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【少子化・人口減少対策について】 

問 

あなたは、夫婦の出生率が近年減っていないのに対し、未婚率の上昇が少子化の大きな要
因となっていることを知っていますか。（〇は１つ） 

未婚率が少子化の要因と「知っている」のは 8割弱 

【調査結果（ポイント）】 

知っている

77.2 

77.8 

79.7 

76.5 

73.4 

77.0 

76.0 

78.7 

75.0 

69.5 

68.5 

80.0 

78.9 

81.9 

79.2 

69.6 

知らなかった

20.1 

20.6 

18.2 

20.2 

20.9 

20.1 

21.9 

18.2 

25.0 

29.8 

30.4 

19.6 

20.2 

15.8 

16.6 

19.9 

無回答

2.7 

1.7 

2.1 

3.2 

5.6 

2.9 

2.1 

3.1 

0.8 

1.1 

0.4 

0.9 

2.3 

4.2 

10.6 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=1,930）

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

男性(n=876)

女性(n=1,026）

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

地
域
別 

性
別 

年
齢
別 

〔全体〕 

  未婚率が少子化の要因と「知っている」が 77.2％で、「知らなかった」が 20.1％であった。 

〔地域別〕 

  地域別で全体の傾向との相違は見られず、認知度は「県央地域」が 79.7％で最も高く、次いで

「県南地域」が 77.8％、「離島地域」が 77.0％と続いている。 

〔性別〕 

  性別でも全体の傾向との相違は見られず、認知度は女性の方が 2.7 ポイント高くなっている。 

〔年齢別〕 

  年齢別での認知度は、バラツキがあるものの全体との相違は見られず、「60 歳代」が 81.9％で

最も高かった。 
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問 

県では、独身者の結婚の希望がかなう環境づくり（結婚支援）を行っていますが、あなた
は、県の支援策として、何が有効だと思いますか。（〇は２つまで） 

「婚活イベント」が約 4割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

38.1 

27.0 

23.9 

22.6 

18.3 

8.0 

6.2 

2.9 

2.7 

5.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

婚活イベント

結婚支援策の周知、情報提供

婚活についての相談窓口

登録制データマッチング「お見合いシステム」

異業種交流会

カウンセラーなど専門家による引き合わせと、交

際のサポート

地域の仲人さんによるお相手探し

独身男女のブラッシュアップセミナー

独身男女の親同士のお見合い

その他

（％） 

n=1,930 

〔全体〕 

  結婚に有効な支援は「婚活イベント」が 38.1％で最も多く、次いで「結婚支援策の周知、情報提

供」が 27.0％、「婚活についての相談窓口」が 23.9％の順で続いている。 

〔地域別〕 

  地域によるバラツキは見られるものの、おおよそ全体の傾向との相違は見られない。 

〔性別〕 

  性別でも全体の傾向との相違は見られない。 

〔年齢別〕 

  年齢別での「婚活イベント」は年齢の上昇とともに減少しており、「婚活についての相談窓口」は

年齢の上昇とともに増加傾向にある。 
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【地域別】         【性 別】          【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

36.1 

28.1 

23.7 

25.1 

20.1 

8.5 

5.8 

2.6 

2.4 

5.5 

40.3 

27.3 

26.4 

23.3 

17.6 

7.9 

4.8 

3.6 

2.4 

4.8 

38.1 

26.1 

22.7 

21.7 

19.2 

8.5 

5.9 

2.6 

3.2 

4.3 

42.4 

22.0 

23.2 

16.4 

17.5 

7.3 

9.0 

2.3 

2.8 

4.0 

40.3 

30.2 

26.6 

18.7 

8.6 

5.8 

9.4 

3.6 

3.6 

5.8 

0.0 20.0 40.0 60.0

婚活イベント

結婚支援策の周知

婚活についての相談窓口

「お見合いシステム」

異業種交流会

専門家のサポート

地域の仲人

セミナー

親同士のお見合い

その他

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

（％） （％） （％） 

37.9 

24.9 

27.4 

24.8 

14.5 

7.4 

8.1 

2.6 

3.3 

5.6 

38.2 

29.1 

21.2 

20.9 

21.5 

8.4 

4.6 

3.0 

2.2 

4.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

45.0 

35.0 

15.0 

15.0 

20.0 

5.0 

45.8 

24.4 

18.3 

32.1 

21.4 

12.2 

6.9 

3.8 

1.5 

3.8 

42.9 

23.9 

20.1 

25.5 

16.8 

11.4 

7.6 

3.8 

1.6 

7.6 

39.6 

23.6 

18.2 

26.5 

27.3 

9.5 

4.7 

1.5 

3.6 

6.5 

38.0 

27.0 

18.4 

30.0 

22.3 

7.1 

5.9 

2.4 

2.1 

5.0 

39.3 

30.9 

27.9 

23.0 

14.4 

7.7 

4.4 

3.3 

2.8 

3.5 

34.0 

30.6 

29.8 

12.7 

13.7 

6.1 

6.9 

2.9 

3.4 

4.0 

29.8 

19.3 

31.7 

13.7 

15.5 

6.2 

11.2 

3.1 

3.7 

6.8 

0.0 20.0 40.0 60.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)
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75.9 

66.3 

30.4 

26.6 

20.9 

19.2 

18.3 

16.4 

14.7 

14.3 

2.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

良質な働く場所の創出・確保（若者の雇用対策、企業誘致等）

結婚・出産・子育てのしやすい環境の整備

移住の促進やＵ・Ｉターンの情報発信と受入体制の整備

道路等のインフラ整備や公共交通の充実

長崎県の魅力発信やイメージアップとＰＲの強化

健康長寿対策の推進と高齢者が生きがいを持てる環境の整備

地域へ人を呼び込むための農林水産業の振興（担い手確保、集落

対策等）

市町が取り組む地域の魅力づくりへの支援

地域を支える拠点づくりや安心ネットワーク（見守り体制等）へ

の支援

魅力ある観光地づくりと国内外からの誘客の促進

その他

問 

本県では、人口減少に歯止めをかけるために、様々な施策に取り組んでいます。本県が、
今後、より強化すべきと思う取組は何ですか。（○はいくつでも） 

「良質な働く場所の創出・確保（若者の雇用対策、企業誘致等）」が 
約 8 割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

