.0 - 38.3 29.7
　　　40歳代 202 12.4 37.6 18.3 5.9 24.8 1.0 50.0 24.2
　　　50歳代 178 12.9 32.0 18.0 10.1 25.3 1.7 44.9 28.1
　　　60歳代 202 7.9 28.7 17.8 8.9 34.7 2.0 36.6 26.7
　　　70歳以上 225 8.0 35.1 13.3 8.9 32.4 2.2 43.1 22.2
職業別
自営業・家族従業（計） 183 5.5 18.6 15.8 12.0 45.9 2.2 24.1 27.8
雇用者（計） 1,077 10.7 28.4 19.9 8.4 32.0 0.6 39.1 28.3
無職（計） 718 10.9 28.8 16.9 7.1 35.1 1.3 39.7 24.0
ライフステージ別
独身期 215 19.5 28.4 19.5 4.2 27.9 0.5 47.9 23.7
家族形成期 148 11.5 22.3 23.0 8.8 34.5 - 33.8 31.8
家族成長前期 197 8.1 24.9 22.3 7.1 37.1 0.5 33.0 29.4
家族成長後期 168 10.7 32.7 21.4 8.3 25.6 1.2 43.4 29.7
家族成熟期 376 7.7 29.0 18.1 9.8 34.0 1.3 36.7 27.9
高齢期 503 8.7 28.4 18.3 7.6 36.0 1.0 37.1 25.9
その他 388 10.1 25.8 13.4 10.3 38.7 1.8 35.9 23.7
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（５）スポーツをする機会 

◇『週に１回以上（計）』は53.3％ 

問７ 埼玉県では、週に１回以上スポーツをすることを推奨しています。あなたは、過去１

年間に、スポーツ･レクリエーション活動をする機会がどのくらいありましたか。（散歩

やウオーキング、軽い体操、子供との体を使った遊び、通勤や家事などの日常生活の中

で意識的に体を動かすことなど（※）も含めます。） 

※ スポーツ・レクリエーション活動には、以下のような活動も含めます。 

散歩・ウオーキング（ぶらぶら歩き、一駅歩きを含む）、階段昇降、ジョギング・ランニング、 

水泳、体操（軽い体操・ラジオ体操を含む）、ヨガ・バレエ、登山（トレッキングを含む）、 

ハイキング、ボウリング、ゴルフ、トレーニング（筋力・その他運動器具を使った運動）、 

釣り、自転車・サイクリング、ゲートボール、ダンス（フォークダンス、民謡踊りを含む）など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去１年間のスポーツをする機会は、「週に３回以上」（25.0％）が２割台半ばと最も高く、次い

で、「ない」（23.7％）、「週に１回程度」（16.1％）などとなっている。また、『週に１回以上（計）』

（「週に３回以上」（25.0％）、「週に２回程度」（12.2％）、「週に１回程度」（16.1％）の合計

53.3％）は５割強となっている。 

※週に１回以上スポーツをする満20歳以上の県民の割合は53.2％となっている（平成30年調査は

50.8％）。  

今回調査 (1,995) 53.3

平成30年調査 (2,122) 50.8

平成29年調査 (2,140) 50.6

平成28年調査 (2,175) 53.2

平成27年調査 (2,157) 53.0

平成26年調査 (2,123) 48.2

平成25年調査 (2,130) 48.9

平成24年調査 (2,193) 48.3

平成23年調査 (2,271) 45.0

平成22年調査 (2,253) 47.6

平成21年調査 (2,250) 43.1

平成20年調査 (2,245) 31.9

平成19年調査 (2,201) 40.0

平成18年調査 (1,960) 38.3

平成17年調査 (2,277) 34.0
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※ 選択肢「月に１～３回程度」は、平成22年から平成26年調査までは「月に１～２回程度」としていた。
また、平成24年調査までの選択肢「ない」は、「ない」と「わからない」の合計である。
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【過去調査との比較】 
『週に１回以上（計）』（53.3％）は平成30年調査から2.5ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①性別 

『週に１回以上（計）』は女性（54.2％）の方が男性（52.3％）よりも1.9ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『週に１回以上（計）』は70歳代（67.7％）が６割台半ばを超えて最も高く、40歳代（42.8％）

で４割強と最も低くなっている。 

 

○スポーツをする機会・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 64.3

20歳代 (151) 41.1

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 44.7

30歳代 (255) 51.7

40歳代 (393) 42.8

50歳代 (349) 48.9

60歳代 (392) 56.9

70歳以上 (427) 67.7

【再掲】20歳以上（計） (1,967) 53.2

39.3
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0.5

0.7

0.8

男性 (962) 52.3

女性 (1,033) 54.2

【年代別】
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  全  体 (1,995) 53.3
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③地域別 

『週に１回以上（計）』は秩父地域（59.5％）で約６割と最も高く、さいたま地域（56.8％）と東

部地域（56.5％）で5割台半ばを超えて高くなっている。 

④性・年代別 

『週に１回以上（計）』は男女ともに70歳代（男性70.8％、女性64.9％）で最も高くなっている。 

⑤職業別 

『週に１回以上（計）』は無職（計）（62.9％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『週に１回以上（計）』は高齢期（67.0％）で最も高くなっている。 

 

○スポーツをする機会・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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３
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度

な
い
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週
に
１
回
以
上
:

計
<

　全　体 1,995 25.0 12.2 16.1 10.8 11.4 23.7 0.9 53.3
地域別
南部地域 190 28.4 12.1 12.1 12.1 11.1 23.2 1.1 52.6
南西部地域 183 28.4 8.7 16.9 4.4 13.1 27.9 0.5 54.0
東部地域 285 28.8 10.9 16.8 8.8 6.3 27.4 1.1 56.5
さいたま地域 380 24.7 13.7 18.4 11.6 11.1 20.3 0.3 56.8
県央地域 144 22.2 11.8 17.4 11.8 14.6 20.8 1.4 51.4
川越比企地域 218 25.7 9.6 15.6 11.5 13.8 23.4 0.5 50.9
西部地域 202 20.3 14.4 18.3 12.9 9.9 23.8 0.5 53.0
利根地域 195 22.1 17.4 11.8 11.8 13.8 22.1 1.0 51.3
北部地域 166 20.5 10.8 14.5 13.9 12.7 25.3 2.4 45.8
秩父地域 32 31.3 6.3 21.9 3.1 9.4 28.1 - 59.5
性・年代別
男性／18・19歳 17 52.9 23.5 - 5.9 - 17.6 - 76.4
　　　20歳代 64 10.9 7.8 20.3 20.3 18.8 20.3 1.6 39.0
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 19.8 11.1 16.0 17.3 14.8 19.8 1.2 46.9
　　　30歳代 127 15.0 12.6 24.4 12.6 15.0 18.9 1.6 52.0
　　　40歳代 191 13.1 9.4 16.8 13.6 18.8 27.7 0.5 39.3
　　　50歳代 171 18.1 7.6 19.9 15.2 15.8 22.8 0.6 45.6
　　　60歳代 190 27.9 12.1 14.7 8.9 5.8 30.5 - 54.7
　　　70歳以上 202 43.6 16.3 10.9 5.9 6.4 16.3 0.5 70.8
女性／18・19歳 11 18.2 - 27.3 9.1 18.2 18.2 9.1 45.5
　　　20歳代 87 19.5 3.4 19.5 12.6 21.8 21.8 1.1 42.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 19.4 3.1 20.4 12.2 21.4 21.4 2.0 42.9
　　　30歳代 128 23.4 13.3 14.8 13.3 13.3 19.5 2.3 51.5
　　　40歳代 202 21.8 5.9 18.3 13.9 14.4 24.8 1.0 46.0
　　　50歳代 178 18.5 16.3 17.4 12.4 8.4 27.0 - 52.2
　　　60歳代 202 29.2 15.8 13.9 5.0 6.9 28.2 1.0 58.9
　　　70歳以上 225 36.0 16.9 12.0 6.7 5.8 21.8 0.9 64.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 18.0 9.8 16.4 13.7 9.8 32.2 - 44.2
雇用者（計） 1,077 20.2 10.4 17.8 13.4 13.6 23.7 0.8 48.4
無職（計） 718 33.8 15.5 13.6 6.3 8.4 21.6 0.8 62.9
ライフステージ別
独身期 215 17.7 8.8 20.0 12.6 17.7 21.4 1.9 46.5
家族形成期 148 18.9 9.5 14.2 17.6 15.5 23.0 1.4 42.6
家族成長前期 197 17.3 12.2 21.8 13.2 13.7 20.8 1.0 51.3
家族成長後期 168 23.2 10.1 21.4 16.1 12.5 16.7 - 54.7
家族成熟期 376 19.7 14.1 16.5 10.6 11.7 27.1 0.3 50.3
高齢期 503 39.4 15.1 12.5 6.6 5.4 20.3 0.8 67.0
その他 388 22.4 10.3 13.9 9.3 12.1 30.9 1.0 46.6
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（５－１）スポーツをする機会がなかった理由 

◇「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」が47.1％ 

（問７で「月に１～３回程度」、「年に数回程度」、「ない」のいずれかを答えた方に） 

問７－１ 週に１回以上活動する機会がなかった理由は何ですか。あてはまるものをすべて

選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週に１回以上スポーツをする機会がなかった理由は、「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないか

ら」（47.1％）が４割台半ばを超えて最も高く、次いで、「機会がなかったから」（22.4％）、「体力が

衰えたから」（14.0％）、「病気や障がいなど身体的に不安があるから」（13.3％）、「費用がかかるか

ら」（13.2％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「病気や障がいなど身体的に不安があるから」が3.1ポイント増加している

が、「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」が2.5ポイント減、「仲間がいないから」が2.1

ポイント減となるなど、その他項目も減少傾向にある。 

仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから

機会がなかったから

体力が衰えたから

病気や障がいなど身体的に不安があるから

費用がかかるから

運動やスポーツは好きでないから

身近に場所や施設がないから

仲間がいないから

指導者がいないから

その他

特に理由はない

無回答
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(M .T.=1,737) 
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【属性別比較】 

①地域別 

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」は県央地域（54.4％）で５割台半ばと最も高

く、東部地域（50.4％）で５割を超えている。「機会がなかったから」は県央地域（27.9％）で２割

台半ばを超えて最も高くなっている。 

②性別 

「機会がなかったから」は男性（25.7％）の方が女性（19.2％）よりも6.5ポイント高くなってい

る。一方で、「運動やスポーツは好きではないから」は女性（13.0％）の方が男性（9.1％）よりも

3.9ポイント、「費用がかかるから」は女性（15.1％）の方が男性（11.3％）よりも3.8ポイント高く

なっている。 

③年代別 

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」は30歳代（70.3％）で７割を超えて最も高く

なっている。「機会がなかったから」は10歳代・20歳代（34.4％）で３割台半ばと最も高くなって

いる。「体力が衰えたから」と「病気や障がいなど身体的に不安があるから」はともに70歳以上で最

も高くなっている。 

④性・年代別 

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」は男女ともに30歳代（男性64.4％、女性

76.3％）で最も高くなっている。「機会がなかったから」は男女ともに10歳代・20歳代（男性

38.1％、女性31.5％）で最も高くなっている。 

⑤職業別 

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」は雇用者（計）（58.4％）で６割弱と最も高く

なっている。「病気や障がいなど身体的に不安があるから」は無職（計）（32.3％）で3割強と最も高

くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「仕事や家事・育児等で忙しくて時間がないから」は家族成長前期（77.7％）で7割台半ばを超え

て最も高く、家族形成期（75.9％）で７割台半ばと高くなっている。「機会がなかったから」は独身

期（31.5％）で３割強と最も高くなっている。 
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○スポーツをする機会がなかった理由・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 915 47.1 22.4 14.0 13.3 13.2 11.0 8.7 6.1 0.9 2.3 14.2 1.2
地域別
南部地域 88 47.7 19.3 20.5 8.0 12.5 10.2 10.2 9.1 1.1 6.8 13.6 1.1
南西部地域 83 38.6 21.7 24.1 13.3 18.1 12.0 9.6 3.6 - 1.2 12.0 1.2
東部地域 121 50.4 24.8 7.4 8.3 12.4 12.4 9.1 6.6 - 1.7 14.0 - 
さいたま地域 163 49.7 22.7 12.3 15.3 11.0 10.4 6.1 5.5 1.8 1.2 12.3 - 
県央地域 68 54.4 27.9 19.1 16.2 26.5 13.2 7.4 8.8 - 2.9 5.9 2.9
川越比企地域 106 38.7 25.5 15.1 11.3 8.5 7.5 8.5 10.4 3.8 3.8 23.6 1.9
西部地域 94 48.9 19.1 13.8 21.3 11.7 8.5 6.4 4.3 - 2.1 16.0 - 
利根地域 93 48.4 18.3 11.8 12.9 12.9 14.0 14.0 4.3 - 2.2 19.4 1.1
北部地域 86 47.7 20.9 8.1 14.0 14.0 12.8 9.3 3.5 - - 8.1 4.7
秩父地域 13 38.5 30.8 7.7 15.4 - 7.7 7.7 - - - 15.4 - 
性別  
男性 452 46.7 25.7 12.8 12.8 11.3 9.1 9.7 7.7 1.1 1.5 13.9 0.7
女性 463 47.5 19.2 15.1 13.8 15.1 13.0 7.8 4.5 0.6 3.0 14.5 1.7
年代別
18・19歳 9 66.7 33.3 - 22.2 - 11.1 11.1 11.1 - - 11.1 - 
20歳代 87 56.3 34.5 3.4 3.4 12.6 16.1 20.7 13.8 1.1 4.6 4.6 1.1
【再掲】10歳代・20歳代 96 57.3 34.4 3.1 5.2 11.5 15.6 19.8 13.5 1.0 4.2 5.2 1.0
30歳代 118 70.3 21.2 5.1 6.8 14.4 13.6 14.4 8.5 0.8 - 12.7 - 
40歳代 222 58.6 19.8 13.1 5.9 17.1 15.3 5.0 6.8 0.9 0.9 15.3 0.5
50歳代 177 50.3 27.1 15.8 11.3 18.1 10.7 9.6 4.0 1.1 2.3 14.7 2.8
60歳代 167 32.3 21.0 15.0 21.0 8.4 6.0 6.6 3.0 1.2 3.6 14.4 1.2
70歳以上 135 14.8 14.8 27.4 30.4 6.7 5.2 3.7 4.4 - 3.7 19.3 1.5
性・年代別
男性／18・19歳 4 75.0 25.0 - 50.0 - 25.0 - - - - - - 
　　　20歳代 38 55.3 39.5 2.6 5.3 13.2 5.3 23.7 15.8 - 2.6 2.6 2.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 42 57.1 38.1 2.4 9.5 11.9 7.1 21.4 14.3 - 2.4 2.4 2.4
　　　30歳代 59 64.4 23.7 3.4 3.4 10.2 10.2 11.9 13.6 - - 11.9 - 
　　　40歳代 115 59.1 24.3 12.2 6.1 13.9 12.2 6.1 6.1 1.7 0.9 13.0 - 
　　　50歳代 92 45.7 29.3 14.1 9.8 16.3 8.7 10.9 7.6 2.2 3.3 17.4 2.2
　　　60歳代 86 34.9 20.9 16.3 23.3 8.1 7.0 9.3 3.5 1.2 1.2 12.8 - 
　　　70歳以上 58 15.5 22.4 24.1 27.6 3.4 6.9 5.2 6.9 - 1.7 22.4 - 
女性／18・19歳 5 60.0 40.0 - - - - 20.0 20.0 - - 20.0 - 
　　　20歳代 49 57.1 30.6 4.1 2.0 12.2 24.5 18.4 12.2 2.0 6.1 6.1 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 54 57.4 31.5 3.7 1.9 11.1 22.2 18.5 13.0 1.9 5.6 7.4 - 
　　　30歳代 59 76.3 18.6 6.8 10.2 18.6 16.9 16.9 3.4 1.7 - 13.6 - 
　　　40歳代 107 57.9 15.0 14.0 5.6 20.6 18.7 3.7 7.5 - 0.9 17.8 0.9
　　　50歳代 85 55.3 24.7 17.6 12.9 20.0 12.9 8.2 - - 1.2 11.8 3.5
　　　60歳代 81 29.6 21.0 13.6 18.5 8.6 4.9 3.7 2.5 1.2 6.2 16.0 2.5
　　　70歳以上 77 14.3 9.1 29.9 32.5 9.1 3.9 2.6 2.6 - 5.2 16.9 2.6
職業別
自営業・家族従業（計） 102 55.9 14.7 10.8 9.8 7.8 2.0 6.9 3.9 - - 19.6 2.0
雇用者（計） 546 58.4 26.4 11.5 5.1 14.7 13.0 9.5 7.1 1.3 2.0 13.4 0.7
無職（計） 260 19.6 17.7 20.4 32.3 12.3 10.4 8.1 5.0 0.4 3.8 13.8 1.5
ライフステージ別
独身期 111 48.6 31.5 3.6 7.2 12.6 16.2 19.8 12.6 1.8 3.6 11.7 0.9
家族形成期 83 75.9 25.3 7.2 4.8 16.9 16.9 13.3 10.8 - - 8.4 - 
家族成長前期 94 77.7 24.5 10.6 5.3 19.1 11.7 6.4 5.3 1.1 1.1 3.2 - 
家族成長後期 76 59.2 19.7 11.8 7.9 14.5 13.2 7.9 6.6 1.3 1.3 11.8 - 
家族成熟期 186 41.9 23.1 18.3 17.7 12.4 8.6 5.4 3.2 - 1.6 16.7 1.1
高齢期 162 27.2 19.1 21.6 25.3 8.0 4.3 6.8 3.7 0.6 3.7 16.0 - 
その他 203 36.5 18.2 14.8 12.3 13.8 12.3 6.9 5.4 1.5 3.0 20.2 3.9
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（６－１）訪問販売、電話勧誘販売、通信販売による経済的・物的な被害 

◇「訪問販売等の勧誘を受けたことがない」が57.2％ 

問８ 消費生活についておたずねいたします。 

（１） あなたはここ１年以内に、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売などによって、経済

的・物的な被害に遭った、または嫌な思いをしたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問販売、電話勧誘販売、通信販売などによる経済的・物的な被害は、「訪問販売等の勧誘を受けた

ことがない」（57.2％）が５割台半ばを超えて最も高くなっている。訪問販売等を受けたことがある

中では、「訪問販売等の勧誘を受けたことはあるが、経済的・物的な被害や嫌な思いはしなかった」

（24.5％）が２割台半ばで最も高くなっている。また、「経済的・物的な被害はなかったが、勧誘や

契約などの過程で嫌な思いをしたことがある」（14.2％）は１割台半ばとなっており、「訪問販売等に

より、商品やサービスの契約をして、経済的・物的な被害に遭ったことがある」（1.2％）は極めて低

くなっている。 

 

【過去調査との比較】 

「訪問販売等の勧誘を受けたことがない」は平成30年度調査と比べて、2.5ポイント減少してい

る。「訪問販売等の勧誘を受けたことはあるが、経済的・物的な被害や嫌な思いはしなかった」は0.8

ポイント増加している。 

今回調査 (1,995)
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平成28年調査 (2,175)
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【属性別比較】 

①性別 

「経済的・物的な被害はなかったが、勧誘や契約などの過程で嫌な思いをしたことがある」は男性

（15.6％）の方が女性（13.0％）よりも2.6ポイント高くなっている。 

②年代別 

「訪問販売等の勧誘を受けたことがない」は10歳代・20歳代（76.0％）で７割台半ばを超えて高

くなっている。「経済的・物的な被害はなかったが、勧誘や契約などの過程で嫌な思いをしたことがあ

る」は40歳代（17.3％）と50歳代（17.5％）で１割台半ばを超えてやや高くなっている。 

 

○訪問販売、電話勧誘販売、通信販売による経済的・物的な被害・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)
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③地域別 

「経済的・物的な被害はなかったが、勧誘や契約などの過程で嫌な思いをしたことがある」は北部

地域（22.9％）と利根地域（22.6％）で２割強と高くなっている。「訪問販売等の勧誘を受けたこと

がない」は西部地域（70.8％）で７割を超えて最も高くなっている。 

④性・年代別 

「経済的・物的な被害はなかったが、勧誘や契約などの過程で嫌な思いをしたことがある」は男性

の40歳代（19.4％）、女性の50歳代（19.1％）で約２割と高い。「訪問販売等の勧誘を受けたことが

ない」は男性・女性とも10歳代・20歳代（男性71.6％、女性79.6％）で最も高くなっている。 

⑤職業別 

「訪問販売等の勧誘を受けたことがない」は雇用者（計）（58.1％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「訪問販売等の勧誘を受けたことがない」は独身期（74.4％）で最も高くなっている。 

 

○訪問販売、電話勧誘販売、通信販売による経済的・物的な被害・地域別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 1.2 14.2 24.5 57.2 2.9
地域別
南部地域 190 0.5 14.7 26.3 54.2 4.2
南西部地域 183 2.2 18.0 20.8 53.0 6.0
東部地域 285 1.8 12.3 19.6 64.2 2.1
さいたま地域 380 1.3 11.6 31.6 54.5 1.1
県央地域 144 0.7 11.8 34.0 50.0 3.5
川越比企地域 218 1.4 9.6 21.1 66.1 1.8
西部地域 202 1.0 9.4 16.3 70.8 2.5
利根地域 195 - 22.6 25.1 48.7 3.6
北部地域 166 0.6 22.9 25.9 46.4 4.2
秩父地域 32 3.1 15.6 15.6 65.6 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 - 5.9 88.2 - 
　　　20歳代 64 - 15.6 15.6 67.2 1.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 1.2 12.3 13.6 71.6 1.2
　　　30歳代 127 1.6 14.2 21.3 60.6 2.4
　　　40歳代 191 1.0 19.4 25.1 53.4 1.0
　　　50歳代 171 0.6 15.8 26.3 55.6 1.8
　　　60歳代 190 1.1 14.2 24.7 59.5 0.5
　　　70歳以上 202 - 15.3 26.7 53.5 4.5
女性／18・19歳 11 - - - 90.9 9.1
　　　20歳代 87 - 8.0 10.3 78.2 3.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 - 7.1 9.2 79.6 4.1
　　　30歳代 128 1.6 17.2 25.0 53.9 2.3
　　　40歳代 202 0.5 15.3 27.7 54.5 2.0
　　　50歳代 178 0.6 19.1 27.5 50.6 2.2
　　　60歳代 202 3.5 10.4 27.7 52.5 5.9
　　　70歳以上 225 1.8 8.4 24.4 60.4 4.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 1.1 18.0 25.7 53.6 1.6
雇用者（計） 1,077 0.9 14.8 24.2 58.1 1.9
無職（計） 718 1.5 12.5 24.9 56.7 4.3
ライフステージ別
独身期 215 1.9 9.8 11.2 74.4 2.8
家族形成期 148 0.7 15.5 23.0 59.5 1.4
家族成長前期 197 - 18.8 29.4 49.7 2.0
家族成長後期 168 0.6 16.1 39.3 41.7 2.4
家族成熟期 376 1.1 13.8 23.4 60.1 1.6
高齢期 503 1.4 12.7 28.0 55.1 2.8
その他 388 1.5 15.5 20.1 57.5 5.4
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（６－２）消費生活センターの認知度 

◇『知っている（計）』が83.2％ 

問８ 消費生活についておたずねいたします。 

（２） あなたは契約トラブルの相談・助言や商品テストを行っている消費生活センター

（または消費生活相談窓口）を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活センター（または消費生活相談窓口）の認知度は、「名前も、行っていることも知ってい

る」（48.3％）が５割弱、これに「名前は知っているが、何を行っているかは知らない」（34.9％）を

合わせた『知っている（計）』（83.2％）は８割強である。一方で、「名前も何を行っているところか

も知らない」（14.5％）は１割台半ばとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

「名前も、行っていることも知っている」は平成30年調査から1.9ポイント増加したが、『知ってい

る（計）』は0.6ポイント減少した。 

 

今回調査 (1,995) 83.2

平成30年調査 (2,122) 83.8

平成29年調査 (2,140) 84.4

平成28年調査 (2,175) 86.4

平成27年調査 (2,157) 86.3

平成26年調査 (2,123) 85.3

平成25年調査 (2,130) 85.7

平成24年調査 (2,193) 85.7

平成23年調査 (2,271) 81.2

平成22年調査 (2,253) 83.0
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【属性別比較】 

①性別 

『知っている（計）』は女性（84.7％）が男性（81.4％）よりも3.3ポイント高くなっている。 

②年代別 

『知っている（計）』は60歳代（89.8％）で約９割、50歳代（88.8％）で９割弱と高くなってい

る。一方で、「名前も何を行っているところかも知らない」は10歳代・20歳代（31.8％）で３割強

と最も高くなっている。 

 

○消費生活センターの認知度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 60.7

20歳代 (151) 66.9

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 65.9

30歳代 (255) 78.1

40歳代 (393) 86.0

50歳代 (349) 88.8

60歳代 (392) 89.8

70歳以上 (427) 80.1
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知っている（計）
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③地域別 

『知っている（計）』はいずれの地区でも８割以上となっており、秩父地域（87.5％）、川越比企地

域（86.7％）、南部地域（86.3％）で８割台半ばを超えて高くなっている。 

④性・年代別 

『知っている（計）』は男性では60歳代（88.5％）で９割弱、女性では60歳代（91.1％）で９割

強、50歳代（90.4％）で９割を超えて高くなっている。一方で、「名前も何を行っているところかも

知らない」は女性の10歳代・20歳代（32.7％）で３割強と最も高くなっている。 

⑤職業別 

『知っている（計）』はいずれの職業でも８割以上となっている。 

⑥ライフステージ別 

『知っている（計）』は家族成長前期から高齢期までのライフステージで８割以上となっており、家

族成長後期（91.1％）で９割強と最も高くなっている。 

 

○消費生活センターの認知度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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数
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て
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か
も
知
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な
い

無
回
答

知
.

て
い
る
@

計
B

　全　体 1,995 48.3 34.9 14.5 2.3 83.2
地域別
南部地域 190 46.8 39.5 10.5 3.2 86.3
南西部地域 183 48.6 32.2 14.2 4.9 80.8
東部地域 285 48.8 31.6 17.5 2.1 80.4
さいたま地域 380 47.9 32.4 18.9 0.8 80.3
県央地域 144 51.4 33.3 13.2 2.1 84.7
川越比企地域 218 48.6 38.1 12.4 0.9 86.7
西部地域 202 52.0 32.2 13.9 2.0 84.2
利根地域 195 45.1 39.0 13.8 2.1 84.1
北部地域 166 44.6 39.8 10.2 5.4 84.4
秩父地域 32 53.1 34.4 12.5 - 87.5
性・年代別
男性／18・19歳 17 35.3 29.4 35.3 - 64.7
　　　20歳代 64 31.3 37.5 29.7 1.6 68.8
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 32.1 35.8 30.9 1.2 67.9
　　　30歳代 127 35.4 38.6 23.6 2.4 74.0
　　　40歳代 191 43.5 38.7 16.8 1.0 82.2
　　　50歳代 171 56.1 31.0 11.7 1.2 87.1
　　　60歳代 190 55.3 33.2 10.0 1.6 88.5
　　　70歳以上 202 55.9 23.8 16.8 3.5 79.7
女性／18・19歳 11 27.3 27.3 36.4 9.1 54.6
　　　20歳代 87 25.3 40.2 32.2 2.3 65.5
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 25.5 38.8 32.7 3.1 64.3
　　　30歳代 128 39.1 43.0 15.6 2.3 82.1
　　　40歳代 202 45.5 44.1 8.9 1.5 89.6
　　　50歳代 178 51.1 39.3 6.7 2.8 90.4
　　　60歳代 202 61.4 29.7 6.4 2.5 91.1
　　　70歳以上 225 50.2 30.2 15.6 4.0 80.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 53.0 30.1 14.2 2.7 83.1
雇用者（計） 1,077 44.9 39.5 13.6 1.9 84.4
無職（計） 718 52.4 29.2 15.7 2.6 81.6
ライフステージ別
独身期 215 34.4 38.1 25.1 2.3 72.5
家族形成期 148 34.5 40.5 23.6 1.4 75.0
家族成長前期 197 44.7 40.6 12.7 2.0 85.3
家族成長後期 168 53.0 38.1 8.9 - 91.1
家族成熟期 376 52.7 37.2 8.0 2.1 89.9
高齢期 503 55.1 30.4 12.1 2.4 85.5
その他 388 47.9 30.2 18.0 3.9 78.1
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（７）食品の安全性に対する意識 

◇『不安がある（計）』が52.1％ 

問９ 食品の安全性についておたずねいたします。 

あなたは、食品の安全性に不安がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品の安全性に関して、不安が「多少ある」（42.0％）が４割強と最も高く、「非常にある」

（10.1％）と合わせた『不安がある（計）』（52.1％）は５割強となっている。一方で、不安が「ほと

んどない」（12.7％）と「あまりない」（19.2％）を合わせた『不安はない（計）』（31.9％）は３割

強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

『不安がある（計）』の割合は、平成30年度調査と比べて5.6ポイント減少している。

今回調査 (1,995) 52.1 31.9

平成30年調査 (2,122) 57.7 30.8

平成29年調査 (2,140) 57.3 27.3

平成28年調査 (2,175) 61.2 25.4

平成27年調査 (2,157) 66.5 21.4

平成26年調査 (2,123) 64.9 20.2

平成25年調査 (2,130) 66.2 23.0

平成24年調査 (2,193) 63.8 26.1

平成23年調査 (2,271) 70.2 20.9

平成22年調査 (2,253) 68.5 21.7

平成21年調査 (2,250) 74.5 16.8

平成20年調査 (2,245) 85.8 9.3

平成19年調査 (2,201) 85.7 8.6

平成18年調査 (1,960) 65.6 22.8

平成17年調査 (2,277) 63.3 23.0

平成16年調査 (2,263) 62.4 23.8

平成15年調査 (2,018) 70.8 17.0
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13.7

16.3

16.1
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50.0

11.3

15.0
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:
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【属性別比較】 

①性別 

『不安がある（計）』は女性（58.4％）の方が男性（45.2％）よりも13.2ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『不安がある（計）』は50歳代（59.6％）と60歳代（59.4％）で約６割と高くなっている。一方

で、『不安がない（計）』は10歳代・20歳代（55.9％）で５割台半ばと高くなっている。 

 

○食品の安全性に対する意識・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

『不安がある（計）』は南部地域（63.1％）で最も高く、秩父地域（43.8％）で最も低くなってい

る。 

④性・年代別 

『不安がある（計）』は女性の60歳代（69.4％）で約７割、50歳代（68.0％）で７割弱と高く

なっている。一方で、『不安はない（計）』は男性の10歳代・20歳代（66.7％）で６割台半ばを超え

て最も高くなっている。 

18・19歳 (28) 28.5 46.4

20歳代 (151) 23.8 57.6

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 24.6 55.9

30歳代 (255) 45.1 38.9

40歳代 (393) 49.7 28.0

50歳代 (349) 59.6 23.5

60歳代 (392) 59.4 26.0

70歳以上 (427) 56.9 33.7

7.1

2.6

3.4

5.9

6.4

14.6

14.5

11.0

21.4

21.2

21.2

39.2

43.3

45.0

44.9

45.9

21.4

17.2

17.9

14.1

21.4

16.6

13.5

8.9

25.0

34.4

33.0

22.0

18.6

12.0

15.8

21.5

21.4

23.2

22.9

16.9

9.4

11.5

10.2

12.2

3.6

1.3

1.7

2.0

1.0

0.3

1.0

0.5

男性 (962) 45.2 38.6

女性 (1,033) 58.4 25.6

【年代別】

8.2

11.8

37.0

46.6

15.3

14.9

21.6

17.0

17.0

8.6

0.8

1.1

  全  体 (1,995) 52.1 31.9
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⑤職業別 

『不安がある（計）』は無職（計）（54.8％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『不安がある（計）』は高齢期（60.4％）で６割を超えて高くなっている。『不安はない（計）』は

独身期（52.6％）で５割強と高くなっている。 

 

○食品の安全性に対する意識・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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ほ
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ど
な
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無
回
答

不
安
が
あ
る
B

計
D

不
安
は
な
い
B

計
D

　全　体 1,995 10.1 42.0 15.1 19.2 12.7 1.0 52.1 31.9
地域別
南部地域 190 8.9 54.2 9.5 13.2 13.2 1.1 63.1 26.4
南西部地域 183 10.9 35.5 25.1 17.5 10.4 0.5 46.4 27.9
東部地域 285 6.7 40.7 16.1 23.2 11.9 1.4 47.4 35.1
さいたま地域 380 10.0 41.6 10.0 23.9 14.5 - 51.6 38.4
県央地域 144 7.6 43.1 18.8 14.6 13.9 2.1 50.7 28.5
川越比企地域 218 11.5 42.2 14.7 18.3 12.8 0.5 53.7 31.1
西部地域 202 12.4 37.1 19.8 16.8 12.9 1.0 49.5 29.7
利根地域 195 10.3 41.5 14.4 20.5 12.3 1.0 51.8 32.8
北部地域 166 13.3 45.2 13.3 15.1 10.8 2.4 58.5 25.9
秩父地域 32 12.5 31.3 12.5 31.3 12.5 - 43.8 43.8
性・年代別
男性／18・19歳 17 11.8 11.8 23.5 35.3 17.6 - 23.6 52.9
　　　20歳代 64 - 14.1 14.1 39.1 31.3 1.6 14.1 70.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 2.5 13.6 16.0 38.3 28.4 1.2 16.1 66.7
　　　30歳代 127 3.1 37.8 16.5 22.0 18.9 1.6 40.9 40.9
　　　40歳代 191 5.2 39.3 18.8 22.5 13.6 0.5 44.5 36.1
　　　50歳代 171 11.1 39.8 18.7 16.4 13.5 0.6 50.9 29.9
　　　60歳代 190 14.7 34.2 15.3 17.9 17.4 0.5 48.9 35.3
　　　70歳以上 202 7.9 44.1 7.9 21.8 17.3 1.0 52.0 39.1
女性／18・19歳 11 - 36.4 18.2 9.1 27.3 9.1 36.4 36.4
　　　20歳代 87 4.6 26.4 19.5 31.0 17.2 1.1 31.0 48.2
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 4.1 27.6 19.4 28.6 18.4 2.0 31.7 47.0
　　　30歳代 128 8.6 40.6 11.7 21.9 14.8 2.3 49.2 36.7
　　　40歳代 202 7.4 47.0 23.8 14.9 5.4 1.5 54.4 20.3
　　　50歳代 178 18.0 50.0 14.6 7.9 9.6 - 68.0 17.5
　　　60歳代 202 14.4 55.0 11.9 13.9 3.5 1.5 69.4 17.4
　　　70歳以上 225 13.8 47.6 9.8 21.3 7.6 - 61.4 28.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 12.6 36.1 18.0 16.9 16.4 - 48.7 33.3
雇用者（計） 1,077 8.0 42.6 16.8 18.7 12.8 1.1 50.6 31.5
無職（計） 718 12.3 42.5 11.8 20.9 11.7 0.8 54.8 32.6
ライフステージ別
独身期 215 2.8 25.1 17.7 32.1 20.5 1.9 27.9 52.6
家族形成期 148 8.1 37.8 14.2 19.6 18.9 1.4 45.9 38.5
家族成長前期 197 7.1 47.7 18.3 18.8 7.1 1.0 54.8 25.9
家族成長後期 168 12.5 43.5 20.2 12.5 11.3 - 56.0 23.8
家族成熟期 376 13.8 43.6 15.4 14.9 11.4 0.8 57.4 26.3
高齢期 503 11.3 49.1 9.3 18.7 10.9 0.6 60.4 29.6
その他 388 10.1 38.4 17.3 20.1 12.9 1.3 48.5 33.0
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（８）外国人増加に対する感想 

◇「よいとも悪いともいえない」が49.1％ 

問10 県内の外国人住民についておたずねいたします。県内には、１８万人を超える外国人

が住んでおり、今後も増えていくことが予想されています。あなたは、お住まいの地域

に外国人が増えていくことをどのように思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に外国人が増えていくことに関して、「よいとも悪いともいえない」（49.1％）が約５割と最も

高く、次いで、「あまり、よいことだとは思わない」（18.1％）が２割弱、「よいことだとは思わな

い」（4.4％）と合わせた『よいことだとは思わない（計）』（22.5％）は２割強となっている。一方

で、「よいことだと思う」（4.6％）と「どちらかといえばよいことだと思う」（10.4％）を合わせた

『よいことだと思う（計）』（15.0％）は１割台半ばとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『よいことだと思う（計）』が0.5ポイント減少している。 

 

今回調査 (1,995) 15.0 22.5

平成30年調査 (2,122) 15.5 22.46.1 9.4 50.2 18.0 4.4 8.5 3.3
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【属性別比較】 

①性別 

『よいことだと思う（計）』は男性（16.1％）の方が女性（13.9％）よりも2.2ポイント高くなっ

ている。 

②年代別 

『よいことだと思う（計）』は10歳代・20歳代（25.1％）で２割台半ばと高くなっている。一方

で、『よいことだとは思わない（計）』は70歳以上（26.0％）で２割台半ばを超えて高くなってい

る。 

 

○外国人増加に対する感想・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

『よいことだと思う（計）』は秩父地域（40.6％）で４割を超えて最も高くなっている。一方で、

『よいことだとは思わない（計）』は南部地域（36.8％）で３割台半ばを超えて最も高くなってい

る。 

18・19歳 (28) 25.0 10.7

20歳代 (151) 25.1 15.2

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 25.1 14.5

30歳代 (255) 16.5 21.6

40歳代 (393) 11.5 22.2

50歳代 (349) 14.6 23.2

60歳代 (392) 14.0 22.4

70歳以上 (427) 14.0 26.0

21.4

13.2

14.5

5.9

3.1

3.4

2.0

4.2

3.6

11.9

10.6

10.6

8.4

11.2

12.0

9.8

42.9

39.1

39.7

45.9

50.6

49.9

55.1

47.5

3.6

10.6

9.5

14.9

18.6

17.8
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5.0
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9.0
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8.0

5.9

10.5

7.1

7.9

7.8

7.1

5.9

4.3

2.6

1.9

男性 (962) 16.1 24.8

女性 (1,033) 13.9 20.2

【年代別】
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  全  体 (1,995) 15.0 22.5
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④性・年代別 

『よいことだと思う（計）』は男性10歳代・20歳代（29.6％）で約３割と最も高くなっている。

『よいことだとは思わない（計）』は男性の70歳以上（28.7％）と40歳代（28.3％）で３割弱と高

くなっている。 

⑤職業別 

『よいことだとは思わない（計）』は自営業・家族従業（計）（24.6％）で２割台半ばと最も高い。 

⑥ライフステージ別 

『よいことだと思う（計）』は独身期（23.2％）で２割強と最も高くなっている。『よいことだとは

思わない（計）』は高齢期（25.5％）と家族成熟期（24.2％）で２割台半ばと高くなっている。 
 

○外国人増加に対する感想・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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=
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無
回
答

よ
い
こ
と
だ
と
思
う
C

計
E

よ
い
こ
と
だ
と
は
思
わ
な
い
C

計
E

　全　体 1,995 4.6 10.4 49.1 18.1 4.4 9.1 4.4 15.0 22.5
地域別
南部地域 190 2.1 6.8 44.2 30.5 6.3 5.8 4.2 8.9 36.8
南西部地域 183 2.7 9.3 54.1 16.4 6.6 6.0 4.9 12.0 23.0
東部地域 285 5.3 10.5 53.7 14.0 3.2 8.8 4.6 15.8 17.2
さいたま地域 380 5.5 12.9 51.1 18.2 4.5 6.1 1.8 18.4 22.7
県央地域 144 3.5 6.9 53.5 17.4 1.4 9.7 7.6 10.4 18.8
川越比企地域 218 2.3 11.5 47.7 17.9 6.4 12.8 1.4 13.8 24.3
西部地域 202 8.4 14.4 44.6 12.4 3.5 13.9 3.0 22.8 15.9
利根地域 195 4.1 8.2 49.2 16.9 4.1 10.8 6.7 12.3 21.0
北部地域 166 3.6 6.0 43.4 22.3 3.0 11.4 10.2 9.6 25.3
秩父地域 32 15.6 25.0 34.4 15.6 3.1 3.1 3.1 40.6 18.7
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 5.9 35.3 5.9 11.8 17.6 - 29.4 17.7
　　　20歳代 64 17.2 12.5 35.9 6.3 4.7 18.8 4.7 29.7 11.0
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 18.5 11.1 35.8 6.2 6.2 18.5 3.7 29.6 12.4
　　　30歳代 127 5.5 11.8 43.3 14.2 7.9 9.4 7.9 17.3 22.1
　　　40歳代 191 3.1 7.9 46.1 22.5 5.8 10.5 4.2 11.0 28.3
　　　50歳代 171 4.1 11.7 45.6 19.3 7.6 7.6 4.1 15.8 26.9
　　　60歳代 190 3.2 13.2 50.0 18.9 3.7 8.9 2.1 16.4 22.6
　　　70歳以上 202 4.0 10.9 45.5 26.2 2.5 9.9 1.0 14.9 28.7
女性／18・19歳 11 18.2 - 54.5 - - 9.1 18.2 18.2 - 
　　　20歳代 87 10.3 11.5 41.4 13.8 4.6 8.0 10.3 21.8 18.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 11.2 10.2 42.9 12.2 4.1 8.2 11.2 21.4 16.3
　　　30歳代 128 6.3 9.4 48.4 15.6 5.5 8.6 6.3 15.7 21.1
　　　40歳代 202 3.0 8.9 55.0 14.9 1.5 9.4 7.4 11.9 16.4
　　　50歳代 178 2.8 10.7 53.9 16.3 3.4 8.4 4.5 13.5 19.7
　　　60歳代 202 1.0 10.9 59.9 19.3 3.0 3.0 3.0 11.9 22.3
　　　70歳以上 225 4.4 8.9 49.3 19.1 4.4 11.1 2.7 13.3 23.5
職業別
自営業・家族従業（計） 183 4.9 11.5 46.4 20.8 3.8 9.8 2.7 16.4 24.6
雇用者（計） 1,077 4.1 11.0 48.8 17.5 4.5 8.7 5.4 15.1 22.0
無職（計） 718 5.3 8.8 50.6 18.5 4.3 9.2 3.3 14.1 22.8
ライフステージ別
独身期 215 11.6 11.6 40.5 12.6 5.6 10.7 7.4 23.2 18.2
家族形成期 148 6.1 8.8 44.6 16.9 5.4 12.2 6.1 14.9 22.3
家族成長前期 197 5.1 11.2 50.8 13.2 4.1 9.6 6.1 16.3 17.3
家族成長後期 168 3.0 11.3 51.2 15.5 3.6 10.1 5.4 14.3 19.1
家族成熟期 376 2.1 10.6 51.3 20.2 4.0 9.0 2.7 12.7 24.2
高齢期 503 2.8 11.9 49.5 21.7 3.8 8.3 2.0 14.7 25.5
その他 388 5.2 7.2 51.3 18.6 4.9 7.2 5.7 12.4 23.5
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（８－１）外国人増加をよいことだと思う理由 

◇「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」が49.0％ 

（問10で「よいことだと思う」または「どちらかといえばよいことだと思う」と答えた方に） 

問10－１ その理由は何ですか。次の中から２つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人増加をよいことだと思う理由は、「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」