（％） 

n=1,930 

〔全体〕 

  強化すべき施策は「良質な働く場所の創出・確保（若者の雇用対策、企業誘致等）」が 75.9％で最

も多く、次いで「結婚・出産・子育てのしやすい環境の整備」が 66.3％、「移住の促進やＵ・Ｉター

ンの情報発信と受入体制の整備」が 30.4％の順で続いている。 

〔地域別〕 

  地域によるバラツキは見られるものの、上位 3 項目で全体の傾向との相違は見られない。 

〔性別〕 

  性別による全体の傾向との相違は見られない。 

〔年齢別〕 

  年齢別で「結婚・出産・子育てのしやすい環境の整備」は 20 歳未満と 70 歳以上で他年齢よりも 10

ポイント前後低くなっている。 

地域へ人を呼び込むための農林水産業の振興（担い手確保、

集落対策等） 

地域を支える拠点づくりや安心ネットワーク（見守り体制

等）への支援 
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75.8 

64.0 

28.8 

28.0 

18.6 

16.9 

18.7 

16.9 

11.6 

14.5 

3.5 

76.2 

68.9 

32.1 

25.2 

23.0 

21.4 

17.7 

15.9 

17.3 

13.9 

2.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

77.8 

68.9 

32.4 

27.2 

23.3 

19.5 

19.2 

15.4 

16.3 

14.1 

2.8 

77.3 

68.5 

32.4 

27.3 

21.8 

23.0 

18.8 

17.6 

14.5 

14.8 

3.9 

74.5 

65.4 

27.1 

26.5 

18.8 

18.6 

15.4 

17.0 

14.8 

15.2 

2.8 

74.0 

56.5 

25.4 

28.2 

18.1 

15.3 

16.4 

13.0 

10.2 

10.2 

1.1 

71.9 

65.5 

33.1 

20.1 

15.8 

17.3 

24.5 

20.9 

11.5 

14.4 

2.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

働く場所の創出・確保

結婚・出産・子育環境の整備

Ｕ・Ｉターンの受入体制整備

インフラ整備

ＰＲの強化

健康長寿対策

農林水産業の振興

市町の魅力づくり

安心ネットワーク

観光地づくり

その他

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

【地域別】         【性 別】          【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

（％） （％） 

60.0 

60.0 

5.0 

35.0 

25.0 

20.0 

5.0 

10.0 

20.0 

25.0 

77.1 

71.0 

18.3 

27.5 

26.0 

8.4 

7.6 

9.2 

13.0 

20.6 

5.3 

70.7 

76.6 

23.9 

31.0 

19.0 

9.8 

13.6 

17.4 

15.2 

19.6 

6.5 

76.0 

69.5 

24.4 

27.6 

16.0 

13.5 

16.0 

13.8 

13.5 

16.0 

3.6 

69.1 

35.3 

32.3 

19.0 

18.7 

17.5 

15.7 

13.1 

14.5 

3.6 

77.7 

67.0 

35.1 

27.2 

21.4 

22.3 

20.2 

16.3 

16.3 

10.9 

0.5 

75.2 

58.3 

34.3 

19.3 

25.3 

25.6 

25.3 

19.5 

16.1 

11.9 

2.4 

69.6 

59.6 

30.4 

21.1 

18.0 

27.3 

16.1 

19.3 

12.4 

11.2 

1.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

（％） 
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【地域コミュニティについて】 

問 

お住まいの各地域で次のような団体が活動しています。あなたは、これらの活動に参加し
ていますか。（○はいくつでも） 

■参加しない理由 

44.5 

9.2 

7.3 

7.0 

3.9 

3.9 

2.6 

2.3 

2.0 

1.9 

1.8 

8.8 

34.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

自治会

PTA

子ども会

老人クラブ

婦人会

ボランティア・NPO等

社会福祉協議会の地区支部

個人、知人・仲間と活動している

上記以外の団体で活動している

まちづくり協議会（地域運営組織）

青少年育成協議会

以前参加していたが、現在は参加していない

参加していない

30.2 

20.0 

18.3 

14.6 

13.7 

11.0 

10.9 

9.0 

0.0 20.0 40.0

時間がないから

体力に自信がないから

人間関係がわずらわしいから

活動自体に興味がないから

参加・協力するきっかけがつかめないから

一緒に参加する仲間がいないから

これらの活動を知らないから

その他

〔全体〕 

  参加している活動は「自治会」が 44.5％で最も多く、次いで「PTA」が 9.2％、「子ども会」が 7.3％

と続いている。 

一方、「以前参加していたが、現在は参加していない」が 8.8％、「参加していない」が 34.6％とな

っており、参加しない理由は「時間がないから」が 30.2％で最も多く、次いで「体力に自信がないか

ら」が 20.0％、「人間関係がわずらわしいから」が 18.3％と続いている。 

〔地域別〕 

  地域による上位 3 項目で全体の傾向との相違は、県北地域で「参加していない」が 1 位、島原半島

地域で「子ども会」、離島地域で「老人クラブ」がそれぞれ 3 位となっており、参加しない理由で上

位 3 項目での全体の傾向との相違は、県央地域、島原半島地域で「人間関係がわずらわしいから」が

2 位となっている。 

〔性別〕 

  性別による参加活動で全体の傾向との相違はないが、参加しない理由で男性は「人間関係がわずら

わしいから」が 2 位となっている。 

〔年齢別〕 

  年齢別では、年齢の上昇とともに「参加していない」割合が減少し、参加しない理由は「体力に自

信がないから」の割合が増加している。 

（％） 

（％） 

n=1,930 

n=837 

「自治会」が 5割弱でトップ、 
参加していない理由は「時間がないから」が約 3割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 
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【地域別】          【性 別】          【年齢別】 

【地域別】         【性 別】         【年齢別】 
参加しない理由 

48.8 

7.8 

4.0 

4.8 

2.8 

3.2 

2.1 

1.9 

1.9 

1.2 

1.7 

9.0 

36.2 

48.5 

10.0 

8.5 

8.8 

5.2 

5.8 

2.4 

2.7 

1.5 

1.5 

2.4 

8.5 

30.9 

35.8 

10.5 

9.1 

7.1 

3.6 

3.0 

2.6 

2.6 

2.2 

2.6 

1.4 

9.7 

37.9 

52.5 

9.0 

14.1 

6.2 

6.8 

4.5 

2.8 

1.1 

1.7 

1.7 

1.7 

5.6 

27.1 

33.1 

10.1 

6.5 

15.8 

3.6 

4.3 

5.0 

4.3 

2.9 

4.3 

2.2 

10.1 

31.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

自治会

PTA

子ども会

老人クラブ

婦人会

ボランティア・NPO等

社会福祉協議会の地区支部

個人、知人・仲間と活動している

上記以外の団体で活動している

まちづくり協議会（地域運営組織）

青少年育成協議会

以前参加していた

参加していない

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

44.9 

7.1 

5.6 

7.9 

2.2 

4.1 

2.6 

1.9 

2.5 

2.4 

1.8 

6.6 

38.6 

44.5 

11.1 

8.6 

6.3 

5.4 

3.6 

2.5 

2.7 

1.5 

1.5 

1.8 

10.9 

30.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

30.0 

10.0 

10.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

50.0 

16.0 

5.3 

5.3 

0.8 

0.8 

1.5 

6.1 

71.8 

34.8 

17.4 

16.8 

1.1 

1.1 

2.2 

0.5 

1.1 

0.5 

1.1 

2.7 

49.5 

37.8 

29.5 

20.7 

0.4 

1.8 

3.3 

0.4 

1.8 

1.8 

0.7 

2.9 

6.2 

38.2 

50.4 

11.3 

6.5 

2.7 

4.7 

3.6 

2.4 

1.8 

2.1 

2.1 

2.7 

9.2 

32.6 

53.3 

1.9 

1.4 

4.0 

4.9 

3.3 

2.1 

2.6 

2.3 

1.9 

1.4 

9.8 

28.6 

50.1 

1.3 

2.1 

17.4 

5.0 

6.9 

6.3 

4.0 

2.4 

3.4 

1.6 

11.1 

23.5 

44.1 

1.9 

2.5 

23.0 

5.0 

4.3 

3.7 

3.7 

2.5 

3.1 

1.9 

14.9 

26.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

26.7 

20.7 

19.6 

16.8 

13.9 

10.8 

11.4 

8.5 

31.5 

18.5 

23.1 

13.1 

13.8 

15.4 

13.1 

11.5 

35.7 

22.6 

14.5 

12.8 

14.5 

10.2 

11.5 

7.7 

27.6 

8.6 

19.0 

19.0 

8.6 

6.9 

5.2 

8.6 

29.3 

19.0 

15.5 

8.6 

13.8 

10.3 

5.2 

8.6 

0.0 20.0 40.0

時間がない

体力に自信がない

人間関係がわずらわしい

活動自体に興味がない

きっかけがつかめない

一緒に参加する仲間がいない

これらの活動を知らない

その他

県南地域n=352)

県央地域(n=130)

県北地域(n=235)

島原半島地域(n=58)

離島地域(n=58)

27.8 

16.9 

19.2 

17.2 

12.4 

10.1 

9.8 

6.8 

32.8 

22.5 

17.6 

12.4 

15.0 

12.2 

11.5 

11.0 

0.0 20.0 40.0

男性(n=396)

女性(n=427）

27.3 

9.1 

18.2 

9.1 

35.3 

2.9 

9.8 

19.6 

11.8 

10.8 

18.6 

5.9 

38.5 

5.2 

18.8 

20.8 

25.0 

14.6 

15.6 

2.1 

36.9 

8.2 

23.8 

16.4 

10.7 

9.8 

9.8 

6.6 

36.2 

13.5 

17.7 

12.8 

15.6 

12.1 

11.3 

10.6 

32.1 

24.8 

21.2 

17.0 

12.1 

13.9 

6.1 

8.5 

18.3 

42.7 

22.1 

8.4 

16.0 

7.6 

9.9 

10.7 

4.5 

48.5 

9.1 

4.5 

3.0 

7.6 

6.1 

22.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

２０歳未満（n＝11）

２０～２９歳(n=102)

３０～３９歳(n=96)

４０～４９歳(n=122)

５０～５９歳(n=141)

６０～６９歳(n=165)

７０～７９歳(n=131)

８０歳以上(n=66)

【地域別・性別・年齢別比較】 

（％） （％） （％） 

（％） （％） （％） 
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問 

あなたは、どのような環境や条件があれば、地域の活動に参加しやすいと思いますか。 
（○は３つまで） 

「気軽に参加できる体制があれば（会員制にしない等）」が 4 割超でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