（49.0％）が約５割と最も高く、次いで、「新たな視点が加わり多様性豊かな地域になる」

（37.9％）、「少子・高齢化が進む中で、人材が確保される」（26.2％）、「国際的な感覚が養われる」

（25.5％）、「地域経済が活性化される」（21.8％）などとなっている。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」は東部地域と県央地域（ともに60.0％）で６割

と最も高く、西部地域（58.7％）で６割弱と高くなっている。 

②性別 

「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」は女性（50.3％）が男性（47.7％）を2.6ポイ

ント上回っている。また、「地域経済が活性化される」は男性（25.2％）が女性（18.2％）を7.0ポ

イント上回っている。 

③年代別 

「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」は40歳代（60.0％）で６割と最も高くなって

いる。「少子・高齢化が進む中で、人材が確保される」は60歳代（38.2％）で４割弱と最も高くなっ

ている。 

④性・年代別 

「少子・高齢化が進む中で、人材が確保される」は男性60歳代（38.7％）で４割弱と最も高く

なっている。 

  

n=(298) (M .T.=489)  

外国の言葉や異なる文化に触れる
機会が増える

新たな視点が加わり多様性豊かな
地域になる

少子・高齢化が進む中で、
人材が確保される

国際的な感覚が養われる

地域経済が活性化される

その他

特にない

わからない

無回答

49.0

37.9

26.2

25.5

21.8

0.7

2.3

0.7

1.0

0 10 20 30 40 50 60 (%)
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⑤職業別 

「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」は雇用者（計）（55.8％）で５割台半ばと最も

高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「外国の言葉や異なる文化に触れる機会が増える」は家族成長前期（62.5％）で６割強と最も高く

なっている。 

 

○外国人増加をよいことだと思う理由・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 298 49.0 37.9 26.2 25.5 21.8 0.7 2.3 0.7 1.0
地域別
南部地域 17 35.3 41.2 35.3 35.3 23.5 - - - - 
南西部地域 22 45.5 27.3 27.3 13.6 31.8 4.5 - - - 
東部地域 45 60.0 35.6 20.0 33.3 13.3 - 4.4 - - 
さいたま地域 70 48.6 48.6 27.1 15.7 25.7 1.4 2.9 - - 
県央地域 15 60.0 53.3 26.7 13.3 26.7 - - - - 
川越比企地域 30 36.7 33.3 23.3 36.7 13.3 - 3.3 - 3.3
西部地域 46 58.7 37.0 21.7 32.6 15.2 - 2.2 - 2.2
利根地域 24 45.8 37.5 25.0 33.3 16.7 - - 8.3 - 
北部地域 16 50.0 25.0 37.5 31.3 25.0 - - - - 
秩父地域 13 23.1 15.4 38.5 - 53.8 - 7.7 - 7.7
性別  
男性 155 47.7 37.4 25.8 24.5 25.2 0.6 2.6 0.6 1.3
女性 143 50.3 38.5 26.6 26.6 18.2 0.7 2.1 0.7 0.7
年代別
18・19歳 7 57.1 57.1 - 42.9 14.3 - - - - 
20歳代 38 57.9 34.2 21.1 26.3 23.7 - 7.9 - - 
【再掲】10歳代・20歳代 45 57.8 37.8 17.8 28.9 22.2 - 6.7 - - 
30歳代 42 57.1 38.1 21.4 28.6 26.2 - 2.4 - - 
40歳代 45 60.0 40.0 20.0 33.3 13.3 - - 2.2 - 
50歳代 51 47.1 41.2 27.5 19.6 17.6 - - 2.0 3.9
60歳代 55 45.5 36.4 38.2 25.5 23.6 - 1.8 - - 
70歳以上 60 33.3 35.0 28.3 20.0 26.7 3.3 3.3 - 1.7
性・年代別
男性／18・19歳 5 40.0 40.0 - 60.0 20.0 - - - - 
　　　20歳代 19 47.4 36.8 26.3 21.1 26.3 - 10.5 - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 24 45.8 37.5 20.8 29.2 25.0 - 8.3 - - 
　　　30歳代 22 63.6 45.5 22.7 27.3 22.7 - - - - 
　　　40歳代 21 52.4 33.3 14.3 38.1 23.8 - - 4.8 - 
　　　50歳代 27 40.7 40.7 25.9 22.2 25.9 - - - 7.4
　　　60歳代 31 48.4 41.9 38.7 16.1 22.6 - 3.2 - - 
　　　70歳以上 30 40.0 26.7 26.7 20.0 30.0 3.3 3.3 - - 
女性／18・19歳 2 100.0 100.0 - - - - - - - 
　　　20歳代 19 68.4 31.6 15.8 31.6 21.1 - 5.3 - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 21 71.4 38.1 14.3 28.6 19.0 - 4.8 - - 
　　　30歳代 20 50.0 30.0 20.0 30.0 30.0 - 5.0 - - 
　　　40歳代 24 66.7 45.8 25.0 29.2 4.2 - - - - 
　　　50歳代 24 54.2 41.7 29.2 16.7 8.3 - - 4.2 - 
　　　60歳代 24 41.7 29.2 37.5 37.5 25.0 - - - - 
　　　70歳以上 30 26.7 43.3 30.0 20.0 23.3 3.3 3.3 - 3.3
職業別
自営業・家族従業（計） 30 40.0 43.3 26.7 33.3 20.0 - 3.3 - - 
雇用者（計） 163 55.8 39.3 26.4 23.9 19.6 - 1.2 0.6 1.2
無職（計） 101 42.6 34.7 24.8 25.7 25.7 2.0 4.0 - 1.0
ライフステージ別
独身期 50 58.0 40.0 22.0 30.0 22.0 - 2.0 - - 
家族形成期 22 50.0 45.5 13.6 22.7 27.3 - 9.1 - - 
家族成長前期 32 62.5 31.3 31.3 28.1 12.5 - 3.1 - - 
家族成長後期 24 50.0 50.0 20.8 33.3 20.8 - - - - 
家族成熟期 48 47.9 39.6 25.0 20.8 20.8 - 4.2 - 2.1
高齢期 74 36.5 32.4 32.4 24.3 29.7 1.4 1.4 - 1.4
その他 48 50.0 37.5 27.1 22.9 14.6 2.1 - 4.2 2.1
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（８－２）外国人増加をよいことだと思わない理由 

◇「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」74.8％と「治安が悪化する（犯罪が

増える）」69.9％の割合が高い 

（問10で「あまり、よいことだとは思わない」または「よいことだとは思わない」と答えた

方に） 

問10－２ その理由は何ですか。次の中から２つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人増加をよいことだと思わない理由は、「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起

こる」（74.8％）と「治安が悪化する（犯罪が増える）」（69.9％）が高くなっている。次いで、「自治

会などの地域活動が難しくなる」（10.3％）、「日本人の雇用機会が奪われる」（8.5％）「日本の伝統や

文化が損なわれる」（5.8％）などとなっている。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」は西部地域（81.3％）と川越比企地

域（81.1％）で８割強と高く、南部地域（80.0％）で８割と高くなっている。また、「治安が悪化す

る（犯罪が増える）」は北部地域（81.0％）で８割強と最も高くなっている。 

②性別 

「自治会などの地域活動が難しくなる」は男性（13.0％）の方が女性（7.2％）よりも5.8ポイント

高くなっている。一方で、「日本人の雇用機会が奪われる」は女性（10.5％）の方が男性（6.7％）よ

りも3.8ポイント高くなっている。 

③年代別 

「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」は30歳代（81.8％）で８割強、40

歳代（80.5％）で８割を超えて高くなっている。「治安が悪化する（犯罪が増える）」についても40

歳代（77.0％）で最も高くなっている。 

④性・年代別 

「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」は女性40歳代（81.8％）で８割強

と最も高くなっている。また、「治安が悪化する（犯罪が増える）」も女性40歳代（78.8％）で８割

弱と最も高くなっている。 

n=(448) (M .T.=769)  

言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、
トラブルが起こる

治安が悪化する（犯罪が増える）

自治会などの地域活動が難しくなる

日本人の雇用機会が奪われる

日本の伝統や文化が損なわれる

その他

特にない

わからない

無回答

74.8

69.9

10.3

8.5

5.8

2.0

0.4

-

0.4

0 20 40 60 80 (%)
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⑤職業別 

「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」は雇用者（計）（79.7％）で約８割

と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「言葉や習慣、生活ルールなどの問題で、トラブルが起こる」は独身期（89.7％）で約９割と最も

高くなっている。「治安が悪化する（犯罪が増える）」は家族形成期（84.8％）で８割台半ばと最も高

くなっている。 

 

○外国人増加をよいことだと思わない理由・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 448 74.8 69.9 10.3 8.5 5.8 2.0 0.4 - 0.4
地域別
南部地域 70 80.0 67.1 11.4 1.4 1.4 4.3 - - 1.4
南西部地域 42 71.4 69.0 11.9 14.3 7.1 2.4 - - - 
東部地域 49 67.3 61.2 8.2 8.2 12.2 4.1 2.0 - - 
さいたま地域 86 72.1 76.7 9.3 9.3 8.1 2.3 - - - 
県央地域 27 77.8 59.3 18.5 18.5 - - - - - 
川越比企地域 53 81.1 66.0 5.7 3.8 9.4 - - - - 
西部地域 32 81.3 75.0 6.3 9.4 - 3.1 - - 3.1
利根地域 41 68.3 70.7 14.6 12.2 7.3 - 2.4 - - 
北部地域 42 73.8 81.0 7.1 9.5 2.4 - - - - 
秩父地域 6 83.3 50.0 33.3 - - - - - - 
性別  
男性 239 74.5 69.0 13.0 6.7 6.7 3.3 0.4 - 0.8
女性 209 75.1 70.8 7.2 10.5 4.8 0.5 0.5 - - 
年代別
18・19歳 3 100.0 33.3 - - - 33.3 - - - 
20歳代 23 82.6 73.9 4.3 4.3 4.3 - - - - 
【再掲】10歳代・20歳代 26 84.6 69.2 3.8 3.8 3.8 3.8 - - - 
30歳代 55 81.8 74.5 1.8 10.9 7.3 1.8 - - - 
40歳代 87 80.5 77.0 5.7 9.2 2.3 2.3 - - 1.1
50歳代 81 75.3 69.1 11.1 14.8 6.2 2.5 - - - 
60歳代 88 73.9 67.0 8.0 6.8 3.4 1.1 2.3 - - 
70歳以上 111 64.9 64.9 20.7 4.5 9.9 1.8 - - 0.9
性・年代別
男性／18・19歳 3 100.0 33.3 - - - 33.3 - - - 
　　　20歳代 7 85.7 85.7 14.3 - - - - - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 10 90.0 70.0 10.0 - - 10.0 - - - 
　　　30歳代 28 78.6 75.0 3.6 7.1 7.1 3.6 - - - 
　　　40歳代 54 79.6 75.9 3.7 9.3 3.7 3.7 - - 1.9
　　　50歳代 46 78.3 67.4 15.2 15.2 6.5 4.3 - - - 
　　　60歳代 43 74.4 69.8 9.3 2.3 4.7 - 2.3 - - 
　　　70歳以上 58 62.1 60.3 27.6 1.7 12.1 3.4 - - 1.7
女性／18・19歳 - - - - - - - - - - 
　　　20歳代 16 81.3 68.8 - 6.3 6.3 - - - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 16 81.3 68.8 - 6.3 6.3 - - - - 
　　　30歳代 27 85.2 74.1 - 14.8 7.4 - - - - 
　　　40歳代 33 81.8 78.8 9.1 9.1 - - - - - 
　　　50歳代 35 71.4 71.4 5.7 14.3 5.7 - - - - 
　　　60歳代 45 73.3 64.4 6.7 11.1 2.2 2.2 2.2 - - 
　　　70歳以上 53 67.9 69.8 13.2 7.5 7.5 - - - - 
職業別
自営業・家族従業（計） 45 75.6 62.2 11.1 6.7 6.7 - - - - 
雇用者（計） 236 79.7 70.3 6.8 7.2 6.4 2.5 0.4 - 0.8
無職（計） 164 67.1 70.7 15.2 11.0 4.9 1.8 0.6 - - 
ライフステージ別
独身期 39 89.7 64.1 5.1 7.7 12.8 2.6 - - - 
家族形成期 33 72.7 84.8 - 6.1 - 3.0 - - - 
家族成長前期 34 85.3 76.5 2.9 14.7 2.9 - - - - 
家族成長後期 32 75.0 75.0 12.5 6.3 - 3.1 - - 3.1
家族成熟期 91 75.8 75.8 7.7 6.6 4.4 1.1 1.1 - - 
高齢期 128 64.1 61.7 19.5 6.3 8.6 1.6 0.8 - 0.8
その他 91 79.1 68.1 7.7 13.2 5.5 3.3 - - - 
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（８－３）外国人増加をよいとも悪いともいえない理由 

◇「よいところも悪いところもある」が59.2％ 

（問10で「よいとも悪いともいえない」を答えた方に） 

問10－３ その理由は何ですか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人増加をよいとも悪いともいえない理由は、「よいところも悪いところもある」（59.2％）が約

６割と最も高く、「仕方がないことと考えている」（20.4％）が２割を超え、「身近に外国人がいな

い」（14.7％）が１割台半ばとなっている。 
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【属性別比較】 

①性別 

「身近に外国人がいない」は女性（15.8％）の方が男性（13.3％）よりも2.5ポイント高くなって

いる。一方で、「当然そうあるべきことと考えている」は男性（5.9％）の方が女性（3.3％）よりも

2.6ポイント高くなっている。 

②年代別 

「よいところも悪いところもある」は30歳代（71.8％）で７割強と最も高くなっている。「仕方が

ないことと考えている」は60歳代（25.0％）で２割台半ばと最も高くなっている。また、「身近に外

国人がいない」は70歳以上（19.7％）で約２割と高くなっている。 

 

○外国人増加をよいとも悪いともいえない理由・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18・19歳 (12)

20歳代 (59)

【再掲】10歳代・20歳代 (71)

30歳代 (117)

40歳代 (199)

50歳代 (174)

60歳代 (216)

70歳以上 (203)
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16.9

16.9
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③地域別 

「よいところも悪いところもある」は北部地域（70.8％）と南部地域（70.2％）で７割を超え、西

部地域（70.0％）で７割と高くなっている。 

④性・年代別 

「よいところも悪いところもある」は女性の30歳代（77.4％）で７割台半ばを超えて最も高く

なっている。「仕方がないことと考えている」は女性の60歳代（28.1％）で３割弱と最も高くなって

いる。 

⑤職業別 

「よいところも悪いところもある」は雇用者（計）（63.7％）で６割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「よいところも悪いところもある」は家族成長前期（71.0％）で７割強と最も高く、家族成長後期

（70.9％）で７割を超えて高くなっている。 

 

○外国人増加をよいとも悪いともいえない理由・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 980 4.5 14.7 59.2 20.4 0.6 0.6
地域別
南部地域 84 4.8 6.0 70.2 19.0 - - 
南西部地域 99 2.0 25.3 52.5 17.2 2.0 1.0
東部地域 153 2.6 13.7 52.9 30.1 - 0.7
さいたま地域 194 7.7 14.4 48.5 26.8 1.0 1.5
県央地域 77 2.6 16.9 68.8 11.7 - - 
川越比企地域 104 7.7 12.5 59.6 19.2 1.0 - 
西部地域 90 5.6 11.1 70.0 13.3 - - 
利根地域 96 2.1 20.8 60.4 15.6 1.0 - 
北部地域 72 2.8 9.7 70.8 15.3 - 1.4
秩父地域 11 - 18.2 63.6 18.2 - - 
性・年代別
男性／18・19歳 6 - - 83.3 16.7 - - 
　　　20歳代 23 - 21.7 56.5 21.7 - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 29 - 17.2 62.1 20.7 - - 
　　　30歳代 55 3.6 12.7 65.5 16.4 1.8 - 
　　　40歳代 88 5.7 9.1 69.3 12.5 1.1 2.3
　　　50歳代 78 2.6 9.0 60.3 26.9 1.3 - 
　　　60歳代 95 8.4 16.8 52.6 21.1 1.1 - 
　　　70歳以上 92 9.8 16.3 45.7 25.0 1.1 2.2
女性／18・19歳 6 - - 83.3 16.7 - - 
　　　20歳代 36 8.3 22.2 55.6 13.9 - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 42 7.1 19.0 59.5 14.3 - - 
　　　30歳代 62 3.2 6.5 77.4 11.3 1.6 - 
　　　40歳代 111 2.7 15.3 60.4 21.6 - - 
　　　50歳代 96 3.1 11.5 68.8 15.6 - 1.0
　　　60歳代 121 3.3 17.4 51.2 28.1 - - 
　　　70歳以上 111 2.7 22.5 52.3 21.6 - 0.9
職業別
自営業・家族従業（計） 85 5.9 17.6 56.5 18.8 1.2 - 
雇用者（計） 526 4.6 11.6 63.7 18.8 0.6 0.8
無職（計） 363 3.6 18.5 53.7 23.4 0.3 0.6
ライフステージ別
独身期 87 4.6 16.1 60.9 18.4 - - 
家族形成期 66 3.0 12.1 68.2 16.7 - - 
家族成長前期 100 4.0 6.0 71.0 17.0 1.0 1.0
家族成長後期 86 3.5 8.1 70.9 15.1 1.2 1.2
家族成熟期 193 5.7 15.5 58.0 20.2 0.5 - 
高齢期 249 5.2 18.5 49.0 25.7 0.8 0.8
その他 199 3.5 16.6 58.3 20.1 0.5 1.0
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（９）埼玉県に関する情報の入手先 

◇「県広報紙「彩の国だより」」が43.4％ 

問11 あなたは、埼玉県に関する情報を主にどこから入手していますか。次の中から３つま

で選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会・婦人会・老人会などの回覧

県広報紙「彩の国だより」

市町村の広報紙

新聞の記事

テレビ・ラジオのニュース
（「県広報テレビ番組」、「県広報ラジオ番組」以外）

埼玉県庁ＬＩＮＥ＠（ライン）

インターネット（「県ホームページ」、「埼玉県庁フェイスブック」、
「埼玉県庁ツイッター」、「埼玉県庁ライン」、「埼玉県スマートフォンアプリ

『ポケットブックまいたま』」、「市町村ホームページ」以外）

口コミ

市町村ホームページ

ミニコミ紙やタウン紙

県ホームページ

県広報ラジオ番組「ＦＭ　ＮＡＣＫ５　モーニングスクエア」

県広報テレビ番組「魅力まるごと　いまドキッ！埼玉」

ケーブルテレビ・コミュニティＦＭ

埼玉県スマートフォンアプリ「ポケットブックまいたま」

埼玉県庁 Twitter（ツイッター）

市町村から直接（窓口、出前講座等）

県庁・県の地域機関から直接（窓口、出前講座等）

埼玉県庁 Facebook（フェイスブック）

その他

無回答
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0.5

0.9

0.8

0.1

0.8

0.3

1.7

1.4

51.5

43.8

33.2

27.0

15.7

13.6

8.2

6.2
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今回調査 n=(1,995) 

(M .T.=4,322)  

平成30年調査 n=(2,122) 

(M .T.=4,668) 

平成29年調査 n=(2,140) 

(M .T.=4,813) 

(%)

※ 平成29年調査から番組名の変更に伴い、「県広報テレビ番組『テレ玉 彩の国ニュース ほっと』」を「県広報テレビ番組『魅力
まるごと いまドキッ！埼玉』」へ変更した。 
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埼玉県に関する情報の入手先は、「県広報紙「彩の国だより」」（43.4％）が４割強と最も高く、次

いで、「市町村の広報紙」（40.5％）が４割を超え、「新聞の記事」（34.6％）が３割台半ばとなってい

る。以下、「テレビ・ラジオのニュース」（33.3％）、「自治会・婦人会・老人会などの回覧」

（16.0％）、「インターネット」（15.4％）、「口コミ」（8.3％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「テレビ・ラジオのニュース」は4.4ポイント、「市町村の広報紙」は2.6ポ

イント増加している。一方で、「県広報紙「彩の国だより」」は3.7ポイント減少している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「県広報紙「彩の国だより」」は東部地域（50.9％）で５割を超えて最も高くなっている。「市町村

の広報紙」は秩父地域（62.5％）で６割強と最も高くなっている。「新聞の記事」は利根地域

（44.1％）で４割台半ばと最も高くなっている。「テレビ・ラジオのニュース」は秩父地域

（53.1％）で５割強と最も高くなっている。 

②性別 

「市町村の広報紙」は女性（44.8％）の方が男性（35.8％）よりも9.0ポイント高く、「県広報紙

「彩の国だより」」は女性（47.1％）の方が男性（39.3％）よりも7.8ポイント高くなっている。一

方で、「新聞の記事」は男性（38.7％）の方が女性（30.8％）よりも7.9ポイント高く、「インター

ネット」は男性（18.8％）の方が女性（12.2％）よりも6.6ポイント高くなっている。 

③年代別 

「県広報紙「彩の国だより」」は70歳以上（62.1％）で６割強、60歳代（57.4％）で５割台半ば

を超えて高くなっている。「市町村の広報紙」は50歳代以降、「新聞の記事」は60歳代以降でいずれ

も４割以上と高くなっている。「テレビ・ラジオのニュース」は10歳代・20歳代（38.0％）で４割

弱と高くなっている。「インターネット」は10歳代・20歳代（35.8％）で３割台半ばと高くなって

いる。 

④性・年代別 

「県広報紙「彩の国だより」」は女性60歳代（64.4％）で６割台半ば、男性70歳以上（62.4％）

で６割強と高く、男女ともに10歳代・20歳代（男性17.3％、女性14.3％）で最も低くなっている。

「市町村の広報紙」は女性50歳代（52.8％）で５割強と最も高く、男性10歳代・20歳代（8.6％）

で１割未満と最も低くなっている。「インターネット」は男女ともに10歳代・20歳代（男性

32.1％、女性38.8％）と30歳代（男性30.7％、女性22.7％）でそれぞれ高く、年代が上がるほど

割合が低くなる傾向になっている。 

⑤職業別 

「県広報紙「彩の国だより」」は無職（計）（53.3％）で５割強と最も高くなっている。「新聞の記

事」は無職（計）（42.5％）で４割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「県広報紙「彩の国だより」」は高齢期（62.8％）で６割強と最も高く、家族成熟期（50.8％）で