43.1 

31.0 

27.8 

21.7 

18.3 

15.1 

9.2 

8.1 

7.4 

6.7 

6.0 

3.6 

3.5 

0.0 20.0 40.0 60.0

気軽に参加できる体制があれば（会員制にしない 等）

好きな時間や参加頻度を選べれば

新しい人が参加しやすい雰囲気があれば

活動のリーダーや役員にならなくてよければ

活動内容の情報が十分にあれば

お金がかからなければ（会費や交通費 等）

知り合い同士で参加できれば

本来の活動に関係ない会合等が少なければ

参加の仕方がわかりやすければ（どこに申し込めばよいか 等）

活動に対する多少のメリットがあれば（多少の報酬や特典 等）

どのような環境や条件が整っても参加したくない

やりがいにつながる工夫があれば（参加している団体や個人が表

彰される 等）

その他

（％）

n=1,930 

やりがいにつながる工夫があれば（参加している団体や個人が

表彰される 等） 

〔全体〕 

  参加しやすい環境は「気軽に参加できる体制があれば（会員制にしない 等）」が 43.1％で最も多

く、次いで「好きな時間や参加頻度を選べれば」が 31.0％、「新しい人が参加しやすい雰囲気があれ

ば」が 27.8％の順で続いている。 

  一方、「どのような環境や条件が整っても参加したくない」は 6.0％となっている 

〔地域別〕 

  地域によるバラツキは見られるものの、上位 3 項目で全体の傾向との相違は見られない。 

〔性別〕 

  性別による全体の傾向との相違は見られない。 

〔年齢別〕 

  年齢別でバラツキは見られるものの、上位 3 項目で全体の傾向との相違は見られない。 
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【地域別】         【性 別】         【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

43.1 

31.0 

27.8 

21.7 

18.3 

15.1 

9.2 

8.1 

7.4 

6.7 

6.0 

3.6 

3.5 

45.0 

30.6 

28.9 

23.3 

17.7 

14.8 

8.2 

8.4 

6.9 

5.8 

5.7 

4.1 

4.2 

45.2 

31.8 

29.7 

21.5 

21.8 

16.7 

10.6 

7.3 

9.7 

8.5 

3.6 

4.8 

2.7 

39.5 

33.4 

24.5 

21.3 

17.8 

13.8 

8.1 

8.1 

8.1 

7.1 

8.5 

2.4 

3.6 

44.6 

26.6 

32.2 

14.1 

18.6 

16.9 

11.9 

9.0 

5.1 

8.5 

4.0 

2.3 

1.7 

39.6 

29.5 

24.5 

25.2 

15.8 

17.3 

11.5 

7.9 

5.0 

3.6 

7.9 

4.3 

2.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

気軽に参加できる

時間や参加頻度

新しい人が参加しやすい

活動のリーダーや役員

活動内容の情報が十分にあれば

お金がかからない

知り合い同士で参加できれば

活動に関係ない会合等

参加の仕方

活動のメリットが

参加したくない

やりがいにつながる工夫

その他

全体(n=1,930）

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

44.4 

31.8 

25.7 

18.9 

18.6 

11.9 

8.6 

8.2 

6.8 

8.4 

7.1 

4.5 

3.0 

42.3 

30.4 

29.4 

24.2 

17.9 

18.2 

9.8 

7.9 

7.9 

5.2 

5.3 

2.9 

3.8 

0.0 20.0 40.0 60.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

45.0 

40.0 

20.0 

10.0 

25.0 

25.0 

5.0 

10.0 

10.0 

38.9 

30.5 

22.1 

9.2 

22.1 

22.9 

15.3 

10.7 

12.2 

23.7 

4.6 

9.2 

1.5 

35.9 

38.0 

25.0 

29.3 

14.1 

16.8 

8.7 

8.2 

9.8 

14.7 

6.5 

1.6 

2.7 

40.7 

40.0 

29.1 

31.3 

16.0 

16.4 

5.5 

9.1 

5.1 

9.5 

6.9 

3.3 

2.5 

45.7 

35.6 

25.5 

25.5 

18.7 

15.1 

8.0 

11.0 

8.3 

5.9 

5.6 

5.6 

1.8 

47.2 

27.9 

29.8 

23.7 

20.7 

14.0 

8.6 

8.8 

6.0 

2.8 

5.8 

2.1 

2.3 

44.6 

26.4 

31.4 

15.0 

19.8 

14.0 

9.5 

6.6 

7.4 

2.4 

5.8 

3.4 

5.0 

39.8 

17.4 

26.7 

12.4 

15.5 

10.6 

13.0 

0.6 

7.5 

1.2 

6.8 

1.9 

10.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

（％） （％） （％） 
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【新型コロナウイルス感染症対策について】 

【地域別】          【性 別】          【年齢別】 

問 

あなたは、コロナに関する情報をどの媒体から得ていますか。 
（○はいくつでも） 

「テレビ」が 9割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

91.0 

42.2 

32.8 

27.4 

12.1 

9.5 

3.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

テレビ

新聞

ＳＮＳ（TwitterやLINEなど）

自治体（県、市町）のホームページ

ラジオ

政府（国）のホームページ

その他

（％） 

n=1,930 

92.2 

44.7 

32.1 

24.6 

12.7 

10.7 

4.4 

90.3 

41.8 

37.0 

24.8 

14.8 

8.8 

3.6 

91.1 

39.3 

33.6 

30.6 

11.1 

8.9 

4.7 

87.6 

47.5 

31.1 

29.4 

9.6 

7.9 

1.7 

94.2 

35.3 

28.1 

36.0 

7.9 

10.1 

2.9 

0.0 50.0 100.0

テレビ

新聞

ＳＮＳ

自治体のHP

ラジオ

政府（国）のHP

その他

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

90.2 

44.6 

29.0 

25.1 

13.9 

9.4 

4.0 

92.3 

40.6 

36.3 

29.2 

10.3 

9.7 

4.0 

0.0 50.0 100.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

85.0 

15.0 

60.0 

20.0 

5.0 

81.7 

13.0 

71.0 

25.2 

4.6 

11.5 

3.8 

83.2 

14.7 

54.9 

37.0 

7.1 

12.5 

7.1 

90.5 

26.9 

49.8 

39.6 

8.0 

14.2 

5.8 

91.7 

33.2 

43.9 

32.3 

11.3 

11.9 

4.2 

94.9 

55.6 

23.7 

23.5 

14.0 

9.1 

3.5 

95.0 

64.1 

8.7 

20.1 

18.2 

5.3 

1.8 

91.3 

59.6 

3.1 

14.9 

14.3 

3.7 

3.7 

0.0 50.0 100.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

〔全体〕 
  情報を得る媒体は「テレビ」が 91.0％で最も多く、次いで「新聞」が 42.2％、「ＳＮＳ（Twitter や LINE
など）」が 32.8％で続いている。 