５割を超えて高くなっている。「市町村の広報紙」は家族成長前期（41.6％）から高齢期（48.7％）

で高く、「インターネット」は独身期（34.9％）から家族成長前期（20.8％）で高くなっている。 
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○埼玉県に関する情報の入手先・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 43.4 40.5 34.6 33.3 16.0 15.4 8.3 4.8 4.4 4.3 2.2 2.1 2.1 1.9 0.9 0.8 0.4 0.4 0.2 1.0 3.0
地域別
南部地域 190 42.6 39.5 31.6 33.7 20.0 14.7 10.5 5.8 3.7 4.2 1.6 3.2 2.6 1.1 1.6 2.1 - 1.1 0.5 1.1 3.7
南西部地域 183 37.7 35.5 26.8 26.8 15.3 15.3 13.1 4.4 4.4 4.4 2.2 2.7 2.2 1.1 0.5 0.5 1.6 0.5 0.5 1.1 4.4
東部地域 285 50.9 37.5 28.8 30.2 10.5 15.4 7.0 3.5 5.6 3.2 2.8 2.1 0.7 2.8 0.7 0.7 - - - 1.1 2.5
さいたま地域 380 47.6 29.5 34.7 35.8 15.0 14.5 5.5 3.9 5.5 3.7 1.1 1.3 2.1 1.6 0.8 0.5 0.5 1.1 - 1.1 3.4
県央地域 144 36.1 46.5 35.4 31.9 21.5 24.3 6.3 3.5 3.5 8.3 1.4 0.7 1.4 3.5 - - - - - 2.8 1.4
川越比企地域 218 43.1 47.2 43.1 37.2 12.4 17.0 5.5 5.5 5.0 4.6 4.1 3.2 1.8 1.4 0.9 - 0.9 - 0.5 0.5 2.3
西部地域 202 40.1 39.1 32.7 30.2 12.4 12.4 13.4 7.9 3.0 3.5 2.0 3.0 5.9 1.5 1.5 2.0 0.5 - - - 4.0
利根地域 195 42.1 51.8 44.1 27.7 15.9 18.5 9.7 4.1 2.6 3.6 3.1 2.1 0.5 2.1 - 0.5 - - 0.5 0.5 3.6
北部地域 166 42.2 47.0 36.7 42.2 24.1 10.8 7.2 4.2 4.2 6.0 2.4 1.2 2.4 1.8 1.2 1.2 - - - 1.2 1.8
秩父地域 32 31.3 62.5 28.1 53.1 37.5 3.1 3.1 12.5 3.1 3.1 - - - 3.1 3.1 - - - - - - 
性別  
男性 962 39.3 35.8 38.7 34.7 12.8 18.8 8.2 4.4 3.8 5.5 3.2 2.1 2.3 1.2 0.9 0.8 0.4 0.5 0.2 0.9 2.8
女性 1,033 47.1 44.8 30.8 31.9 19.0 12.2 8.3 5.2 4.8 3.2 1.3 2.1 1.9 2.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.2 1.0 3.2
年代別
18・19歳 28 10.7 7.1 21.4 39.3 3.6 25.0 14.3 3.6 - 3.6 - - 7.1 3.6 - - - - - - 14.3
20歳代 151 16.6 13.9 13.9 37.7 6.0 37.7 25.2 4.6 3.3 1.3 2.0 0.7 0.7 1.3 2.0 - - - - 3.3 6.0
【再掲】10歳代・20歳代 179 15.6 12.8 15.1 38.0 5.6 35.8 23.5 4.5 2.8 1.7 1.7 0.6 1.7 1.7 1.7 - - - - 2.8 7.3
30歳代 255 22.7 33.7 19.6 31.4 12.9 26.7 13.3 6.7 5.5 4.3 3.1 0.8 2.4 5.1 2.0 1.2 - 0.8 - 0.4 4.3
40歳代 393 34.6 35.6 23.4 29.3 16.5 22.9 9.4 8.7 6.4 5.3 3.3 1.0 1.3 3.6 1.0 0.8 1.3 0.3 0.3 0.8 2.8
50歳代 349 43.8 43.8 31.2 32.4 13.5 16.0 4.6 5.2 6.3 6.6 2.0 1.7 4.0 1.4 0.6 1.1 0.3 0.6 0.9 1.1 2.6
60歳代 392 57.4 50.8 48.0 33.7 23.0 5.6 4.6 3.3 3.6 5.9 2.3 3.1 2.3 - 0.5 0.3 0.5 - - 0.8 1.0
70歳以上 427 62.1 48.2 52.5 36.5 17.3 1.6 4.2 1.4 1.6 1.2 0.9 4.0 1.2 0.5 0.2 1.2 - 0.5 - 0.7 2.8
性・年代別
男性／18・19歳 17 11.8 - 17.6 47.1 5.9 17.6 17.6 5.9 - 5.9 - - 5.9 5.9 - - - - - - 5.9
　　　20歳代 64 18.8 10.9 15.6 34.4 1.6 35.9 32.8 1.6 1.6 1.6 3.1 1.6 - - 3.1 - - - - 4.7 4.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 17.3 8.6 16.0 37.0 2.5 32.1 29.6 2.5 1.2 2.5 2.5 1.2 1.2 1.2 2.5 - - - - 3.7 4.9
　　　30歳代 127 19.7 25.2 23.6 33.1 11.8 30.7 14.2 3.1 3.1 3.9 4.7 0.8 2.4 3.1 1.6 0.8 - 0.8 - 0.8 3.9
　　　40歳代 191 27.2 28.8 28.3 34.0 11.0 29.3 10.5 6.8 6.3 6.3 6.3 1.0 0.5 2.6 1.6 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 3.1
　　　50歳代 171 38.6 34.5 34.5 36.8 11.1 21.6 4.1 5.8 4.1 6.4 1.2 2.3 5.8 0.6 0.6 2.3 0.6 1.2 0.6 1.8 1.8
　　　60歳代 190 50.0 50.0 52.1 33.7 18.9 9.5 2.6 4.7 5.3 10.5 3.2 4.2 1.6 - 0.5 - 0.5 - - 0.5 0.5
　　　70歳以上 202 62.4 47.5 57.9 34.7 14.9 2.5 2.5 2.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 0.5 - 1.0 - 0.5 - - 4.0
女性／18・19歳 11 9.1 18.2 27.3 27.3 - 36.4 9.1 - - - - - 9.1 - - - - - - - 27.3
　　　20歳代 87 14.9 16.1 12.6 40.2 9.2 39.1 19.5 6.9 4.6 1.1 1.1 - 1.1 2.3 1.1 - - - - 2.3 6.9
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 14.3 16.3 14.3 38.8 8.2 38.8 18.4 6.1 4.1 1.0 1.0 - 2.0 2.0 1.0 - - - - 2.0 9.2
　　　30歳代 128 25.8 42.2 15.6 29.7 14.1 22.7 12.5 10.2 7.8 4.7 1.6 0.8 2.3 7.0 2.3 1.6 - 0.8 - - 4.7
　　　40歳代 202 41.6 42.1 18.8 24.8 21.8 16.8 8.4 10.4 6.4 4.5 0.5 1.0 2.0 4.5 0.5 1.0 1.5 - - 1.0 2.5
　　　50歳代 178 48.9 52.8 28.1 28.1 15.7 10.7 5.1 4.5 8.4 6.7 2.8 1.1 2.2 2.2 0.6 - - - 1.1 0.6 3.4
　　　60歳代 202 64.4 51.5 44.1 33.7 26.7 2.0 6.4 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 3.0 - 0.5 0.5 0.5 - - 1.0 1.5
　　　70歳以上 225 61.8 48.9 47.6 38.2 19.6 0.9 5.8 0.9 1.8 0.9 0.4 5.8 0.4 0.4 0.4 1.3 - 0.4 - 1.3 1.8
職業別
自営業・家族従業（計） 183 34.4 40.4 35.0 29.0 18.0 20.2 7.7 1.6 3.3 3.3 3.3 2.7 3.3 1.6 1.1 - 1.1 - - 1.1 4.9
雇用者（計） 1,077 38.5 38.0 29.3 31.8 15.2 19.7 9.1 6.5 5.3 4.9 2.7 1.5 1.9 2.0 0.9 1.0 0.5 0.5 0.3 1.0 2.7
無職（計） 718 53.3 44.7 42.5 36.8 16.7 7.7 7.2 2.9 3.1 3.3 1.3 2.9 2.2 1.7 0.7 0.6 0.1 0.3 0.1 0.7 2.8
ライフステージ別
独身期 215 17.7 14.9 22.8 40.0 5.6 34.9 19.5 4.2 2.3 2.8 0.5 0.5 2.3 0.5 2.3 - - - - 0.9 7.0
家族形成期 148 21.6 33.1 8.8 26.4 11.5 31.1 15.5 8.1 10.1 4.7 5.4 0.7 2.7 6.1 1.4 2.0 - 1.4 - 2.0 3.4
家族成長前期 197 29.9 41.6 22.8 23.9 19.3 20.8 12.7 7.6 7.1 4.6 1.5 2.5 1.0 7.6 1.0 0.5 0.5 - 0.5 1.0 3.0
家族成長後期 168 36.9 41.7 23.8 25.0 20.2 15.5 5.4 8.3 4.2 4.8 3.6 1.2 1.8 1.2 1.2 - 1.8 - - - 2.4
家族成熟期 376 50.8 48.4 37.8 31.4 16.2 13.0 4.5 4.8 6.4 5.3 2.4 1.6 2.4 1.6 1.1 0.3 0.3 0.3 0.5 1.1 2.1
高齢期 503 62.8 48.7 52.3 37.6 20.1 2.6 4.6 1.2 1.6 2.6 1.2 3.6 1.6 0.2 0.2 1.0 0.2 0.4 - 0.6 1.2
その他 388 43.0 37.9 35.6 36.9 14.4 14.7 6.7 5.7 3.6 5.9 2.8 2.3 2.8 0.8 0.3 1.5 0.5 0.5 0.3 1.3 4.1
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（10）県広報紙「彩の国だより」の閲読状況 

◇『読んでいる（計）』が60.7％ 

問12 県の広報紙、広報テレビ番組やラジオ番組についておたずねします。 

（１） 県広報紙「彩の国だより」を読んだことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県広報紙「彩の国だより」の閲読状況は、「ときどき読んでいる」（39.4％）が約４割と最も高く、

これに「毎回読んでいる」（13.0％）と「ほとんど読んでいる」（8.3％）を合わせた『読んでいる

（計）』（60.7％）は６割を超えている。一方で、「読んだことがない」（29.8％）と「「彩の国だよ

り」を知らない」（8.2％）を合わせた『読んでいない（計）』（38.0％）は４割弱となっている。 

 

【過去調査との比較】 

『読んでいる（計）』は徐々に減少傾向にあり、今回調査では5.8ポイント減少している。 

 

今回調査 (1,995) 60.7 38.0

平成30年調査 (2,122) 66.5 33.2

平成29年調査 (2,140) 67.9 31.9

平成28年調査 (2,175) 65.2 34.6

平成27年調査 (2,157) 72.2 27.4

平成26年調査 (2,123) 70.1 29.5

平成25年調査 (2,130) 73.8 25.9

平成24年調査 (2,193) 75.4 24.4

平成23年調査 (2,271) 77.7 21.9

平成22年調査 (2,253) 78.1 21.6

平成21年調査 (2,250) 80.8 19.0
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【属性別比較】 

①性別 

『読んでいる（計）』は女性（65.2％）の方が男性（56.0％）よりも9.2ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『読んでいる（計）』は年代が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、70歳以上（76.4％）で最

も高くなっている。 

 

○県広報紙「彩の国だより」の閲読状況・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 32.2 67.8

20歳代 (151) 31.1 66.9

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 31.3 67.0

30歳代 (255) 37.3 62.3

40歳代 (393) 54.4 43.3

50歳代 (349) 65.3 34.4

60歳代 (392) 74.5 24.7

70歳以上 (427) 76.4 21.5
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男性 (962) 56.0 42.6

女性 (1,033) 65.2 33.7

【年代別】

12.7

13.3

7.0
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  全  体 (1,995) 60.7 38.0
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③地域別 

『読んでいる（計）』は東部地域（69.1％）で約７割と最も高く、一方で、『読んでいない（計）』

は南西部地域（43.8％）、西部地域（43.1％）、県央地域（42.3％）で４割強と高くなっている。 

④性・年代別 

『読んでいる（計）』は女性70歳以上（77.8％）で７割台半ばを超えて最も高く、男性10歳代・

20歳代（25.9％）では２割台半ばと最も低くなっている。 

⑤職業別 

『読んでいる（計）』は無職（計）（68.5％）で７割弱と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『読んでいる（計）』は、高齢期（77.8％）で７割台半ばを超えて最も高く、家族成熟期

（69.9％）で約７割と高くなっている。 

 

○県広報紙「彩の国だより」の閲読状況・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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読
ん
で
い
る
D

計
F

読
ん
で
い
な
い
D

計
F

　全　体 1,995 13.0 8.3 39.4 29.8 8.2 1.3 60.7 38.0
地域別
南部地域 190 10.5 4.7 44.2 28.9 9.5 2.1 59.4 38.4
南西部地域 183 10.9 7.7 33.9 37.2 6.6 3.8 52.5 43.8
東部地域 285 12.3 9.1 47.7 24.6 5.6 0.7 69.1 30.2
さいたま地域 380 16.3 9.7 34.5 28.9 9.2 1.3 60.5 38.1
県央地域 144 7.6 7.6 41.7 31.9 10.4 0.7 56.9 42.3
川越比企地域 218 13.3 10.6 39.0 31.2 5.5 0.5 62.9 36.7
西部地域 202 15.8 7.4 31.7 30.2 12.9 2.0 54.9 43.1
利根地域 195 11.3 7.7 40.0 30.3 9.7 1.0 59.0 40.0
北部地域 166 13.3 7.8 45.8 27.1 6.0 - 66.9 33.1
秩父地域 32 18.8 9.4 31.3 37.5 3.1 - 59.5 40.6
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 - 23.5 58.8 11.8 - 29.4 70.6
　　　20歳代 64 - 1.6 23.4 51.6 20.3 3.1 25.0 71.9
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 1.2 1.2 23.5 53.1 18.5 2.5 25.9 71.6
　　　30歳代 127 2.4 - 29.9 51.2 15.7 0.8 32.3 66.9
　　　40歳代 191 5.8 4.7 34.6 44.0 9.4 1.6 45.1 53.4
　　　50歳代 171 11.7 7.6 38.6 32.2 9.4 0.6 57.9 41.6
　　　60歳代 190 19.5 7.9 46.3 22.6 3.7 - 73.7 26.3
　　　70歳以上 202 24.8 14.4 35.6 19.8 2.0 3.5 74.8 21.8
女性／18・19歳 11 - - 36.4 63.6 - - 36.4 63.6
　　　20歳代 87 - 3.4 32.2 47.1 16.1 1.1 35.6 63.2
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 - 3.1 32.7 49.0 14.3 1.0 35.8 63.3
　　　30歳代 128 5.5 3.1 33.6 38.3 19.5 - 42.2 57.8
　　　40歳代 202 8.4 8.4 46.5 25.7 7.9 3.0 63.3 33.6
　　　50歳代 178 12.4 14.6 45.5 19.1 8.4 - 72.5 27.5
　　　60歳代 202 18.3 11.4 45.5 20.3 3.0 1.5 75.2 23.3
　　　70歳以上 225 24.0 11.6 42.2 17.8 3.6 0.9 77.8 21.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 14.8 6.6 36.1 36.1 6.0 0.5 57.5 42.1
雇用者（計） 1,077 9.0 6.7 40.6 32.7 9.7 1.4 56.3 42.4
無職（計） 718 18.4 11.4 38.7 23.5 6.5 1.4 68.5 30.0
ライフステージ別
独身期 215 1.4 0.9 29.3 54.0 13.0 1.4 31.6 67.0
家族形成期 148 4.1 2.7 29.1 40.5 23.6 - 35.9 64.1
家族成長前期 197 7.1 5.1 39.6 34.0 12.7 1.5 51.8 46.7
家族成長後期 168 10.7 10.1 38.7 33.3 6.0 1.2 59.5 39.3
家族成熟期 376 14.9 13.0 42.0 25.0 4.3 0.8 69.9 29.3
高齢期 503 24.3 11.9 41.6 17.9 3.0 1.4 77.8 20.9
その他 388 10.3 6.2 43.8 28.6 9.0 2.1 60.3 37.6
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（10－１－１）県広報紙「彩の国だより」の入手先 

◇「新聞折り込み」が63.7％と最も高い 

（問12（１）で「毎回読んでいる」、「ほとんど読んでいる」、「ときどき読んでいる」のいず

れかを答えた方に） 

問12（１）－１ どこで入手していますか。あてはまるものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県広報紙「彩の国だより」の入手先は、「新聞折り込み」（63.7％）が最も高く、次いで、「市町村

の関係施設」（17.4％）、「県の関係施設」（2.1％）、「県ホームページ」（1.8％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比較してみると、「市町村の関係施設」は7.2ポイント増加している。 

 

【属性別比較】 

①地域別 

「新聞折り込み」は利根地域（77.4％）で７割台半ばを超えて最も高く、西部地域（73.0％）でも

７割強と高くなっている。 

②性別 

「市町村の関係施設」は男性（19.1％）の方が女性（16.0％）よりも3.1ポイント高くなってい

る。 

③年代別 

「新聞折り込み」は60歳代（70.5％）で７割を超えて最も高くなっている。 

④性・年代別 

「新聞折り込み」は男女ともに60歳代（男性70.7％、女性70.4％）と男性70歳以上（70.9％）

で７割を超えて高くなっている。また、「市町村の関係施設」は男性の30歳代と40歳代（ともに

24.4％）で２割台半ばと高くなっている。 

⑤職業別 

「新聞折り込み」は無職（計）（69.9％）で約７割と最も高くなっている。 

  

新聞折り込み
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その他

無回答
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⑥ライフステージ別 

「新聞折り込み」は独身期（73.5％）と高齢期（72.1％）で７割強と高くなっている。「市町村の

関係施設」は家族成長前期（22.5％）で２割強と最も高くなっている。 

 

○県広報紙「彩の国だより」の入手先・地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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　全　体 1,211 63.7 17.4 2.1 1.8 1.7 9.7 8.2
地域別
南部地域 113 51.3 22.1 1.8 0.9 4.4 8.8 15.9
南西部地域 96 68.8 9.4 2.1 3.1 4.2 7.3 10.4
東部地域 197 57.9 19.8 1.0 1.0 2.0 13.2 6.6
さいたま地域 230 56.1 13.5 2.6 0.4 0.4 22.2 7.8
県央地域 82 65.9 18.3 2.4 1.2 1.2 6.1 9.8
川越比企地域 137 70.1 18.2 3.6 2.2 1.5 2.9 6.6
西部地域 111 73.0 19.8 0.9 0.9 1.8 8.1 0.9
利根地域 115 77.4 18.3 1.7 3.5 1.7 - 8.7
北部地域 111 66.7 17.1 2.7 4.5 - 2.7 9.9
秩父地域 19 52.6 26.3 - 5.3 - 10.5 5.3
性別  
男性 538 63.9 19.1 2.8 2.4 1.9 8.2 7.8
女性 673 63.4 16.0 1.5 1.3 1.6 10.8 8.5
年代別
18・19歳 9 66.7 - 11.1 - - 11.1 11.1
20歳代 47 55.3 10.6 2.1 4.3 4.3 12.8 12.8
【再掲】10歳代・20歳代 56 57.1 8.9 3.6 3.6 3.6 12.5 12.5
30歳代 95 54.7 21.1 1.1 2.1 2.1 15.8 4.2
40歳代 214 57.9 18.2 2.3 2.3 2.8 9.8 9.8
50歳代 228 57.5 17.5 3.5 1.3 1.3 11.8 11.4
60歳代 292 70.5 14.7 2.1 3.1 2.1 6.8 5.5
70歳以上 326 69.3 19.6 0.9 0.3 0.6 8.3 7.7
性・年代別
男性・18・19歳 5 80.0 - - - - 20.0 - 
　　　20歳代 16 56.3 25.0 - - - 6.3 12.5
　　　【再掲】10歳代・20歳代 21 61.9 19.0 - - - 9.5 9.5
　　　30歳代 41 56.1 24.4 - 2.4 - 12.2 4.9
　　　40歳代 86 52.3 24.4 4.7 2.3 4.7 5.8 11.6
　　　50歳代 99 57.6 14.1 4.0 2.0 2.0 17.2 9.1
　　　60歳代 140 70.7 13.6 2.9 5.0 2.1 4.3 5.7
　　　70歳以上 151 70.9 23.2 2.0 0.7 0.7 6.0 7.3
女性・18・19歳 4 50.0 - 25.0 - - - 25.0
　　　20歳代 31 54.8 3.2 3.2 6.5 6.5 16.1 12.9
　　　【再掲】10歳代・20歳代 35 54.3 2.9 5.7 5.7 5.7 14.3 14.3
　　　30歳代 54 53.7 18.5 1.9 1.9 3.7 18.5 3.7
　　　40歳代 128 61.7 14.1 0.8 2.3 1.6 12.5 8.6
　　　50歳代 129 57.4 20.2 3.1 0.8 0.8 7.8 13.2
　　　60歳代 152 70.4 15.8 1.3 1.3 2.0 9.2 5.3
　　　70歳以上 175 68.0 16.6 - - 0.6 10.3 8.0
職業別
自営業・家族従業（計） 105 65.7 17.1 3.8 1.0 1.9 3.8 9.5
雇用者（計） 606 58.3 17.8 2.3 2.0 2.0 11.1 10.4
無職（計） 492 69.9 16.7 1.4 1.6 1.4 9.3 5.3
ライフステージ別
独身期 68 73.5 8.8 1.5 2.9 1.5 5.9 7.4
家族形成期 53 45.3 20.8 1.9 3.8 5.7 18.9 3.8
家族成長前期 102 53.9 22.5 4.9 2.9 2.0 13.7 4.9
家族成長後期 100 56.0 18.0 5.0 2.0 3.0 11.0 10.0
家族成熟期 263 62.7 16.7 3.0 2.3 0.8 9.5 8.7
高齢期 391 72.1 18.2 0.8 0.8 1.0 7.7 5.9
その他 234 59.4 16.2 0.9 1.7 2.6 9.8 13.2
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（10－１－２）県広報紙「彩の国だより」の満足度 

◇『満足している（計）』は43.4％、『満足していない（計）』は6.2％ 

（問12（１）で「毎回読んでいる」、「ほとんど読んでいる」、「ときどき読んでいる」のいず

れかを答えた方に） 

問12（１）－２ あなたは、「彩の国だより」の内容について、満足していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県広報紙「彩の国だより」の満足度は、「どちらともいえない」が49.1％で最も高く、次いで、「ど

ちらかといえば満足している」が34.6％となっている。「満足している」（8.8％）と「どちらかとい

えば満足している」（34.6％）を合わせた『満足している（計）』（43.4％）は４割強、「満足していな

い」（1.8％）と「どちらかといえば満足していない」（4.4％）を合わせた『満足していない（計）』

（6.2％）は１割未満となっている。『満足している（計）』が『不満である（計）』を37.2ポイント上

回っている。 

 

【過去調査との比較】 

平成28年調査と比べて、『満足している（計）』が0.5ポイント増加し、『満足していない（計）』が

0.3ポイント増加している。 

 

  

今回調査 (1,211) 43.4 6.2
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【属性別比較】 

①性別 

『満足している（計）』は女性（44.5％）の方が男性（42.0％）よりも2.5ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『満足している（計）』は70歳以上（48.8％）で最も高く、30歳代（34.7％）で最も低くなって

いる。 

 

○県広報紙「彩の国だより」の満足度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18・19歳 (9) 44.4 0.0

20歳代 (47) 36.2 8.5

【再掲】10歳代・20歳代 (56) 37.5 7.2

30歳代 (95) 34.7 6.4

40歳代 (214) 39.3 5.6

50歳代 (228) 44.7 4.9

60歳代 (292) 43.1 8.2

70歳以上 (326) 48.8 5.5

22.2

4.3

7.1

12.6

8.9

10.1

6.5

8.9

22.2

31.9

30.4

22.1

30.4

34.6

36.6

39.9

55.6
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55.4

57.9
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44.2

2.1

1.8
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5.4

1.1
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1.8
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1.1

2.3

2.1

1.5

男性 (538) 42.0 7.2

女性 (673) 44.5 5.4

【年代別】
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5.0

3.9

2.2

1.5

1.3

1.5

  全  体 (1,211) 43.4 6.2
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③地域別 

『満足している（計）』は秩父地域（68.4％）で７割弱と最も高くなっている。一方で、『満足して

いない（計）』は県央地域（12.2％）で１割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

『満足している（計）』は女性70歳以上（50.9％）で５割を超えて最も高くなっている。『満足し

ていない（計）』は男性60歳代（10.7％）で１割を超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

『満足している（計）』は無職（計）（46.5％）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『満足している（計）』は高齢期（47.6％）で４割台半ばを超えて最も高く、家族形成期

（35.9％）で最も低くなっている。 

 

○県広報紙「彩の国だより」の満足度・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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無
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満
足
し
て
い
る
;

計
=

満
足
し
て
い
な
い
;

計
=

　全　体 1,211 8.8 34.6 49.1 4.4 1.8 1.4 43.4 6.2
地域別
南部地域 113 5.3 38.1 49.6 2.7 2.7 1.8 43.4 5.4
南西部地域 96 10.4 38.5 47.9 - 1.0 2.1 48.9 1.0
東部地域 197 11.2 27.9 54.3 3.6 2.0 1.0 39.1 5.6
さいたま地域 230 12.2 34.3 47.0 4.3 0.4 1.7 46.5 4.7
県央地域 82 2.4 37.8 46.3 6.1 6.1 1.2 40.2 12.2
川越比企地域 137 5.8 35.8 49.6 5.8 2.2 0.7 41.6 8.0
西部地域 111 10.8 34.2 43.2 9.9 0.9 0.9 45.0 10.8
利根地域 115 6.1 36.5 52.2 3.5 0.9 0.9 42.6 4.4
北部地域 111 7.2 31.5 51.4 4.5 2.7 2.7 38.7 7.2
秩父地域 19 15.8 52.6 31.6 - - - 68.4 - 
性・年代別
男性・18・19歳 5 40.0 20.0 40.0 - - - 60.0 - 
　　　20歳代 16 - 37.5 56.3 - 6.3 - 37.5 6.3
　　　【再掲】10歳代・20歳代 21 9.5 33.3 52.4 - 4.8 - 42.8 4.8
　　　30歳代 41 7.3 26.8 58.5 7.3 - - 34.1 7.3
　　　40歳代 86 8.1 26.7 54.7 2.3 4.7 3.5 34.8 7.0
　　　50歳代 99 13.1 31.3 51.5 4.0 - - 44.4 4.0
　　　60歳代 140 7.9 34.3 45.7 7.1 3.6 1.4 42.2 10.7
　　　70歳以上 151 7.3 39.1 45.7 5.3 1.3 1.3 46.4 6.6
女性・18・19歳 4 - 25.0 75.0 - - - 25.0 - 
　　　20歳代 31 6.5 29.0 54.8 3.2 6.5 - 35.5 9.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 35 5.7 28.6 57.1 2.9 5.7 - 34.3 8.6
　　　30歳代 54 16.7 18.5 57.4 3.7 1.9 1.9 35.2 5.6
　　　40歳代 128 9.4 32.8 51.6 4.7 - 1.6 42.2 4.7
　　　50歳代 129 7.8 37.2 49.6 2.3 3.1 - 45.0 5.4
　　　60歳代 152 5.3 38.8 47.4 5.9 - 2.6 44.1 5.9
　　　70歳以上 175 10.3 40.6 42.9 2.9 1.7 1.7 50.9 4.6
職業別
自営業・家族従業（計） 105 11.4 30.5 49.5 3.8 1.9 2.9 41.9 5.7
雇用者（計） 606 8.1 33.0 51.7 4.1 1.8 1.3 41.1 5.9
無職（計） 492 8.9 37.6 45.5 4.9 1.8 1.2 46.5 6.7
ライフステージ別
独身期 68 8.8 29.4 55.9 2.9 2.9 - 38.2 5.8
家族形成期 53 15.1 20.8 56.6 1.9 3.8 1.9 35.9 5.7
家族成長前期 102 9.8 29.4 53.9 5.9 - 1.0 39.2 5.9
家族成長後期 100 9.0 34.0 53.0 4.0 - - 43.0 4.0
家族成熟期 263 8.4 35.0 49.8 3.8 2.3 0.8 43.4 6.1
高齢期 391 8.7 38.9 44.2 5.4 1.0 1.8 47.6 6.4
その他 234 7.3 34.2 48.7 3.8 3.4 2.6 41.5 7.2
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（10－２）県政広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の視聴状況 

◇『見ていない（計）』が89.3％ 

問12（２） 県政広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉（テレビ埼玉/土曜朝

8:30～9：00）」を見たことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の視聴状況は、「番組を知らない」

（49.6％）が約５割と最も高く、これに「見たことがない」（39.7％）を合わせた『見ていない

（計）』（89.3％）は約９割となっている。一方で、「毎回見ている」（0.3％）と「ほとんど見てい

る」（0.5％）、「ときどき見ている」（8.6％）を合わせた『見ている（計）』（9.4％）は約１割となっ

ている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『見ている（計）』が2.7ポイント減少し、『見ていない（計）』が2.3ポイン

ト増加している。 
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【属性別比較】 

①性別 

『見ている（計）』は男性（10.0％）の方が女性（8.7％）よりも1.3ポイント高くなっている。 

②年代別 

『見ている（計）』は70歳以上（15.9％）で１割台半ばと最も高く、60歳代（13.6％）で１割強

となっている。一方で、『見ていない（計）』は10歳代・20歳代（97.8％）から50歳代（90.0％）

で高く、いずれの年代でも８割以上となっている。 

 

○県広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の視聴状況・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

『見ていない（計）』は秩父地域（93.7％）、利根地域（92.8％）、さいたま地域（91.1％）、南西

部地域（90.1％）で９割を超えて高く、いずれの地域でも８割以上となっている。 

④性・年代別 

『見ている（計）』は女性70歳以上（20.4％）で２割を超えて最も高く、男性の40歳代以下、女

性の50歳代以下では１割未満となっている。 

18・19歳 (28) 3.6 96.4

20歳代 (151) 0.7 98.1

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 1.2 97.8

30歳代 (255) 2.4 96.0

40歳代 (393) 6.2 93.1

50歳代 (349) 9.5 90.0

60歳代 (392) 13.6 85.5

70歳以上 (427) 15.9 81.3
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【年代別】
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⑤職業別 

『見ていない（計）』は雇用者（計）（92.7％）で９割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『見ている（計）』は、高齢期（15.1％）で最も高くなっている。一方で、『見ていない（計）』は

独身期（97.7％）から家族成長前期（92.9％）で高くなっている。 

 

○県広報テレビ番組「魅力まるごと いまドキッ！埼玉」の視聴状況・地域別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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見
て
い
る
?

計
A

見
て
い
な
い
?

計
A

　全　体 1,995 0.3 0.5 8.6 39.7 49.6 1.4 9.4 89.3
地域別
南部地域 190 0.5 1.1 10.0 33.7 53.2 1.6 11.6 86.9
南西部地域 183 0.5 - 6.0 46.4 43.7 3.3 6.5 90.1
東部地域 285 0.4 0.4 9.1 48.1 41.8 0.4 9.9 89.9
さいたま地域 380 - 0.3 8.4 32.9 58.2 0.3 8.7 91.1
県央地域 144 - 0.7 6.3 34.7 54.9 3.5 7.0 89.6
川越比企地域 218 0.5 - 10.1 37.6 51.8 - 10.6 89.4
西部地域 202 0.5 2.0 11.9 39.6 43.6 2.5 14.4 83.2
利根地域 195 - - 5.6 45.1 47.7 1.5 5.6 92.8
北部地域 166 - 0.6 9.0 43.4 45.2 1.8 9.6 88.6
秩父地域 32 - - 6.3 28.1 65.6 - 6.3 93.7
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 - - 29.4 64.7 - 5.9 94.1
　　　20歳代 64 - - - 29.7 68.8 1.6 - 98.5
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 1.2 - - 29.6 67.9 1.2 1.2 97.5
　　　30歳代 127 - - 3.1 32.3 62.2 2.4 3.1 94.5
　　　40歳代 191 0.5 - 7.9 37.7 52.9 1.0 8.4 90.6
　　　50歳代 171 - - 12.3 38.0 49.7 - 12.3 87.7
　　　60歳代 190 - 2.1 14.7 47.9 34.7 0.5 16.8 82.6
　　　70歳以上 202 - 0.5 10.4 52.0 32.7 4.5 10.9 84.7
女性／18・19歳 11 - - - 9.1 90.9 - - 100.0
　　　20歳代 87 - - 1.1 25.3 72.4 1.1 1.1 97.7
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 - - 1.0 23.5 74.5 1.0 1.0 98.0
　　　30歳代 128 - - 1.6 34.4 63.3 0.8 1.6 97.7
　　　40歳代 202 - - 4.0 30.7 64.9 0.5 4.0 95.6
　　　50歳代 178 0.6 - 6.2 30.3 61.8 1.1 6.8 92.1
　　　60歳代 202 0.5 0.5 9.4 48.0 40.1 1.5 10.4 88.1
　　　70歳以上 225 0.4 1.8 18.2 50.7 27.6 1.3 20.4 78.3
職業別
自営業・家族従業（計） 183 0.5 1.1 9.8 39.9 47.5 1.1 11.4 87.4
雇用者（計） 1,077 0.3 - 6.3 38.4 54.3 0.6 6.6 92.7
無職（計） 718 0.1 1.1 11.7 41.5 43.2 2.4 12.9 84.7
ライフステージ別
独身期 215 0.5 - 0.5 29.8 67.9 1.4 1.0 97.7
家族形成期 148 - - 2.7 31.8 64.9 0.7 2.7 96.7
家族成長前期 197 - - 5.6 35.0 57.9 1.5 5.6 92.9
家族成長後期 168 0.6 - 7.7 28.0 61.9 1.8 8.3 89.9
家族成熟期 376 0.3 0.3 9.0 43.1 46.3 1.1 9.6 89.4
高齢期 503 0.4 1.0 13.7 50.1 34.0 0.8 15.1 84.1
その他 388 - 1.0 10.1 38.9 47.7 2.3 11.1 86.6
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（10－３）県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の聴取状況 

◇『聞いていない（計）』が90.7％ 

問12（３） 県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア（FM NACK5/月～金曜朝8:15～

8:25）」を聞いたことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の聴取状況は、「番組を知らない」（54.7％）が５割台

半ばと最も高く、これに「聞いたことがない」（36.0％）を合わせた『聞いていない（計）』

（90.7％）は９割を超えている。一方で、「毎回聞いている」（0.6％）と「ほとんど聞いている」

（0.6％）、「ときどき聞いている」（6.7％）を合わせた『聞いている（計）』（7.9％）は１割未満と

なっている。 
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0.6 0.6

6.7 36.0 54.7 1.4

ｎ

(1,995)

(%)

毎

回

聞

い

て

い

る

ほ

と

ん

ど

聞

い

て

い

る と

き

ど

き

聞

い

て

い

る 聞

い

た

こ

と

が

な

い

番

組

を

知

ら

な

い

無

回

答 聞
い
て
い
る
1
計
3

聞
い
て
い
な
い
1
計
3
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【属性別比較】 

①性別 

『聞いている（計）』は男性（10.3％）の方が女性（5.5％）よりも4.8ポイント高くなっている。 

②年代別 

『聞いている（計）』は40歳代と50歳代（ともに10.4％）で１割を超えて高く、30歳代

（9.8％）で約１割となっている。一方で、『聞いていない（計）』は10歳代・20歳代（95.0％）、

70歳以上（92.1％）、60歳代（91.9％）で高く、いずれの年代でも８割以上となっている。 

 

○県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の聴取状況・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

『聞いていない（計）』は秩父地域（96.9％）で９割台半ばを超えて最も高く、県央地域

（89.6％）、利根地域（88.2％）、北部地域（86.1％）を除いた地域で９割以上となっている。 

④性・年代別 

『聞いている（計）』は男性の30歳代（12.6％）から50歳代（12.9％）で１割を超えているが、

それ以外の年代では１割未満と低く、女性ではいずれの年代でも１割未満となっている。 

18・19歳 (28) 3.6 96.4

20歳代 (151) 3.3 94.7

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 3.4 95.0

30歳代 (255) 9.8 89.0

40歳代 (393) 10.4 88.8

50歳代 (349) 10.4 89.1

60歳代 (392) 6.7 91.9

70歳以上 (427) 5.4 92.1

3.6

0.6

1.6

0.5

0.9

0.5

0.7

0.6
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男性 (962) 10.3 88.0

女性 (1,033) 5.5 93.3

【年代別】

0.8

0.4
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9
計
:



 

- 115 - 

⑤職業別 

『聞いている（計）』は自営業・家族従業（計）（12.0％）で１割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『聞いている（計）』は家族形成期（10.8％）で１割を超えて最も高くなっている。 

 

○県政広報ラジオ番組「モーニングスクエア」の聴取状況・地域別／性・年代別／職業別

／ライフステージ別 
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無
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答

聞
い
て
い
る
?

計
A

聞
い
て
い
な
い
?

計
A

　全　体 1,995 0.6 0.6 6.7 36.0 54.7 1.4 7.9 90.7
地域別
南部地域 190 - 0.5 6.8 29.5 60.5 2.6 7.3 90.0
南西部地域 183 0.5 1.6 4.4 38.3 51.9 3.3 6.5 90.2
東部地域 285 1.1 0.4 6.7 43.2 48.8 - 8.2 92.0
さいたま地域 380 0.3 - 6.6 27.6 65.3 0.3 6.9 92.9
県央地域 144 0.7 0.7 6.3 35.4 54.2 2.8 7.7 89.6
川越比企地域 218 0.9 0.5 7.3 37.6 53.7 - 8.7 91.3
西部地域 202 - 1.0 5.0 43.6 48.0 2.5 6.0 91.6
利根地域 195 1.0 0.5 8.2 40.0 48.2 2.1 9.7 88.2
北部地域 166 1.2 0.6 10.2 34.9 51.2 1.8 12.0 86.1
秩父地域 32 - - 3.1 21.9 75.0 - 3.1 96.9
性・年代別
男性／18・19歳 17 5.9 - - 41.2 52.9 - 5.9 94.1
　　　20歳代 64 - 1.6 3.1 20.3 71.9 3.1 4.7 92.2
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 1.2 1.2 2.5 24.7 67.9 2.5 4.9 92.6
　　　30歳代 127 1.6 0.8 10.2 26.8 59.1 1.6 12.6 85.9
　　　40歳代 191 0.5 2.1 13.1 28.8 54.5 1.0 15.7 83.3
　　　50歳代 171 1.2 - 11.7 35.7 51.5 - 12.9 87.2
　　　60歳代 190 1.1 1.1 7.4 46.3 42.6 1.6 9.6 88.9
　　　70歳以上 202 - - 5.0 52.0 40.1 3.0 5.0 92.1
女性／18・19歳 11 - - - 18.2 81.8 - - 100.0
　　　20歳代 87 - - 2.3 23.0 73.6 1.1 2.3 96.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 - - 2.0 22.4 74.5 1.0 2.0 96.9
　　　30歳代 128 1.6 - 5.5 29.7 62.5 0.8 7.1 92.2
　　　40歳代 202 0.5 - 5.0 26.7 67.3 0.5 5.5 94.0
　　　50歳代 178 0.6 - 7.3 29.8 61.2 1.1 7.9 91.0
　　　60歳代 202 - 0.5 3.5 39.6 55.0 1.5 4.0 94.6
　　　70歳以上 225 - 0.9 4.9 48.0 44.0 2.2 5.8 92.0
職業別
自営業・家族従業（計） 183 1.6 1.1 9.3 36.1 50.8 1.1 12.0 86.9
雇用者（計） 1,077 0.8 0.6 8.1 33.5 56.3 0.7 9.5 89.8
無職（計） 718 - 0.4 3.9 40.0 53.3 2.4 4.3 93.3
ライフステージ別
独身期 215 0.5 - 3.3 23.3 71.6 1.4 3.8 94.9
家族形成期 148 2.0 1.4 7.4 27.7 60.1 1.4 10.8 87.8
家族成長前期 197 0.5 - 9.1 34.5 54.8 1.0 9.6 89.3
家族成長後期 168 1.2 0.6 7.7 29.8 58.9 1.8 9.5 88.7
家族成熟期 376 0.3 - 8.5 39.1 50.8 1.3 8.8 89.9
高齢期 503 - 0.6 5.2 44.5 48.5 1.2 5.8 93.0
その他 388 1.0 1.3 7.0 35.6 53.4 1.8 9.3 89.0
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（11）東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内開催の認知度 

◇「知っている」が77.0％、「知らない」が21.8％ 

問13 あなたは、「東京2020オリンピック・パラリンピック」が埼玉県内で開催されるこ

とを知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内開催の認知度は、「知っている」（77.0％）が

７割台半ばを超えており、「知らない」（21.8％）が２割強である。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「知っている」は男性（79.0％）の方が女性（75.2％）よりも3.8ポイント高くなっている。 

②年代別 

「知っている」は60歳代（82.1％）が８割強と最も高く、最も低い30歳代（71.0％）でも７割強

となっている。 
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○東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内開催の認知度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

「知っている」は川越比企地域（84.9％）と南西部地域（84.2％）で８割台半ばと高くなってい

る。一方で、「知らない」は秩父地域（46.9％）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。 

④性・年代別 

「知っている」は男性の60歳代（85.8％）と70歳以上（84.2％）で８割台半ばと高くなってい

る。一方で、「知らない」は女性30歳代（32.0％）で３割強、男性10歳代・20歳代（30.9％）で３

割を超えて高くなっている。 

⑤職業別 

「知っている」は自営業・家族従業（計）（80.3％）で８割を超えて最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「知っている」は高齢期（80.1％）で８割を超えて最も高くなっている。一方で、「知らない」は

家族形成期（28.4％）で３割弱と最も高くなっている。 

 

  

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

78.6

70.2

71.5

71.0
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77.7

82.1

79.4

21.4

29.8

28.5

28.2

23.9

21.8

16.6

17.8

0.8

0.8

0.6

1.3

2.8

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

79.0

75.2

19.6

23.7

1.4

1.1
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○東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内開催の認知度・地域別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

(%)
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査
数
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知
*
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る
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ら
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い