〔地域別〕 
  地域別における全体の傾向との相違は「離島地域」では「自治体（県、市町）のホームページ」が 2 位と
なっている。 

〔性別〕 
  性別による全体の傾向との相違は見られない。 
〔年齢別〕 
  年齢別での傾向としては「新聞」は年齢の上昇とともに増加し、「ＳＮＳ（Twitter や LINE など）」は年齢
の上昇とともに減少している。また、「自治体（県、市町）のホームページ」は年齢の上昇に伴い増加し「40
歳代」を上限に減少に転じている。 

 
 

（％） （％） （％） 
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問 

あなたが、自身のコロナ対策強化のきっかけとして重視することは何ですか。 
（○は２つまで） 

「感染者数の増加」が 7割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

70.2 

37.2 

20.7 

14.2 

11.6 

6.6 

5.9 

1.8 

1.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

感染者数の増加

病床のひっ迫

自治体（県、市町）からの呼びかけ

死亡者・重傷者数の増加

医療関係者からの呼びかけ

知人や著名人のコロナ感染

政府（国）からの呼びかけ

コロナ対策を強化したことはない

その他

（％） 

n=1,930 

【地域別】          【性 別】          【年齢別】 

〔全体〕 
  重視することとしては「感染者数の増加」が 70.2％で最も多く、次いで「病床のひっ迫」が 37.2％、「自
治体（県、市町）からの呼びかけ」が 20.7％で続いている。 

〔地域別〕 
  地域別における全体の傾向との相違は、ややバラツキがあるものの大きな相違はみられない。 
〔性別〕 
  性別でも全体の傾向との相違は見られない。 
〔年齢別〕 
  年齢別での傾向としては「感染者数の増加」は年齢の上昇に伴い増加し「60 歳代」を上限に減少に転じて
おり、「病床のひっ迫」は年齢の上昇に伴い増加し「40 歳代」を上限に減少に転じている。 

 
 

（％） （％） （％） 

70.6 

41.9 

16.7 

15.3 

13.2 

6.8 

5.4 

2.1 

1.7 

67.6 

34.5 

23.9 

15.2 

11.8 

6.7 

7.3 

2.4 

2.4 

71.3 

35.6 

19.2 

14.6 

10.7 

6.3 

6.3 

1.2 

2.2 

76.8 

27.7 

31.6 

8.5 

6.8 

5.6 

4.5 

0.6 

0.6 

62.6 

36.7 

28.1 

11.5 

10.8 

6.5 

5.8 

2.2 

2.9 

0.0 50.0 100.0

感染者数の増加

病床のひっ迫

自治体（県、市町）

死亡者・重傷者数

医療関係者

知人のコロナ感染

政府（国）

対策強化ない

その他

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

69.3 

36.4 

18.7 

17.4 

9.8 

6.1 

5.9 

2.5 

2.4 

71.2 

38.0 

22.5 

11.5 

13.1 

6.8 

5.8 

1.2 

1.6 

0.0 50.0 100.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

55.0 

25.0 

15.0 

15.0 

20.0 

5.0 

5.0 

61.1 

32.1 

13.0 

16.8 

12.2 

12.2 

7.6 

3.8 

2.3 

73.9 

34.2 

16.8 

13.6 

9.8 

10.3 

6.0 

2.2 

2.7 

70.9 

44.4 

19.3 

10.2 

12.0 

10.2 

2.9 

0.4 

0.7 

71.5 

40.9 

16.0 

17.8 

9.5 

5.9 

5.9 

2.1 

2.4 

74.7 

39.3 

22.6 

16.5 

10.7 

5.1 

7.2 

1.4 

0.7 

68.6 

35.4 

26.1 

13.2 

14.5 

2.9 

5.5 

1.8 

2.9 

63.4 

26.1 

28.0 

9.9 

11.8 

3.1 

6.8 

1.9 

3.1 

0.0 50.0 100.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)
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【デジタル化の推進について】 

問 

県民の豊かで質の高い生活を実現するために、ＩＣＴ※を活用することが必要だと思うも
のは何ですか。（〇は３つまで） 

32.2 

29.7 

22.3 

22.0 

20.2 

19.1 

15.8 

15.3 

12.5 

9.6 

9.3 

8.7 

7.8 

5.4 

4.1 

0.0 20.0 40.0

高齢者等見守り支援強化

子育てしやすい環境の整備

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ健康観察（管理）アプリの普及

遠隔医療の推進

ストレスがなく利便性の高い移動（交通）サービスの実現

防災や災害発生時の被害最小化のための情報発信

離島・半島地域や過疎地における交通手段の充実・確保

介護職員の負担軽減等のための介護ロボットなどの導入

光ファイバや５Ｇ※といった情報通信基盤の整備

公共交通機関（バス、鉄道など）の経路検索や位置情報などの交通情報の提供

ＡＩ、ＩoＴなどを活用した、生活の利便性や快適性の高いまちづくり

児童生徒の情報活用能力の向上（１人１台端末の効果的な活用）

マイナンバーカードを活用した行政へのオンライン申請

多様な分野におけるキャッシュレス決済の導入

テレビ会議やインターネット配信による生涯学習講座の実施

「高齢者等見守り支援強化」が 3割強でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

（％） 

n=1,930 

〔全体〕 

  ICT の活用が必要と思うものは「高齢者等見守り支援強化」が 32.2％で最も多く、次いで「子育て

しやすい環境の整備」が 29.7％、「新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ健康観察（管理）アプリの普

及」が 22.3％の順で続いている。 

〔地域別〕 

  地域別における全体の傾向との相違は「離島地域」では「離島・半島地域や過疎地における交通手

段の充実・確保」が全体の約 3 倍の 48.2％で 1 位となっている。 

〔性別〕 

  性別による全体の傾向との相違は見られない。 

〔年齢別〕 

  年齢別での傾向としては「高齢者等見守り支援強化」は年齢の上昇とともに増加し、「子育てしや

すい環境の整備」は年齢の上昇とともに減少している。 
 

※ ICT（Information and Communication Technology）：「情報通信技術」の略であり、コンピューターを使って

人と人、人とコンピューターが通信する応用技術のこと。IT(Information Technology)とほぼ同義。 

※ ５G：5G の「G」は「Generation」の頭文字を取ったもので、「第 5 世代移動通信システム」の略称。高速・大

容量、高信頼・低遅延、多数同時接続の三つが軸となり、社会に大きな技術革新をもたらすといわれている。 
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【地域別】     【性 別】      【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

35.2 

29.3 

22.0 

23.9 

21.6 

21.1 

11.3 

18.8 

11.3 

11.6 

10.2 

7.3 

6.7 

6.6 

4.6 

27.3 

32.4 

22.1 

20.9 

21.5 

20.6 

12.4 

15.8 

14.8 

9.1 

12.4 

11.2 

10.9 

5.8 

3.6 

34.4 

32.6 

23.5 

20.0 

19.8 

18.2 

13.8 

13.0 

13.6 

9.9 

9.1 

9.5 

9.1 

3.8 

4.0 

26.6 

25.4 

23.2 

18.6 

16.4 

16.4 

22.6 

10.7 

12.4 

6.2 

6.8 

9.6 

6.8 

5.1 

4.5 

27.3 

23.0 

20.1 

25.9 

15.1 

11.5 

48.2 

10.1 

10.8 

3.6 

1.4 

6.5 

3.6 

5.0 

2.9 

0.0 20.0 40.0 60.0

高齢者等見守り

子育て環境の整備

新コロナウイルス感染

遠隔医療の推進

交通サービスの実現

防災や災害の情報発信

過疎地の交通手段

介護ロボット導入

光ファイバの整備

公共交通機関

生活利便性や快適性

児童生徒の情報活用能力向上

マイナンバーカードを活用

キャッシュレス決済の導入

ネット配信等の生涯学習講座

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

32.0 

29.9 

22.8 

21.9 

18.6 

17.1 

16.4 

13.0 

15.0 

9.8 

11.8 

7.1 

9.4 

6.2 

3.9 

32.7 

29.5 

21.9 

22.3 

21.3 

21.0 

15.1 

17.4 

10.2 

9.5 

7.3 

10.2 

6.6 

5.0 

4.3 

0.0 20.0 40.0 60.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

30.0 

20.0 

25.0 

15.0 

15.0 

5.0 

5.0 

15.0 

10.0 

20.0 

20.0 

5.0 

10.0 

20.0 

16.8 

46.6 

20.6 

21.4 

22.9 

15.3 

13.7 

12.2 

18.3 

13.0 

14.5 

7.6 

13.0 

9.2 

6.1 

21.2 

49.5 

17.9 

20.1 

19.0 

16.8 

16.3 

15.2 

20.7 

11.4 

9.2 

15.8 

8.7 

8.7 

6.0 

22.2 

36.4 

16.7 

24.7 

20.4 

14.5 

15.6 

12.4 

21.8 

8.7 

12.0 

18.2 

8.7 

8.4 

4.7 

30.6 

28.2 

21.4 

29.4 

19.9 

22.3 

14.2 

19.6 

16.6 

8.0 

11.0 

4.5 

8.9 

5.9 

3.6 

33.0 

28.8 

24.2 

24.0 

21.4 

17.2 

17.7 

18.8 

10.2 

8.8 

9.8 

6.3 

6.7 

5.1 

3.3 

42.5 

18.2 

26.6 

16.4 

20.3 

24.0 

16.4 

13.7 

3.2 

10.6 

4.7 

7.9 

6.1 

2.1 

3.4 

52.2 

16.8 

25.5 

14.9 

16.8 

21.1 

15.5 

9.3 

3.1 

8.7 

5.6 

3.1 

6.8 

1.2 

3.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

（％） （％） （％） 
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【SDGs（持続可能な開発目標）について】 

問 

あなたは SDGs（エス・ディー・ジーズ）※について、現在どのような取組を行っていま
すか。（○はいくつでも） 

■ 取り組んでいない理由 

「買い物には、マイバッグを利用している」が 8割強でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

83.7 

60.9 

42.1 

30.9 

22.8 

13.3 

13.0 

5.8 

4.2 

0.9 

4.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

買い物には、マイバッグを利用している

食品は、食べきれる量・必要な量だけ購入している

シャワーをこまめに止めるなど、節水を心がけている

地産地消に努めている

規格外などの「訳有り品」の購入を心がけている

移動の際には、公共交通機関を率先して利用している

買い物の際、商品を棚の手前（賞味期限が近いもの）から取るように心がけている

環境に配慮した商品やフェアトレード商品を積極的に購入している

廃プラスチックなどの、従来廃棄される素材から作った商品を購入している

その他

取り組んでいない

（％） 

n=1,930 

取り組み方がわか

らない

41.9%

一人が取組を行っても無

駄だと思う

11.6%

SDGsという言葉

を知らない

34.9%

その他

3.5% 無回答

8.1%

n=86 

〔全体〕 

  SDGs の取り組みでは「買い物には、マイバッグを利用している」が

83.7％で最も多く、次いで「食品は、食べきれる量・必要な量だけ購

入している」が 60.9％、「シャワーをこまめに止めるなど、節水を心が

けている」が 42.1％の順で続いている。 

一方、「取り組んでいない」は 4.5％でその理由は、「取り組み方がわ

からない」が 41.9％で最も多く、次いで「SDGs という言葉を知らな

い」が 34.9％となっている。 

〔地域別〕 

  地域により多少バラツキが見られるものの、全体の傾向との相違は

見られない。 

〔性別〕 

  性別でも全体の傾向との相違は見られないが、女性が全ての項目で

男性よりもポイントが高い。 

〔年齢別〕 

  年齢別でも全体の傾向との大きな相違は見られないが、「地産地消に

努めている」は年齢の上昇とともに増加している。 

※SDGs とは、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2030 年

までの 17 分野の国際目標で、「誰一人取り残さない」という理念のもと、持続可能な社会の実現を目指しています。 
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【地域別】        【性 別】         【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