無
回
答

　全　体 1,995 77.0 21.8 1.2
地域別
南部地域 190 74.2 22.6 3.2
南西部地域 183 84.2 14.2 1.6
東部地域 285 74.7 24.2 1.1
さいたま地域 380 78.4 20.5 1.1
県央地域 144 76.4 21.5 2.1
川越比企地域 218 84.9 15.1 - 
西部地域 202 78.7 20.3 1.0
利根地域 195 71.8 26.7 1.5
北部地域 166 72.3 27.7 - 
秩父地域 32 53.1 46.9 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 82.4 17.6 - 
　　　20歳代 64 65.6 34.4 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 69.1 30.9 - 
　　　30歳代 127 74.0 24.4 1.6
　　　40歳代 191 71.7 27.2 1.0
　　　50歳代 171 81.9 18.1 - 
　　　60歳代 190 85.8 12.6 1.6
　　　70歳以上 202 84.2 12.9 3.0
女性／18・19歳 11 72.7 27.3 - 
　　　20歳代 87 73.6 26.4 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 73.5 26.5 - 
　　　30歳代 128 68.0 32.0 - 
　　　40歳代 202 78.7 20.8 0.5
　　　50歳代 178 73.6 25.3 1.1
　　　60歳代 202 78.7 20.3 1.0
　　　70歳以上 225 75.1 22.2 2.7
職業別
自営業・家族従業（計） 183 80.3 18.0 1.6
雇用者（計） 1,077 76.1 23.3 0.6
無職（計） 718 77.6 20.3 2.1
ライフステージ別
独身期 215 74.0 26.0 - 
家族形成期 148 71.6 28.4 - 
家族成長前期 197 74.1 23.9 2.0
家族成長後期 168 78.6 20.2 1.2
家族成熟期 376 77.7 22.1 0.3
高齢期 503 80.1 17.9 2.0
その他 388 77.1 21.1 1.8
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（12）東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内の開催競技と開催会場の認知度 

◇開催競技は「サッカー」が41.4％、開催会場は「霞ヶ関カンツリー倶楽部」が38.6％ 

問14 「東京2020オリンピック・パラリンピック」において、埼玉県内で開催される競技

と会場で、知っていたものはどれですか。あてはまるものをすべて選んでください。 

 

■開催競技 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■開催会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

東京2020オリンピック・パラリンピックについて、埼玉県内の開催競技と開催会場の認知度を聞

いたところ、開催競技では、「サッカー」（41.4％）と「ゴルフ」（41.0％）が４割強と高く、次い

で、「バスケットボール」（26.0％）、「射撃」（17.4％）となっている。一方で、「いずれも知らない」

（32.5％）は３割強となっている。 

開催会場では、「霞ヶ関カンツリー倶楽部」（38.6％）が４割弱と最も高く、次いで、「埼玉スタジ

アム２〇〇２」（37.5％）、「さいたまスーパーアリーナ」（33.6％）、「陸上自衛隊朝霞訓練場」

（16.3％）となっている。一方で、「いずれも知らない」（31.0％）は３割強となっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、開催競技は「サッカー」（6.2ポイント増）、「バスケットボール」（5.9ポイ

ント増）など、全て増加しており、「いずれも知らない」は10.9ポイント減少した。 

開催会場も「陸上自衛隊朝霞訓練場」（5.7ポイント増）、「さいたまスーパーアリーナ」（4.8ポイン

ト増）など、全て増加しており、「いずれも知らない」は8.3ポイント減少した。 

  

霞ヶ関カンツリー倶楽部

埼玉スタジアム２〇〇２

さいたまスーパーアリーナ

陸上自衛隊朝霞訓練場

いずれも知らない

無回答

38.6

37.5

33.6

16.3

31.0

3.3

35.4

33.7

28.8

10.6

39.3

1.0

35.9

34.9

27.5

10.4

40.2

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

今回調査 n=(1,995) 

(M .T.=3,134)  

平成30年調査 n=(2,122) 

(M .T.=3,136) 

平成29年調査 n=(2,140) 

(M .T.=3,188) 

(%)

サッカー

ゴルフ

バスケットボール

射撃

いずれも知らない

無回答

41.4

41.0

26.0

17.4

32.5

2.7

35.2

36.5

20.1

11.7

43.4

0.6

38.8

36.8

18.6

10.9

42.7

0.4

0 10 20 30 40 50 60 70

今回調査 n=(1,995) 

(M .T.=3,157)  

平成30年調査 n=(2,122) 

(M .T.=3,119) 

平成29年調査 n=(2,140) 

(M .T.=3,161) 

(%)
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■開催競技 

【属性別比較】 

①地域別 

「サッカー」はさいたま地域（56.1％）で５割台半ばを超えて最も高く、次いで南部地域

（50.0％）で５割となっている。「ゴルフ」は川越比企地域（72.9％）で７割強と最も高くなってい

る。「バスケットボール」はさいたま地域（49.2％）が約５割、「射撃」は南西部地域（49.2％）が約

５割と最も高い。「いずれも知らない」は秩父地域（59.4％）で約６割と最も高い。 

②性別 

「ゴルフ」は男性（46.8％）の方が女性（35.5％）よりも11.3ポイント、「サッカー」は男性

（44.0％）の方が女性（39.0％）よりも5.0ポイント高くなっているなど、４競技とも男性の方が高

い。一方、「いずれも知らない」は女性（35.0％）の方が男性（29.7％）よりも5.3ポイント高くなって

いる。 

③年代別 

「サッカー」は10歳代・20歳代（33.5％）で最も低く、年代が上がるほど割合が高くなる傾向が

みられる。「ゴルフ」は50歳代（44.4％）から70歳以上（47.5％）で高くなっている。「バスケット

ボール」は10歳代・20歳代（31.3％）が３割強と最も高い。一方で、「いずれも知らない」は30歳

代（43.5％）で４割強、10歳代・20歳代（40.2％）で４割を超えて高くなっている。 

④性・年代別 

「サッカー」は男性の60歳代（48.4％）で５割弱と最も高く、50歳代（46.8％）と70歳以上

（46.5％）でも４割台半ばを超えている。「ゴルフ」は男性60歳代（60.0％）で６割と最も高くなっ

ている。「バスケットボール」は女性40歳代（36.6％）で３割台半ばを超えて最も高くなっている。

一方で、「いずれも知らない」は男性が10歳代・20歳代（39.5％）、女性が30歳代（49.2％）で高

くなっている。 

⑤職業別 

「サッカー」と「ゴルフ」は自営業・家族従業（計）（ともに47.0％）で４割台半ばを超えて最も

高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「サッカー」は家族成長後期（48.8％）で５割弱、「ゴルフ」は高齢期（48.5％）で５割弱と、い

ずれも家族成長後期から高齢期で４割以上と高くなっている。一方で、「いずれも知らない」は独身期

（40.9％）と家族形成期（43.2％）で４割以上となっている。 
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○東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内の競技と会場の認知度（開催競技）・ 

地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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無
回
答

　全　体 1,995 41.4 41.0 26.0 17.4 32.5 2.7
地域別
南部地域 190 50.0 38.4 29.5 13.7 31.6 3.7
南西部地域 183 31.1 42.1 15.3 49.2 23.5 3.3
東部地域 285 38.6 22.8 16.8 7.7 46.0 2.5
さいたま地域 380 56.1 37.6 49.2 18.7 28.9 0.8
県央地域 144 43.1 40.3 35.4 12.5 36.8 2.8
川越比企地域 218 32.1 72.9 11.9 17.4 18.8 1.8
西部地域 202 37.6 55.0 19.8 15.3 25.7 2.5
利根地域 195 43.6 33.3 21.5 13.8 35.9 5.1
北部地域 166 30.7 36.1 22.9 13.3 41.6 4.2
秩父地域 32 21.9 18.8 6.3 9.4 59.4 - 
性別  
男性 962 44.0 46.8 26.4 19.4 29.7 2.5
女性 1,033 39.0 35.5 25.6 15.6 35.0 2.8
年代別
18・19歳 28 42.9 14.3 35.7 7.1 35.7 - 
20歳代 151 31.8 33.1 30.5 11.3 41.1 1.3
【再掲】10歳代・20歳代 179 33.5 30.2 31.3 10.6 40.2 1.1
30歳代 255 34.5 27.8 27.1 17.3 43.5 1.2
40歳代 393 41.5 33.8 28.5 17.6 32.8 2.3
50歳代 349 44.7 44.4 28.7 19.8 30.9 1.7
60歳代 392 46.9 51.3 26.0 20.2 26.8 1.8
70歳以上 427 41.0 47.5 18.5 15.9 28.8 6.1
性・年代別
男性／18・19歳 17 47.1 17.6 29.4 5.9 35.3 - 
　　　20歳代 64 31.3 29.7 28.1 12.5 40.6 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 34.6 27.2 28.4 11.1 39.5 2.5
　　　30歳代 127 40.2 33.9 31.5 21.3 37.8 0.8
　　　40歳代 191 40.8 31.9 19.9 14.7 38.7 2.1
　　　50歳代 171 46.8 53.8 27.5 25.7 28.1 1.2
　　　60歳代 190 48.4 60.0 28.9 23.7 20.0 2.1
　　　70歳以上 202 46.5 58.4 25.2 16.8 22.8 5.4
女性／18・19歳 11 36.4 9.1 45.5 9.1 36.4 - 
　　　20歳代 87 32.2 35.6 32.2 10.3 41.4 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 32.7 32.7 33.7 10.2 40.8 - 
　　　30歳代 128 28.9 21.9 22.7 13.3 49.2 1.6
　　　40歳代 202 42.1 35.6 36.6 20.3 27.2 2.5
　　　50歳代 178 42.7 35.4 29.8 14.0 33.7 2.2
　　　60歳代 202 45.5 43.1 23.3 16.8 33.2 1.5
　　　70歳以上 225 36.0 37.8 12.4 15.1 34.2 6.7
職業別
自営業・家族従業（計） 183 47.0 47.0 28.4 14.8 26.8 3.3
雇用者（計） 1,077 41.0 38.9 28.3 19.0 33.5 2.0
無職（計） 718 40.4 42.6 22.0 15.9 32.0 3.5
ライフステージ別
独身期 215 35.8 28.8 32.6 14.0 40.9 0.5
家族形成期 148 37.2 28.4 25.7 12.2 43.2 1.4
家族成長前期 197 37.1 35.0 27.4 20.3 32.0 4.6
家族成長後期 168 48.8 44.6 35.1 22.6 27.4 - 
家族成熟期 376 43.1 45.2 26.6 18.6 29.3 3.5
高齢期 503 43.9 48.5 22.3 17.9 28.8 3.6
その他 388 40.2 39.9 21.9 16.0 34.0 2.6
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■開催会場 

【属性別比較】 

①地域別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」は川越比企地域（71.1％）で７割強と最も高くなっている。「埼玉ス

タジアム２〇〇２」はさいたま地域（54.7％）で５割台半ばと最も高くなっている。「さいたまスー

パーアリーナ」はさいたま地域（52.4％）で５割強と最も高くなっている。「陸上自衛隊朝霞訓練

場」は南西部地域（48.1％）で５割弱と最も高くなっており、「いずれも知らない」は秩父地域

（56.3％）で５割台半ばを超えて最も高くなっている。 

②性別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」は男性（44.6％）の方が女性（33.1％）よりも11.5ポイント、「陸上

自衛隊朝霞訓練場」は男性（18.5％）の方が女性（14.2％）よりも4.3ポイント高くなっている。一

方で、「いずれも知らない」は女性（33.3％）の方が男性（28.6％）よりも4.7ポイント高くなってい

る。 

③年代別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」は50歳代（41.3％）から70歳以上（45.7％）で高くなっている。

「埼玉スタジアム２〇〇２」は50歳代（42.4％）で４割強と最も高く、「さいたまスーパーアリー

ナ」は60歳代（37.0％）で３割台半ばを超えて最も高く、いずれの年代でも３割以上となってい

る。一方で、「いずれも知らない」は10歳代・20歳代（41.3％）と30歳代（40.4％）で４割を超え

て高くなっている。 

④性・年代別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」は男性の60歳代と70歳以上（ともに57.4％）で５割台半ばを超えて

高くなっている。「埼玉スタジアム２〇〇２」は男性50歳代（45.0％）で４割台半ば、女性40歳代

（41.6％）で４割強と高くなっている。一方で、「いずれも知らない」は女性30歳代（45.3％）で４

割台半ばと最も高く、男女ともに10歳代・20歳代（男性39.5％、女性42.9％）でも高くなってい

る。 

⑤職業別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」（45.4％）と「埼玉スタジアム２〇〇２」（42.1％）は自営業・家族従

業（計）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「霞ヶ関カンツリー倶楽部」は家族成長後期（41.1％）から高齢期（46.7％）で４割以上と高く、

「埼玉スタジアム２〇〇２」は家族成長後期（44.0％）で４割台半ばと最も高くなっている。一方

で、「いずれも知らない」は独身期（41.4％）から家族形成期（40.5％）で４割以上となっている。 
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○東京2020オリンピック・パラリンピック 埼玉県内の競技と会場の認知度（開催会場）・ 

地域別／性別／年代別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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い
ず
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も
知
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 38.6 37.5 33.6 16.3 31.0 3.3
地域別
南部地域 190 35.8 45.3 37.9 13.2 29.5 3.2
南西部地域 183 40.4 27.3 21.3 48.1 23.5 3.8
東部地域 285 20.7 35.1 28.4 8.4 43.9 2.8
さいたま地域 380 34.7 54.7 52.4 16.6 28.4 1.1
県央地域 144 38.2 43.1 40.3 11.8 36.1 2.8
川越比企地域 218 71.1 24.8 19.3 16.1 19.3 2.8
西部地域 202 53.0 30.7 29.7 13.9 27.2 2.0
利根地域 195 30.8 39.0 31.8 12.3 31.3 6.7
北部地域 166 33.1 27.1 30.7 12.0 35.5 8.4
秩父地域 32 18.8 18.8 18.8 3.1 56.3 - 
性別  
男性 962 44.6 39.5 34.4 18.5 28.6 2.7
女性 1,033 33.1 35.7 32.8 14.2 33.3 3.9
年代別
18・19歳 28 10.7 46.4 39.3 7.1 35.7 - 
20歳代 151 28.5 30.5 33.8 9.9 42.4 1.3
【再掲】10歳代・20歳代 179 25.7 33.0 34.6 9.5 41.3 1.1
30歳代 255 26.7 34.5 33.7 14.5 40.4 1.6
40歳代 393 31.3 40.5 33.8 16.0 31.0 3.3
50歳代 349 41.3 42.4 33.0 18.3 29.5 2.9
60歳代 392 49.7 39.0 37.0 19.6 24.7 2.3
70歳以上 427 45.7 33.3 30.2 15.7 28.1 6.6
性・年代別
男性／18・19歳 17 11.8 52.9 41.2 5.9 29.4 - 
　　　20歳代 64 28.1 31.3 29.7 12.5 42.2 3.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 24.7 35.8 32.1 11.1 39.5 2.5
　　　30歳代 127 32.3 39.4 36.2 18.1 35.4 1.6
　　　40歳代 191 28.8 39.3 28.3 12.6 36.6 2.6
　　　50歳代 171 51.5 45.0 33.9 25.7 24.6 1.2
　　　60歳代 190 57.4 40.0 39.5 23.2 20.0 2.6
　　　70歳以上 202 57.4 36.1 35.6 16.8 23.8 5.0
女性／18・19歳 11 9.1 36.4 36.4 9.1 45.5 - 
　　　20歳代 87 28.7 29.9 36.8 8.0 42.5 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 26.5 30.6 36.7 8.2 42.9 - 
　　　30歳代 128 21.1 29.7 31.3 10.9 45.3 1.6
　　　40歳代 202 33.7 41.6 39.1 19.3 25.7 4.0
　　　50歳代 178 31.5 39.9 32.0 11.2 34.3 4.5
　　　60歳代 202 42.6 38.1 34.7 16.3 29.2 2.0
　　　70歳以上 225 35.1 30.7 25.3 14.7 32.0 8.0
職業別
自営業・家族従業（計） 183 45.4 42.1 34.4 16.4 25.7 3.8
雇用者（計） 1,077 36.2 38.5 34.9 17.1 31.5 2.9
無職（計） 718 40.7 34.8 31.5 15.2 31.5 3.8
ライフステージ別
独身期 215 24.7 35.8 36.7 12.1 41.4 0.5
家族形成期 148 27.7 35.1 29.1 10.1 40.5 2.0
家族成長前期 197 33.0 38.1 33.0 18.3 28.9 5.6
家族成長後期 168 41.1 44.0 39.9 22.0 27.4 0.6
家族成熟期 376 43.6 39.4 34.3 16.8 27.9 4.0
高齢期 503 46.7 36.0 33.4 17.5 27.6 4.8
その他 388 37.1 36.6 30.7 15.5 31.7 2.8
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（13）東京2020オリンピック・パラリンピックへの関心度 

◇『関心が高い（計）』が64.6％、『関心が低い（計）』が34.3％ 

問15 「東京2020オリンピック・パラリンピック」に対するあなたの関心は、次のうちど

れですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京2020オリンピック・パラリンピックへの関心度は、「関心があり、テレビなどで観戦したい」

（45.7％）が４割台半ばと最も高く、これに「かなり関心があり、競技によっては直接観戦したい」

（11.7％）、「大変関心があり、会場で直接観戦したい」（7.2％）を合わせた『関心が高い（計）』

（64.6％）は６割台半ばとなっている。一方で、「関心はないが、たまたまテレビなどで目にすれば

観戦するかもしれない」（22.8％）と「特に関心はない」（11.5％）を合わせた『関心が低い（計）』

（34.3％）は３割台半ばとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『関心が高い（計）』が2.2ポイント増加し、『関心が低い（計）』が2.8ポイ

ント減少している。 

 

 

今回調査 (1,995) 64.6 34.3

平成30年調査 (2,122) 62.4 37.1

平成29年調査 (2,140) 63.9 36.0
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【属性別比較】 

①性別 

『関心が高い（計）』は女性（65.6％）の方が男性（63.5％）よりも2.1ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『関心が高い（計）』は60歳代（70.4％）で最も高く、10歳代・20歳代（53.6％）で最も低く

なっている。 

 

○東京2020オリンピック・パラリンピックへの関心度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

『関心が高い（計）』は南部地域（73.1％）で最も高く、南西部地域（55.7％）以外の地域で６割

以上となっている。一方で、『関心が低い（計）』は南西部地域（41.0％）で４割強と最も高くなって

いる。 

18・19歳 (28) 67.8 32.1

20歳代 (151) 51.0 49.0

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 53.6 46.4

30歳代 (255) 54.9 42.4

40歳代 (393) 64.6 35.1

50歳代 (349) 66.8 32.6

60歳代 (392) 70.4 28.9

70歳以上 (427) 67.6 29.9
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  全  体 (1,995) 64.6 34.3
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関
心
が
高
い
:
計
;

関
心
が
低
い
:
計
;
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④性・年代別 

『関心が高い（計）』は男性の60歳代（72.6％）で７割強と最も高く、70歳以上（70.4％）でも

７割を超えている。一方で、『関心が低い（計）』は男性10歳代・20歳代（48.2％）で５割弱と最も

高くなっている。 

⑤職業別 

『関心が高い（計）』は自営業・家族従業（計）（67.8％）と無職（計）（66.1％）で６割台半ばを

超えて高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『関心が高い（計）』は家族成熟期（71.0％）で７割強と最も高くなっている。一方で、『関心が低

い（計）』は独身期（44.2％）で４割台半ば、家族形成期（41.3％）で４割強となっている。 

 

○東京2020オリンピック・パラリンピックへの関心度・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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関
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W

関
心
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　全　体 1,995 7.2 11.7 45.7 22.8 11.5 1.2 64.6 34.3
地域別
南部地域 190 7.9 14.7 50.5 15.3 7.9 3.7 73.1 23.2
南西部地域 183 8.7 12.6 34.4 29.0 12.0 3.3 55.7 41.0
東部地域 285 6.0 8.4 46.7 25.3 13.0 0.7 61.1 38.3
さいたま地域 380 8.7 13.7 46.1 21.8 9.5 0.3 68.5 31.3
県央地域 144 5.6 15.3 39.6 28.5 10.4 0.7 60.5 38.9
川越比企地域 218 6.0 12.8 45.4 24.8 11.0 - 64.2 35.8
西部地域 202 10.9 9.9 50.0 16.3 12.4 0.5 70.8 28.7
利根地域 195 4.6 7.2 49.2 23.1 13.3 2.6 61.0 36.4
北部地域 166 3.6 12.7 45.8 24.7 13.3 - 62.1 38.0
秩父地域 32 12.5 6.3 46.9 12.5 21.9 - 65.7 34.4
性・年代別
男性／18・19歳 17 23.5 11.8 35.3 17.6 11.8 - 70.6 29.4
　　　20歳代 64 9.4 9.4 28.1 29.7 23.4 - 46.9 53.1
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 12.3 9.9 29.6 27.2 21.0 - 51.8 48.2
　　　30歳代 127 5.5 15.0 29.9 30.7 15.7 3.1 50.4 46.4
　　　40歳代 191 7.9 13.6 37.7 23.6 16.8 0.5 59.2 40.4
　　　50歳代 171 9.9 18.1 37.4 22.8 11.1 0.6 65.4 33.9
　　　60歳代 190 6.8 11.6 54.2 16.8 8.9 1.6 72.6 25.7
　　　70歳以上 202 4.0 3.0 63.4 20.3 6.9 2.5 70.4 27.2
女性／18・19歳 11 45.5 9.1 9.1 27.3 9.1 - 63.7 36.4
　　　20歳代 87 10.3 17.2 26.4 29.9 16.1 - 53.9 46.0
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 14.3 16.3 24.5 29.6 15.3 - 55.1 44.9
　　　30歳代 128 7.8 15.6 35.9 24.2 14.1 2.3 59.3 38.3
　　　40歳代 202 13.9 16.8 39.1 19.8 10.4 - 69.8 30.2
　　　50歳代 178 9.0 16.3 42.7 19.1 12.4 0.6 68.0 31.5
　　　60歳代 202 0.5 6.4 61.4 24.3 7.4 - 68.3 31.7
　　　70歳以上 225 1.8 4.4 59.1 24.0 8.4 2.2 65.3 32.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 5.5 12.0 50.3 17.5 13.1 1.6 67.8 30.6
雇用者（計） 1,077 9.0 14.3 39.7 23.9 12.3 0.8 63.0 36.2
無職（計） 718 5.0 7.5 53.6 22.4 10.0 1.4 66.1 32.4
ライフステージ別
独身期 215 11.6 12.1 31.6 27.0 17.2 0.5 55.3 44.2
家族形成期 148 6.1 16.9 34.5 26.4 14.9 1.4 57.5 41.3
家族成長前期 197 12.7 15.2 36.0 20.3 13.2 2.5 63.9 33.5
家族成長後期 168 15.5 15.5 38.7 19.6 10.1 0.6 69.7 29.7
家族成熟期 376 6.1 15.2 49.7 18.6 9.3 1.1 71.0 27.9
高齢期 503 2.4 5.6 59.6 24.1 7.4 1.0 67.6 31.5
その他 388 5.9 10.8 43.6 24.2 14.2 1.3 60.3 38.4
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（14）ラグビーワールドカップ2019 埼玉・熊谷開催の認知度 

◇「知っている」が66.4％、「知らない」が33.3％ 

問16 あなたは、「ラグビーワールドカップ2019™」が埼玉県内で開催されることを知って

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップ2019埼玉・熊谷開催の認知度は、「知っている」（66.4％）が６割台半ば

を超えており、「知らない」（33.3％）が３割強である。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「知っている」は男性（72.5％）の方が女性（60.7％）よりも11.8ポイント高くなっている。 

②年代別 

「知っている」は50歳代（75.6％）で７割台半ばと最も高く、最も低い10歳代・20歳代

（59.2％）で約６割である。 

 

  

66.4 33.3 0.4

ｎ

(1,995)

(%)

知
#
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る
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ら

な

い

無

回

答
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 ○ラグビーワールドカップ2019 埼玉・熊谷開催の認知度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

「知っている」は北部地域（88.6％）で９割弱と最も高くなっている。一方で、「知らない」は東

部地域（49.5％）で約５割となっている。 

④性・年代別 

「知っている」は男性50歳代（84.2％）で８割台半ばと最も高くなっている。一方で、「知らな

い」は女性の10歳代・20歳代（43.9％）、30歳代（43.8％）、70歳以上（41.8％）で４割強と

なっている。 

⑤職業別 

「知っている」は自営業・家族従業（計）（71.6％）で７割強となっている。 

⑥ライフステージ別 

「知っている」は家族成長後期（75.6％）から家族成熟期（72.9％）で高くなっている。一方で、

「知らない」は独身期（40.5％）から家族形成期（41.9％）で４割以上となっている。 

 

  

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

67.9

57.6

59.2

60.4

65.9

75.6

69.9

62.5

32.1

42.4

40.8

39.2

33.8

24.1

30.1

36.5

0.4

0.3

0.3

0.9

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

72.5

60.7

27.2

38.9

0.3

0.4

  全  体 (1,995)

【性別】

(%)
ｎ

66.4 33.3 0.4

(%)

知
#

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答
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○ラグビーワールドカップ2019 埼玉・熊谷開催の認知度・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

知
*

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 66.4 33.3 0.4
地域別
南部地域 190 59.5 40.5 - 
南西部地域 183 60.1 39.3 0.5
東部地域 285 49.8 49.5 0.7
さいたま地域 380 67.9 32.1 - 
県央地域 144 76.4 22.9 0.7
川越比企地域 218 70.2 29.8 - 
西部地域 202 62.4 37.1 0.5
利根地域 195 72.3 27.7 - 
北部地域 166 88.6 10.2 1.2
秩父地域 32 75.0 25.0 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 64.7 35.3 - 
　　　20歳代 64 62.5 37.5 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 63.0 37.0 - 
　　　30歳代 127 64.6 34.6 0.8
　　　40歳代 191 71.2 28.8 - 
　　　50歳代 171 84.2 15.8 - 
　　　60歳代 190 76.8 23.2 - 
　　　70歳以上 202 68.3 30.7 1.0
女性／18・19歳 11 72.7 27.3 - 
　　　20歳代 87 54.0 46.0 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 56.1 43.9 - 
　　　30歳代 128 56.3 43.8 - 
　　　40歳代 202 60.9 38.6 0.5
　　　50歳代 178 67.4 32.0 0.6
　　　60歳代 202 63.4 36.6 - 
　　　70歳以上 225 57.3 41.8 0.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 71.6 27.9 0.5
雇用者（計） 1,077 67.7 32.0 0.3
無職（計） 718 63.2 36.4 0.4
ライフステージ別
独身期 215 59.1 40.5 0.5
家族形成期 148 58.1 41.9 - 
家族成長前期 197 67.5 32.0 0.5
家族成長後期 168 75.6 24.4 - 
家族成熟期 376 72.9 26.9 0.3
高齢期 503 65.0 34.6 0.4
その他 388 64.4 35.1 0.5
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（15）ラグビーワールドカップ2019 県営熊谷ラグビー場の認知度 

◇「知っている」が58.7％、「知らない」が41.0％ 

問17 県営熊谷ラグビー場は全国12会場の一つになっています。あなたは、このことを

知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップ2019県営熊谷ラグビー場の認知度は、「知っている」（58.7％）が６割

弱、「知らない」（41.0％）が４割強である。 

 

【属性別比較】 

①性別 

「知っている」は男性（66.3％）の方が女性（51.6％）よりも14.7ポイント高くなっている。 

②年代別 

「知っている」は50歳代（67.6％）で６割台半ばを超えて最も高く、60歳代（62.8％）で６割強

である。 

 

  

58.7 41.0 0.4

ｎ
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 ○ラグビーワールドカップ2019 県営熊谷ラグビー場の認知度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域別 

「知っている」は北部地域（83.1％）で８割強で最も高く、秩父地域（75.0％）で７割台半ばと高

くなっている。一方で、「知らない」は東部地域（56.8％）、西部地域（51.5％）で５割以上となって

いる。 

④性・年代別 

「知っている」は男性の50歳代（76.0％）で５割台半ばを超えて最も高く、60歳代（73.7％）で

７割強と高くなっている。一方で、「知らない」は女性の30歳代（53.9％）と10歳代・20歳代

（53.1％）で５割強となっている。 

⑤職業別 

「知っている」は自営業・家族従業（計）（62.8％）で６割強と最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「知っている」は家族成長後期（68.5％）から家族成熟期（65.7％）で高くなっている。一方で、

「知らない」は独身期（49.3％）から家族形成期（52.7％）で５割前後となっている。 

 

  

18・19歳 (28)

20歳代 (151)

【再掲】10歳代・20歳代 (179)

30歳代 (255)

40歳代 (393)

50歳代 (349)

60歳代 (392)

70歳以上 (427)

57.1

48.3

49.7

51.0

58.0

67.6

62.8

56.7

42.9

51.7

50.3

48.6

41.7

32.1

37.2

42.4

0.4

0.3

0.3

0.9

男性 (962)

女性 (1,033)

【年代別】

66.3

51.6

33.4

48.0

0.3

0.4

  全  体 (1,995)

【性別】

(%)
ｎ

58.7 41.0 0.4

(%)

知
#

て

い

る

知

ら

な

い

無

回

答
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○ラグビーワールドカップ2019 県営熊谷ラグビー場の認知度・地域別／性・年代別 

／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

知
*

て
い
る

知
ら
な
い

無
回
答

　全　体 1,995 58.7 41.0 0.4
地域別
南部地域 190 50.5 48.9 0.5
南西部地域 183 50.3 49.7 - 
東部地域 285 42.1 56.8 1.1
さいたま地域 380 60.8 39.2 - 
県央地域 144 72.9 27.1 - 
川越比企地域 218 64.2 35.8 - 
西部地域 202 48.0 51.5 0.5
利根地域 195 65.6 34.4 - 
北部地域 166 83.1 15.7 1.2
秩父地域 32 75.0 25.0 - 
性・年代別
男性／18・19歳 17 52.9 47.1 - 
　　　20歳代 64 53.1 46.9 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 53.1 46.9 - 
　　　30歳代 127 55.9 43.3 0.8
　　　40歳代 191 64.9 35.1 - 
　　　50歳代 171 76.0 24.0 - 
　　　60歳代 190 73.7 26.3 - 
　　　70歳以上 202 64.4 34.7 1.0
女性／18・19歳 11 63.6 36.4 - 
　　　20歳代 87 44.8 55.2 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 46.9 53.1 - 
　　　30歳代 128 46.1 53.9 - 
　　　40歳代 202 51.5 48.0 0.5
　　　50歳代 178 59.6 39.9 0.6
　　　60歳代 202 52.5 47.5 - 
　　　70歳以上 225 49.8 49.3 0.9
職業別
自営業・家族従業（計） 183 62.8 36.6 0.5
雇用者（計） 1,077 60.3 39.6 0.2
無職（計） 718 55.3 44.2 0.6
ライフステージ別
独身期 215 50.2 49.3 0.5
家族形成期 148 47.3 52.7 - 
家族成長前期 197 58.4 41.1 0.5
家族成長後期 168 68.5 31.5 - 
家族成熟期 376 65.7 34.3 - 
高齢期 503 59.2 40.4 0.4
その他 388 56.2 43.0 0.8
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（16）ラグビーワールドカップ2019への関心度 

◇『関心が高い（計）』が38.4％、『関心が低い（計）』が60.7％ 

問18 「ラグビーワールドカップ2019™」に対するあなたの関心は、次のうちどれです

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラグビーワールドカップ2019への関心度は、「ラグビー場やパブリックビューイング会場で観戦し

たい」（5.7％）、「テレビなどを通じて観戦したい」（22.9％）、「テレビやインターネットなどで結果

を見たい」（9.8％）を合わせた『関心が高い（計）』（38.4％）は４割弱となっている。「特に関心は

ない」（33.4％）は３割強となっている。これに、「関心はないが、たまたまテレビなどで目にすれば

観戦するかもしれない」（27.3％）を合わせた『関心が低い（計）』（60.7％）は６割を超えている。 

 

【過去調査との比較】 

今回調査から選択肢の内容が変更・追加されたため参考程度にとどめるが、平成30年調査より『関

心が高い（計）』が16.7ポイント増加し、『関心が低い（計）』が17.3ポイント減少している。 

 

今回調査 (1,995) 38.4 60.7

平成30年調査 (2,122) 21.7 78.0

平成29年調査 (2,140) 27.2 72.3

平成28年調査 (2,175) 30.4 69.3
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観
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い

特
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関

心

は

な

い

無

回

答

関心が高い（計） 関心が低い（計）

関
心
が
高
い
8
計
9

関
心
が
低
い
8
計
9

※ 平成30年度までの選択肢「大変関心があり、是非、熊谷ラグビー場で直接観戦したい」を「ラグビー場やパブリック

ビューイング会場で観戦したい」へ変更した。 

また、今回調査から「テレビやインターネットなどで結果を見たい」を追加した。 
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【属性別比較】 

①性別 

『関心が高い（計）』は男性（45.1％）の方が女性（31.8％）よりも13.3ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『関心が高い（計）』は60歳代（45.7％）で４割台半ばと最も高く、50歳代（43.9％）で４割強

となっている。 

 

○ラグビーワールドカップ2019への関心度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 60.8 39.2

20歳代 (151) 30.5 69.5

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 35.2 64.8

30歳代 (255) 30.1 69.5

40歳代 (393) 33.1 65.9

50歳代 (349) 43.9 55.3

60歳代 (392) 45.7 53.6

70歳以上 (427) 37.9 60.2

17.9

6.6

8.4

4.7

6.4

9.5

5.4

1.6

28.6

16.6

18.4

12.9

16.3

24.1

31.1

28.1

14.3

7.3

8.4

12.5

10.4

10.3

9.2

8.2

7.1

27.8

24.6

27.1

30.5

29.2

24.5

26.7

32.1

41.7

40.2

42.4

35.4

26.1

29.1

33.5

0.4

1.0

0.9

0.8

1.9

男性 (962) 45.1 53.8

女性 (1,033) 31.8 67.2

【年代別】

6.5

4.8

27.4

18.6

11.2

8.4

26.8

27.8

27.0

39.4

0.9

1.0

  全  体 (1,995) 38.4 60.7
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無
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答

関心が低い（計）関心が高い（計）

関
心
が
高
い
<
計
=

関
心
が
低
い
<
計
=
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③地域別 

『関心が高い（計）』は北部地域（52.4％）で５割強と最も高くなっている。一方で、『関心が低い

（計）』は南西部地域（68.3％）と東部地域（68.1％）で７割弱となっている。 

④性・年代別 

『関心が高い（計）』は男性の60歳代（59.5％）で約６割と最も高く、70歳以上（47.5％）と50

歳代（47.3％）で４割台半ばを超えて高くなっている。 

⑤職業別 

『関心が高い（計）』は自営業・家族従業（計）（44.9％）で４割台半ばと最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『関心が高い（計）』は家族成長後期（47.6％）で４割台半ばを超えて最も高くなっている。一方

で、『関心が低い（計）』は家族形成期（71.6％）で７割強となっている。 

 

○ラグビーワールドカップ2019への関心度・地域別／性・年代別／職業別 

／ライフステージ別 
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回
答

関
心
が
高
い
`

計
b

関
心
が
低
い
`

計
b

　全　体 1,995 5.7 22.9 9.8 27.3 33.4 1.0 38.4 60.7
地域別
南部地域 190 4.2 27.9 12.1 23.7 31.6 0.5 44.2 55.3
南西部地域 183 3.3 21.3 6.6 33.3 35.0 0.5 31.2 68.3
東部地域 285 2.5 18.9 9.5 22.8 45.3 1.1 30.9 68.1
さいたま地域 380 6.3 20.5 9.5 28.7 34.5 0.5 36.3 63.2
県央地域 144 5.6 27.1 9.0 27.1 31.3 - 41.7 58.4
川越比企地域 218 5.0 26.6 7.3 29.4 31.7 - 38.9 61.1
西部地域 202 5.0 23.8 9.9 29.2 30.2 2.0 38.7 59.4
利根地域 195 6.2 18.5 13.8 26.7 31.8 3.1 38.5 58.5
北部地域 166 13.3 28.9 10.2 25.3 21.1 1.2 52.4 46.4
秩父地域 32 15.6 9.4 12.5 28.1 34.4 - 37.5 62.5
性・年代別
男性／18・19歳 17 11.8 35.3 11.8 5.9 35.3 - 58.9 41.2
　　　20歳代 64 3.1 25.0 6.3 25.0 40.6 - 34.4 65.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 4.9 27.2 7.4 21.0 39.5 - 39.5 60.5
　　　30歳代 127 6.3 13.4 15.0 26.0 38.6 0.8 34.7 64.6
　　　40歳代 191 7.9 17.3 11.0 30.9 31.9 1.0 36.2 62.8
　　　50歳代 171 9.9 25.1 12.3 29.8 22.2 0.6 47.3 52.0
　　　60歳代 190 7.9 40.0 11.6 23.2 16.3 1.1 59.5 39.5
　　　70歳以上 202 2.0 36.1 9.4 26.7 24.3 1.5 47.5 51.0
女性／18・19歳 11 27.3 18.2 18.2 9.1 27.3 - 63.7 36.4
　　　20歳代 87 9.2 10.3 8.0 29.9 42.5 - 27.5 72.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 11.2 11.2 9.2 27.6 40.8 - 31.6 68.4
　　　30歳代 128 3.1 12.5 10.2 28.1 46.1 - 25.8 74.2
　　　40歳代 202 5.0 15.3 9.9 30.2 38.6 1.0 30.2 68.8
　　　50歳代 178 9.0 23.0 8.4 28.7 29.8 1.1 40.4 58.5
　　　60歳代 202 3.0 22.8 6.9 25.7 41.1 0.5 32.7 66.8
　　　70歳以上 225 1.3 20.9 7.1 26.7 41.8 2.2 29.3 68.5
職業別
自営業・家族従業（計） 183 5.5 26.8 12.6 24.6 29.0 1.6 44.9 53.6
雇用者（計） 1,077 6.9 20.0 10.2 29.0 33.1 0.8 37.1 62.1
無職（計） 718 3.9 26.2 8.4 25.6 35.1 0.8 38.5 60.7
ライフステージ別
独身期 215 7.0 16.7 10.2 23.7 41.9 0.5 33.9 65.6
家族形成期 148 4.1 16.2 8.1 28.4 43.2 - 28.4 71.6
家族成長前期 197 6.6 13.2 16.8 31.0 32.0 0.5 36.6 63.0
家族成長後期 168 11.9 24.4 11.3 25.0 27.4 - 47.6 52.4
家族成熟期 376 6.6 22.9 10.1 29.5 29.3 1.6 39.6 58.8
高齢期 503 2.0 29.6 8.5 26.0 32.4 1.4 40.1 58.4
その他 388 6.2 24.2 7.2 27.6 33.8 1.0 37.6 61.4



 

 

- 136 - 

（17）オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ開催に伴う県内でのテロ

発生への不安 

◇『不安を感じる（計）』が38.8％、『不安を感じない（計）』が60.5％ 

問19 「東京2020オリンピック・パラリンピック」や「ラグビーワールドカップ2019™」

の開催に伴う県内でのテロ発生に不安を感じますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ開催に伴う県内でのテロ発生への不安

は、「どちらかといえば不安を感じる」（27.6％）が２割台半ばを超えており、これに「不安を感じ

る」（11.2％）を合わせた『不安を感じる（計）』（38.8％）は４割弱となっている。一方で、「どちら

かといえば不安を感じない」（38.4％）と「不安を感じない」（22.1％）を合わせた『不安を感じない

（計）』（60.5％）は６割を超えている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『不安を感じない（計）』が4.3ポイント増加し、２年連続で『不安を感じ

る（計）』を上回っている。 

 

 

今回調査 (1,995) 38.8 60.5

平成30年調査 (2,122) 43.2 56.2

平成29年調査 (2,140) 59.5 39.9

平成28年調査 (2,175) 64.3 35.4
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無
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答

不安を感じる（計）

不
安
を
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る
8
計
9

不
安
を
感
じ
な
い
8
計
9

不安を感じない（計）
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【属性別比較】 

①性別 

『不安を感じる（計）』は女性（43.7％）の方が男性（33.6％）よりも10.1ポイント高くなってい

る。 

②年代別 

『不安を感じる（計）』は30歳代（49.4％）で約５割と最も高くなっている。 

 

○オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ開催に伴う県内でのテロ発生

への不安・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 35.7 64.3

20歳代 (151) 34.4 65.6

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 34.6 65.4

30歳代 (255) 49.4 50.2

40歳代 (393) 40.0 59.8

50歳代 (349) 37.5 62.2

60歳代 (392) 39.6 59.2

70歳以上 (427) 33.5 65.4

21.4

15.2

16.2

10.6

11.2

10.3

11.5

9.8

14.3

19.2

18.4

38.8

28.8

27.2

28.1

23.7

17.9

39.1

35.8

33.7

38.4

45.6

38.3
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46.4

26.5

29.6

16.5

21.4

16.6

20.9

28.6

0.4

0.3

0.3

1.3

1.2

男性 (962) 33.6 66.1

女性 (1,033) 43.7 55.4

【年代別】

9.6

12.7

24.0

31.0

39.8

37.2

26.3

18.2

0.3

1.0

  全  体 (1,995) 38.8 60.5

【性別】
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;
計
<

不
安
を
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な
い
;
計
<

不安を感じない（計）



 

 

- 138 - 

③地域別 

『不安を感じる（計）』は県央地域（47.2％）で最も高くなっている。一方で、『不安を感じない

（計）』は秩父地域（71.9％）で７割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

『不安を感じる（計）』は男女ともに30歳代（男性46.4％、女性52.4％）で最も高くなっている。

一方で、『不安を感じない（計）』は男性の70歳以上（72.3％）、10歳代・20歳代（69.1％）で高く

なっている。 

⑤職業別 

『不安を感じない（計）』は自営業・家族従業（計）（68.8％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『不安を感じる（計）』は家族成長前期（48.7％）で最も高くなっている。 

 

○オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ開催に伴う県内でのテロ発生

への不安・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(%)
 調

査
数
 
 
 
 
 
ｎ

不
安
を
感
じ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
安

を
感
じ
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
安

を
感
じ
な
い

不
安
を
感
じ
な
い

無
回
答

不
安
を
感
じ
る
;

計
=

不
安
を
感
じ
な
い
;