75.1 

56.2 

36.0 

25.6 

16.4 

9.6 

10.3 

3.7 

3.1 

1.1 

7.6 

91.3 

65.1 

47.7 

35.5 

28.4 

16.7 

15.2 

7.6 

5.2 

0.7 

1.9 

0.0 50.0 100.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

75.0 

60.0 

60.0 

10.0 

10.0 

15.0 

10.0 

10.0 

78.6 

55.7 

33.6 

12.2 

16.8 

16.8 

24.4 

1.5 

2.3 

7.6 

79.3 

58.7 

37.0 

23.9 

17.9 

7.6 

14.1 

3.3 

2.2 

1.1 

7.1 

85.8 

58.2 

40.4 

24.0 

22.9 

7.3 

17.1 

3.3 

4.4 

2.5 

3.3 

85.8 

60.2 

44.8 

31.2 

24.6 

6.8 

13.4 

5.3 

3.6 

0.9 

3.6 

87.9 

64.9 

44.9 

38.8 

26.7 

12.8 

10.0 

7.2 

4.9 

2.1 

85.0 

64.4 

43.5 

38.5 

26.4 

21.4 

10.8 

8.7 

6.1 

0.8 

5.5 

74.5 

55.9 

41.0 

29.2 

13.7 

23.6 

8.1 

6.8 

3.7 

1.2 

6.2 

0.0 50.0 100.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

（％） （％） （％） 

86.4 

58.9 

43.6 

30.2 

22.6 

22.2 

14.1 

5.9 

4.0 

1.3 

4.6 

84.2 

63.9 

43.6 

31.5 

23.6 

7.3 

15.8 

7.0 

3.3 

1.5 

4.5 

84.2 

64.4 

44.3 

30.6 

24.9 

9.5 

10.7 

5.5 

6.1 

3.4 

77.4 

58.2 

33.9 

31.6 

22.0 

3.4 

13.6 

3.4 

1.7 

5.1 

77.0 

58.3 

36.0 

33.8 

17.3 

4.3 

7.9 

6.5 

4.3 

1.4 

6.5 

0.0 50.0 100.0

マイバッグ利用

食品の購入

シャワーの節水

地産地消

「訳有り品」の購入

公共交通機関の利用

買い物の際の心がけ

環境に配慮した商品

リサイクル商品の購入

その他

取り組んでいない

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)
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問 

あなたは、SDGs（エス・ディー・ジーズ）について、今後どのような取組を行っていき
たいですか。（〇はいくつでも） 

■ 取り組まない理由 

「買い物には、マイバッグを利用したい」が 7割でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

（％） 

n=1,930 

n=23 

〔全体〕 

  今後の SDGs の取り組みでは「買い物には、マイバッグを利用した

い」が 69.5％で最も多く、次いで「食品は、食べきれる量・必要な量

だけ購入したい」が 60.9％、「シャワーをこまめに止めるなど、節水を

心がけたい」が 46.8％の順で続いている。 

一方、「取り組みたくない」は 1.2％でその理由は、「SDGs に興味が

ない」が 39.1％で最も多く、次いで「取り組みたいことがない」・「一

人が取組を行っても無駄だと思う」がそれぞれ 13.0％となっている。 

〔地域別〕 

  地域により多少バラツキが見られるものの、全体の傾向との相違は

見られない。 

〔性別〕 

  性別でも全体の傾向との相違は見られないが、女性が全ての項目で

男性よりもポイントが高い。 

〔年齢別〕 

  年齢別でも全体の傾向との大きな相違は見られない。 

69.5 

60.9 

46.8 

45.2 

32.8 

22.2 

21.0 

17.4 

15.4 

1.7 

1.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

買い物には、マイバッグを利用したい

食品は、食べきれる量・必要な量だけ購入したい

シャワーをこまめに止めるなど、節水を心がけたい

地産地消に努めたい

規格外などの「訳有り品」の購入を心がけたい

買い物の際、商品を棚の手前（賞味期限が近いもの）から取るように心がけたい

環境に配慮した商品やフェアトレード商品を積極的に購入したい

廃プラスチックなどの、従来廃棄される素材から作った商品を購入したい

移動の際には、公共交通機関を率先して利用したい

その他

取り組みたくない

取り組みたいこと

がない

13.0%

一人が取組を行っ

ても無駄だと思う

13.0%

SDGsに興味がない

39.1%

その他

26.1%

無回答

8.7%
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【地域別】        【性 別】         【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

（％） （％） （％） 

68.9 

59.0 

47.6 

46.3 

33.4 

23.9 

21.7 

16.8 

21.9 

2.2 

1.4 

73.6 

62.1 

48.8 

47.0 

33.6 

25.5 

21.8 

18.5 

10.3 

1.8 

0.9 

69.6 

63.6 

47.6 

44.5 

35.6 

20.6 

20.2 

18.8 

13.6 

0.6 

0.4 

66.1 

58.2 

37.3 

37.9 

28.2 

18.1 

21.5 

15.8 

7.9 

0.6 

2.3 

69.8 

64.7 

50.4 

48.2 

25.9 

18.0 

18.0 

15.1 

7.9 

2.9 

1.4 

0.0 50.0 100.0

マイバッグ利用

食品の購入

シャワーの節水

地産地消

「訳有り品」の購入

買い物の際の心がけ

環境に配慮した商品

リサイクル商品の購入

公共交通機関の利用

その他

取り組みたくない

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

62.1 

54.1 

37.6 

37.8 

26.9 

17.1 

18.3 

15.3 

12.7 

2.2 

2.3 

76.2 

66.7 

54.8 

51.9 

38.2 

26.5 

23.5 

19.3 

18.0 

1.1 

0.2 

0.0 50.0 100.0

男性(n=876)