計
=

　全　体 1,995 11.2 27.6 38.4 22.1 0.7 38.8 60.5
地域別
南部地域 190 11.1 33.7 37.4 17.9 - 44.8 55.3
南西部地域 183 9.3 22.4 49.7 16.4 2.2 31.7 66.1
東部地域 285 10.9 25.3 35.1 28.1 0.7 36.2 63.2
さいたま地域 380 13.4 28.4 36.1 22.1 - 41.8 58.2
県央地域 144 10.4 36.8 36.8 15.3 0.7 47.2 52.1
川越比企地域 218 9.2 31.2 37.2 22.0 0.5 40.4 59.2
西部地域 202 8.4 25.2 38.6 27.2 0.5 33.6 65.8
利根地域 195 11.8 29.2 34.9 23.1 1.0 41.0 58.0
北部地域 166 14.5 19.3 48.2 16.9 1.2 33.8 65.1
秩父地域 32 12.5 15.6 25.0 46.9 - 28.1 71.9
性・年代別
男性／18・19歳 17 17.6 17.6 11.8 52.9 - 35.2 64.7
　　　20歳代 64 15.6 14.1 37.5 32.8 - 29.7 70.3
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 16.0 14.8 32.1 37.0 - 30.8 69.1
　　　30歳代 127 11.8 34.6 36.2 16.5 0.8 46.4 52.7
　　　40歳代 191 9.4 23.0 37.2 30.4 - 32.4 67.6
　　　50歳代 171 8.2 25.7 45.0 21.1 - 33.9 66.1
　　　60歳代 190 10.0 23.7 42.6 23.2 0.5 33.7 65.8
　　　70歳以上 202 6.4 20.8 40.6 31.7 0.5 27.2 72.3
女性／18・19歳 11 27.3 9.1 27.3 36.4 - 36.4 63.7
　　　20歳代 87 14.9 23.0 40.2 21.8 - 37.9 62.0
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 16.3 21.4 38.8 23.5 - 37.7 62.3
　　　30歳代 128 9.4 43.0 31.3 16.4 - 52.4 47.7
　　　40歳代 202 12.9 34.2 39.6 12.9 0.5 47.1 52.5
　　　50歳代 178 12.4 28.7 46.1 12.4 0.6 41.1 58.5
　　　60歳代 202 12.9 32.2 34.2 18.8 2.0 45.1 53.0
　　　70歳以上 225 12.9 26.2 33.3 25.8 1.8 39.1 59.1
職業別
自営業・家族従業（計） 183 8.7 21.3 42.6 26.2 1.1 30.0 68.8
雇用者（計） 1,077 11.0 29.3 38.5 20.7 0.5 40.3 59.2
無職（計） 718 12.1 26.6 37.0 23.4 0.8 38.7 60.4
ライフステージ別
独身期 215 13.5 24.7 36.3 25.1 0.5 38.2 61.4
家族形成期 148 10.8 32.4 34.5 22.3 - 43.2 56.8
家族成長前期 197 14.7 34.0 36.5 14.2 0.5 48.7 50.7
家族成長後期 168 7.7 29.2 43.5 19.6 - 36.9 63.1
家族成熟期 376 8.2 27.1 46.5 17.8 0.3 35.3 64.3
高齢期 503 11.3 24.7 37.2 25.2 1.6 36.0 62.4
その他 388 12.4 27.8 33.8 25.5 0.5 40.2 59.3
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（17－１）県内においてテロが発生することに不安を感じる理由 

◇「東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多くの人

が集まるから」75.6％、「フランスやアメリカなど欧米諸国でもテロが発生しているから」44.8％ 

（問19で「不安を感じる」または「どちらかといえば不安を感じる」と答えた方に） 

問19－１ 県内においてテロが発生することに不安を感じる理由は何ですか。あてはまるも

のをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内においてテロが発生することに不安を感じる理由は、「東京2020オリンピック・パラリンピッ

クやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多くの人が集まるから」（75.6％）が最も高い。

次いで、「フランスやアメリカなど欧米諸国でもテロが発生しているから」（44.8％）、「海外において

日本人が巻き込まれるテロ事件が発生しているから」（31.1％）などとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、「東京２０２０オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ

２０１９は、国内外から多くの人が集まるから」（6.5ポイント増）などが増加している。一方で、「フ

ランスやアメリカなど欧米諸国でもテロが発生しているから」（5.1ポイント減）、「日本はテロ組織な

どから標的として名指しされているから」（3.0ポイント減）などが減少している。 

 

  

インターネット上に、テロを呼びかけるような過激な情報が
あふれているから

東京２０２０オリンピック・パラリンピックやラグビーワールド
カップ２０１９は、国内外から多くの人が集まるから

フランスやアメリカなど欧米諸国でもテロが発生しているから

海外において日本人が巻き込まれるテロ事件が
発生しているから

過去にはオリンピックなどのスポーツイベントがテロの標的に
なっているから

「ＩＳＩＬ」（いわゆるイスラム国）などの海外のテロ組織の
影響を受けたとみられるテロが発生しているから

警察のテロ対策は不十分だと思うから

日本はテロ組織などから標的として名指しされているから

インターネット上で、爆発物の製造方法などテロを実行
するために必要な情報を誰でも簡単に知ることができるから

日本国内にも過去にテロ事件を起こした組織が存在するから

無回答
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今回調査 n=(774) 

(M .T.=2,199)  

平成30年調査 n=(916) 

(M .T.=2,623) 

平成29年調査 n=(1,275) 

(M .T.=4,210) 

(%)
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【属性別比較】 

①地域別 

「東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多く

の人が集まるから」はさいたま地域（81.1％）と北部地域（80.4％）で高くなっている。 

②性別 

「日本はテロ組織などから標的として名指しされているから」は男性（22.6％）の方が女性

（13.7％）よりも8.9ポイント高くなっている。「警察のテロ対策は不十分だと思うから」は男性

（25.4％）の方が女性（19.3％）よりも6.1ポイント高くなっている。 

③年代別 

「東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多く

の人が集まるから」は60歳代（80.0％）で最も高くなっている。「フランスやアメリカなど欧米諸国

でもテロが発生しているから」は10歳代・20歳代（58.1％）で最も高くなっている。 

④性・年代別 

「東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多く

の人が集まるから」は女性の70歳以上（83.0％）と60歳代（81.3％）で８割強と最も高く、30歳

代（80.6％）でも８割を超えている。 

⑤職業別 

「フランスやアメリカなど欧米諸国でもテロが発生しているから」は自営業・家族従業（計）

（50.9％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

「東京2020オリンピック・パラリンピックやラグビーワールドカップ2019は、国内外から多く

の人が集まるから」は高齢期（79.6％）で約８割と最も高くなっている。「フランスやアメリカなど欧

米諸国でもテロが発生しているから」は独身期（56.1％）と家族形成期（51.6％）で高くなってい

る。 
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○県内においてテロが発生することに不安を感じる理由・地域別／性別／年代別 

／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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無
回
答

　全　体 774 75.6 44.8 31.1 29.3 27.9 21.8 17.4 17.4 11.0 7.6 0.9
地域別
南部地域 85 72.9 44.7 31.8 37.6 32.9 16.5 15.3 23.5 9.4 11.8 - 
南西部地域 58 79.3 53.4 34.5 24.1 37.9 27.6 15.5 15.5 12.1 6.9 - 
東部地域 103 69.9 46.6 29.1 33.0 25.2 22.3 12.6 13.6 14.6 7.8 - 
さいたま地域 159 81.1 45.3 30.2 30.2 23.3 22.0 22.0 19.5 11.9 9.4 - 
県央地域 68 79.4 38.2 23.5 27.9 26.5 22.1 27.9 19.1 10.3 7.4 1.5
川越比企地域 88 72.7 39.8 40.9 33.0 28.4 20.5 20.5 20.5 11.4 6.8 2.3
西部地域 68 75.0 45.6 32.4 27.9 32.4 17.6 13.2 13.2 10.3 5.9 1.5
利根地域 80 71.3 48.8 23.8 20.0 26.3 23.8 15.0 12.5 10.0 3.8 2.5
北部地域 56 80.4 46.4 30.4 25.0 30.4 26.8 12.5 17.9 7.1 7.1 1.8
秩父地域 9 55.6 11.1 66.7 22.2 - 22.2 - 11.1 - - - 
性別  
男性 323 72.8 45.5 28.2 30.7 30.0 25.4 22.6 18.6 12.4 8.7 0.3
女性 451 77.6 44.3 33.3 28.4 26.4 19.3 13.7 16.6 10.0 6.9 1.3
年代別
18・19歳 10 60.0 70.0 20.0 10.0 40.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 - 
20歳代 52 59.6 55.8 34.6 21.2 21.2 25.0 13.5 11.5 13.5 3.8 - 
【再掲】10歳代・20歳代 62 59.7 58.1 32.3 19.4 24.2 24.2 14.5 12.9 14.5 6.5 - 
30歳代 126 77.0 45.2 32.5 29.4 26.2 23.0 14.3 15.9 8.7 5.6 0.8
40歳代 157 74.5 47.1 29.9 33.1 29.3 26.1 16.6 19.1 9.6 12.1 - 
50歳代 131 77.1 45.8 29.8 32.8 29.8 24.4 19.1 17.6 10.7 5.3 0.8
60歳代 155 80.0 47.7 27.7 31.6 28.4 18.7 23.2 18.7 13.5 7.1 1.9
70歳以上 143 76.2 32.2 35.7 23.8 27.3 16.1 14.7 17.5 10.5 7.7 1.4
性・年代別
男性／18・19歳 6 50.0 66.7 33.3 16.7 33.3 33.3 16.7 33.3 33.3 33.3 - 
　　　20歳代 19 68.4 52.6 31.6 31.6 21.1 31.6 15.8 26.3 15.8 10.5 - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 25 64.0 56.0 32.0 28.0 24.0 32.0 16.0 28.0 20.0 16.0 - 
　　　30歳代 59 72.9 45.8 32.2 27.1 32.2 23.7 20.3 16.9 11.9 6.8 - 
　　　40歳代 62 75.8 46.8 25.8 29.0 33.9 33.9 24.2 21.0 6.5 14.5 - 
　　　50歳代 58 74.1 44.8 29.3 37.9 31.0 25.9 20.7 15.5 15.5 6.9 - 
　　　60歳代 64 78.1 45.3 21.9 31.3 21.9 21.9 29.7 17.2 12.5 6.3 1.6
　　　70歳以上 55 65.5 40.0 30.9 29.1 34.5 18.2 20.0 18.2 12.7 5.5 - 
女性／18・19歳 4 75.0 75.0 - - 50.0 - 25.0 - - - - 
　　　20歳代 33 54.5 57.6 36.4 15.2 21.2 21.2 12.1 3.0 12.1 - - 
　　　【再掲】10歳代・20歳代 37 56.8 59.5 32.4 13.5 24.3 18.9 13.5 2.7 10.8 - - 
　　　30歳代 67 80.6 44.8 32.8 31.3 20.9 22.4 9.0 14.9 6.0 4.5 1.5
　　　40歳代 95 73.7 47.4 32.6 35.8 26.3 21.1 11.6 17.9 11.6 10.5 - 
　　　50歳代 73 79.5 46.6 30.1 28.8 28.8 23.3 17.8 19.2 6.8 4.1 1.4
　　　60歳代 91 81.3 49.5 31.9 31.9 33.0 16.5 18.7 19.8 14.3 7.7 2.2
　　　70歳以上 88 83.0 27.3 38.6 20.5 22.7 14.8 11.4 17.0 9.1 9.1 2.3
職業別
自営業・家族従業（計） 55 76.4 50.9 29.1 16.4 23.6 23.6 12.7 27.3 9.1 7.3 1.8
雇用者（計） 434 75.1 45.6 30.4 31.3 29.3 26.0 19.4 16.1 11.8 8.8 0.7
無職（計） 278 76.3 42.8 33.1 29.1 27.3 15.5 15.5 17.6 10.1 6.1 0.7
ライフステージ別
独身期 82 68.3 56.1 30.5 25.6 28.0 30.5 17.1 15.9 17.1 8.5 - 
家族形成期 64 76.6 51.6 31.3 31.3 29.7 23.4 17.2 10.9 4.7 3.1 1.6
家族成長前期 96 71.9 40.6 32.3 26.0 24.0 20.8 11.5 17.7 11.5 12.5 - 
家族成長後期 62 75.8 40.3 27.4 35.5 21.0 16.1 12.9 14.5 1.6 6.5 1.6
家族成熟期 133 75.2 45.1 30.8 35.3 30.1 20.3 19.5 19.5 11.3 10.5 0.8
高齢期 181 79.6 34.8 31.5 25.4 26.5 16.0 17.7 16.6 10.5 6.1 1.7
その他 156 76.9 51.9 32.1 29.5 32.1 27.6 21.2 21.2 14.1 5.8 0.6
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（18－１）生物多様性の認知度 

◇『知っている（計）』が63.9％ 

問20 現在、「生物多様性」の保全という、地球上のさまざまな生物やそれらが生息・生育

できる環境を守る取組が進められています。また、もともとその地域にいなかったの

に、人間によって他の地域から入ってきたアライグマやカミツキガメなど種々の「外来

生物」により、地域固有の生物の生態系や自然環境に影響を与える問題が起きていま

す。 

（１） あなたは「生物多様性」という言葉を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「生物多様性」という言葉の認知度は、「言葉の意味も含めて知っている」（28.9％）が３割弱、こ

れに「言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない」（35.0％）を合わせた『知っている（計）』

（63.9％）は６割強である。一方で、「知らない」（35.4％）は３割台半ばとなっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『知っている（計）』が2.1ポイント増加している。 

 

今回調査 (1,995) 63.9

平成30年調査 (2,122) 61.828.2 33.6 37.7 0.5

(%)
ｎ

28.9 35.0 35.4 0.7

(%)

言

葉

の

意

味

も

含

め

て

知
,

て

い

る

言

葉

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
6

意

味

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

知っている（計）

知
っ
て
い
る
7
計
8



 

- 143 - 

【属性別比較】 

①性別 

「言葉の意味も含めて知っている」は男性（33.6％）の方が女性（24.5％）よりも9.1ポイント高

く、「知らない」は女性（38.5％）の方が男性（32.1％）よりも6.4ポイント高くなっている。 

②年代別 

『知っている（計）』は10歳代・20歳代（71.5％）で７割強、60歳代（69.1％）で約７割と高く

なっている。「知らない」は50歳代（41.5％）で４割強と高くなっている。 

 

○生物多様性の認知度・性別／年代別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18・19歳 (28) 57.2

20歳代 (151) 74.2

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 71.5

30歳代 (255) 63.5

40歳代 (393) 62.9

50歳代 (349) 58.1

60歳代 (392) 69.1

70歳以上 (427) 61.6
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【年代別】

33.6

24.5

33.7

36.2

32.1

38.5

0.6

0.8

  全  体 (1,995) 63.9

【性別】

(%)
ｎ

28.9 35.0 35.4 0.7

(%)

言

葉

の

意

味

も

含

め

て

知
,

て

い

る

言

葉

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
6

意

味

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

知っている（計）

知
っ
て
い
る
:
計
;



 

 

- 144 - 

③地域別 

『知っている（計）』は、南部地域（73.1％）で７割強と最も高くなっている。 

④性・年代別 

『知っている（計）』は、男性の60歳代（73.7％）と10歳代・20歳代（72.9％）で７割強と高く

なっている。一方で、「知らない」は、女性の50歳代（43.8％）と30歳代（43.0％）で４割強と高

くなっている。 

⑤職業別 

『知っている（計）』は雇用者（計）（64.7％）で最も高くなっている。 

⑥ライフステージ別 

『知っている（計）』は独身期（75.3％）で７割台半ばと最も高く、家族成長前期（67.5％）で６

割台半ばを超えて高くなっている。 

 

○生物多様性の認知度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 28.9 35.0 35.4 0.7 63.9
地域別
南部地域 190 34.7 38.4 25.8 1.1 73.1
南西部地域 183 28.4 35.5 35.5 0.5 63.9
東部地域 285 26.3 36.1 36.8 0.7 62.4
さいたま地域 380 28.7 27.9 43.2 0.3 56.6
県央地域 144 29.9 37.5 32.6 - 67.4
川越比企地域 218 33.5 36.7 29.4 0.5 70.2
西部地域 202 27.2 36.6 34.7 1.5 63.8
利根地域 195 27.7 36.4 34.9 1.0 64.1
北部地域 166 25.9 39.8 33.1 1.2 65.7
秩父地域 32 18.8 18.8 62.5 - 37.6
性・年代別
男性／18・19歳 17 41.2 17.6 41.2 - 58.8
　　　20歳代 64 37.5 39.1 23.4 - 76.6
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 38.3 34.6 27.2 - 72.9
　　　30歳代 127 29.9 40.2 29.1 0.8 70.1
　　　40歳代 191 29.3 34.0 36.6 - 63.3
　　　50歳代 171 32.7 28.1 39.2 - 60.8
　　　60歳代 190 37.9 35.8 24.7 1.6 73.7
　　　70歳以上 202 34.7 31.7 32.7 1.0 66.4
女性／18・19歳 11 36.4 18.2 45.5 - 54.6
　　　20歳代 87 25.3 47.1 27.6 - 72.4
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 26.5 43.9 29.6 - 70.4
　　　30歳代 128 21.9 35.2 43.0 - 57.1
　　　40歳代 202 20.3 42.1 37.1 0.5 62.4
　　　50歳代 178 25.8 29.8 43.8 0.6 55.6
　　　60歳代 202 26.7 38.1 34.2 1.0 64.8
　　　70歳以上 225 25.8 31.6 40.9 1.8 57.4
職業別
自営業・家族従業（計） 183 31.7 31.1 36.1 1.1 62.8
雇用者（計） 1,077 28.4 36.3 34.8 0.5 64.7
無職（計） 718 29.0 34.0 36.2 0.8 63.0
ライフステージ別
独身期 215 33.0 42.3 24.2 0.5 75.3
家族形成期 148 26.4 31.1 42.6 - 57.5
家族成長前期 197 24.9 42.6 32.0 0.5 67.5
家族成長後期 168 20.2 41.1 38.7 - 61.3
家族成熟期 376 28.5 33.8 37.5 0.3 62.3
高齢期 503 31.2 32.4 35.0 1.4 63.6
その他 388 30.7 30.4 37.9 1.0 61.1
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（18－２）外来生物の認知度 

◇『知っている（計）』が93.8％ 

問20 （２） あなたは「外来生物」という言葉を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外来生物」という言葉の認知度は、「言葉の意味も含めて知っている」（79.0％）が約８割と最も

高くなっている。これに「言葉は聞いたことがあるが、意味は知らない」（14.8％）を合わせた

『知っている（計）』（93.8％）は９割強となっている。一方で、「知らない」（5.6％）は１割未満と

なっている。 

 

【過去調査との比較】 

平成30年調査と比べて、『知っている（計）』が0.5ポイント増加、「言葉は聞いたことがあるが、意

味は知らない」が1.5ポイント増加している。 

 

今回調査 (1,995) 93.8
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【属性別比較】 

①性別 

「言葉の意味も含めて知っている」は男性（81.6％）の方が女性（76.6％）よりも5.0ポイント高

くなっている。 

②年代別 

『知っている（計）』はいずれの年代でも９割以上となっており、50歳代（96.0％）で最も高く

なっている。また、「言葉の意味も含めて知っている」でも50歳代（84.0％）で８割台半ばと最も高

くなっている。 

 

○外来生物の認知度・性別／年代別 
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女性 (1,033) 93.5
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18・19歳 (28) 92.8

20歳代 (151) 92.1

【再掲】10歳代・20歳代 (179) 92.2

30歳代 (255) 92.1

40歳代 (393) 95.4

50歳代 (349) 96.0

60歳代 (392) 94.9

70歳以上 (427) 91.1

82.1
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78.2
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③地域別 

『知っている（計）』は西部地域（88.1％）以外のいずれの地域でも９割以上となっており、秩父

地域（100.0％）で最も高くなっている。 

④性・年代別 

『知っている（計）』は、女性70歳以上（88.5％）以外のいずれの年代でも９割以上となってお

り、女性50歳代（98.3％）で最も高くなっている。一方で、「知らない」は、女性70歳以上

（10.7％）で１割を超えて最も高くなっている。 

⑤職業別 

『知っている（計）』はいずれの職業でも９割以上となっており、雇用者（計）（95.0％）と自営

業・家族従業（計）（94.6％）で９割台半ばとなっている。 

⑥ライフステージ別 

『知っている（計）』はいずれのライフステージでも９割以上となっており、家族成長後期

（95.2％）から家族成熟期（97.6％）で高くなっている。 

 

○外来生物の認知度・地域別／性・年代別／職業別／ライフステージ別 
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　全　体 1,995 79.0 14.8 5.6 0.6 93.8
地域別
南部地域 190 83.2 14.2 2.1 0.5 97.4
南西部地域 183 72.7 18.0 9.3 - 90.7
東部地域 285 80.0 15.1 4.2 0.7 95.1
さいたま地域 380 75.8 16.3 7.1 0.8 92.1
県央地域 144 84.0 10.4 5.6 - 94.4
川越比企地域 218 83.5 11.9 4.6 - 95.4
西部地域 202 71.8 16.3 10.4 1.5 88.1
利根地域 195 80.0 15.9 3.1 1.0 95.9
北部地域 166 80.7 14.5 4.2 0.6 95.2
秩父地域 32 96.9 3.1 - - 100.0
性・年代別
男性／18・19歳 17 88.2 - 11.8 - 88.2
　　　20歳代 64 84.4 7.8 7.8 - 92.2
　　　【再掲】10歳代・20歳代 81 85.2 6.2 8.6 - 91.4
　　　30歳代 127 77.2 15.7 6.3 0.8 92.9
　　　40歳代 191 81.2 14.7 4.2 - 95.9
　　　50歳代 171 83.0 10.5 6.4 - 93.5
　　　60歳代 190 82.6 12.1 3.7 1.6 94.7
　　　70歳以上 202 81.2 12.9 5.0 1.0 94.1
女性／18・19歳 11 72.7 27.3 - - 100.0
　　　20歳代 87 72.4 19.5 8.0 - 91.9
　　　【再掲】10歳代・20歳代 98 72.4 20.4 7.1 - 92.8
　　　30歳代 128 81.3 10.2 7.8 0.8 91.5
　　　40歳代 202 77.7 17.3 4.5 0.5 95.0
　　　50歳代 178 84.8 13.5 1.1 0.6 98.3
　　　60歳代 202 77.2 17.8 4.5 0.5 95.0
　　　70歳以上 225 67.6 20.9 10.7 0.9 88.5
職業別
自営業・家族従業（計） 183 79.8 14.8 4.9 0.5 94.6
雇用者（計） 1,077 81.5 13.5 4.5 0.6 95.0
無職（計） 718 75.5 16.3 7.5 0.7 91.8
ライフステージ別
独身期 215 78.1 14.9 6.5 0.5 93.0
家族形成期 148 80.4 12.8 6.8 - 93.2
家族成長前期 197 80.2 12.7 6.1 1.0 92.9
家族成長後期 168 86.9 8.3 4.8 - 95.2
家族成熟期 376 82.2 15.4 1.9 0.5 97.6
高齢期 503 76.5 16.3 6.4 0.8 92.8
その他 388 75.0 16.8 7.5 0.8 91.8
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