女性(n=1,026）

70.0 

35.0 

40.0 

35.0 

20.0 

20.0 

15.0 

20.0 

5.0 

51.9 

50.4 

38.2 

29.8 

24.4 

23.7 

16.0 

20.6 

16.0 

1.5 

1.5 

62.5 

59.2 

45.1 

37.0 

33.7 

26.1 

16.8 

16.8 

7.1 

3.8 

2.2 

68.7 

58.5 

48.0 

42.2 

27.6 

28.4 

20.0 

14.5 

10.5 

2.2 

0.7 

73.3 

66.8 

48.1 

47.8 

38.9 

28.2 

20.2 

16.3 

7.4 

1.8 

1.2 

72.6 

65.6 

49.1 

54.4 

38.1 

20.5 

25.3 

19.8 

15.6 

0.5 

0.7 

74.7 

61.5 

49.6 

48.8 

35.4 

17.2 

23.5 

18.5 

25.6 

1.3 

1.6 

67.1 

54.0 

41.0 

36.6 

18.6 

11.8 

16.8 

13.7 

26.1 

1.9 

0.6 

0.0 50.0 100.0

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)
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【県広報誌、県職員について】 

問 

あなたは、この１年間（2020年 9月～2021年 8月）に、県の広報誌「つたえる県な
がさき」を読んだことがありますか。（○は１つ） 

いつも読む

26.6 

24.9 

27.0 

27.7 

25.4 

33.8 

25.0 

28.2 

5.0 

5.3 

14.1 

16.4 

27.6 

27.2 

42.0 

39.1 

興味がある内容は読む

38.2 

33.9 

35.5 

45.1 

40.7 

41.0 

33.7 

42.1 

15.0 

25.2 

38.6 

42.9 

39.2 

44.2 

34.0 

35.4 

読んだことがない

31.3 

37.7 

33.3 

24.5 

27.1 

23.0 

37.8 

26.0 

80.0 

68.7 

46.2 

40.4 

32.3 

25.3 

16.6 

13.0 

無回答

3.8 

3.5 

4.2 

2.6 

6.8 

2.2 

3.5 

3.7 

0.8 

1.1 

0.4 

0.9 

3.3 

7.4 

12.4 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=1,930）

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)

男性(n=876)

女性(n=1,026）

２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)

「読んでいる」が 7 割弱 

【調査結果（ポイント）】 

〔全体〕 

  「つたえる県ながさき」について、「興味がある内容は読む」が 38.2％で最も多く、次いで「読

んだことがない」が 31.3％、「いつも読む」が 26.6％の順となっており、「読んでいる」（「いつも

読む」+「興味がある内容は読む」）は 64.8％であった。 

〔地域別〕 

  地域別における全体の傾向との相違は「離島地域」で「いつも読む」が 2 位となっている。ま

た、「読んでいる」は「離島地域」が 74.8％で最も高く、次いで「県北地域」が 72.8％、「島原半

島地域」が 66.1％と続いている。 

〔性別〕 

  性別では「男性」は「読んだことがない」が 37.8％で 1 位、「女性」は「いつも読む」が 2 位

となっており、「読んでいる」は女性の方が 11.6 ポイント高くなっている。 

〔年齢別〕 

  年齢別で 40 歳未満では「読んだことがない」が最も多く、70 歳以上は「いつも読む」が最も

多くなっている。 

 

 

 

地
域
別 

性
別 

年
齢
別 
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問 

あなたは、県の職員が持つべき意識や能力の中で、どれが重要だと思いますか。 
（○は２つまで） 

「柔軟性・民間的な意識」が 3 割弱でトップ 

【調査結果（ポイント）】 

n=1,930 

〔全体〕 

  県の職員が持つべき意識や能力は「柔軟性・民間的な意識」が 27.9％で最も多く、次いで「県民へ

のサービス意識」が 24.3％、「問題認識能力・問題解決能力」が 22.0％の順で続いている。 

〔地域別〕 

  地域によりバラツキが見られるものの、上位 3 項目の全体の傾向との相違は「県南地域」及び「離

島地域」で「問題認識能力・問題解決能力」が 2 位、「離島地域」では「政策形成能力・企画力」が

3 位となっている 

〔性別〕 

  性別での全体の傾向との相違は「男性」で「県民へのサービス意識」が 1 位、「女性」で「問題認

識能力・問題解決能力」が 2 位となっている。 

〔年齢別〕 

  年齢別では大きくバラツキが見られ、「柔軟性・民間的な意識」は年齢の上昇とともに増加し「40

歳代」を上限に減少しており、「県民へのサービス意識」は年齢の上昇とともに増加している。また、

「問題認識能力・問題解決能力」は年齢の上昇とともに増加し「60 歳代」を上限に減少している。 

27.9 

24.3 

22.0 

21.7 

19.8 

14.6 

13.7 

13.5 

10.1 

1.6 

1.8 

0.0 20.0 40.0

柔軟性・民間的な意識

県民へのサービス意識

問題認識能力・問題解決能力

政策形成能力・企画力

情報収集・分析力

公金意識・コスト意識

コミュニケーション力・交渉力

業務の改善・改革意識

コンプライアンス（法令順守）

語学力・国際感覚

その他

（％） 
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【地域別】         【性 別】         【年齢別】 

【地域別・性別・年齢別比較】 

（％） （％） （％） 

27.5 

23.0 

23.1 
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14.0 
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26.1 
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19.4 
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13.0 

13.0 

1.8 

1.5 

29.8 

25.3 

20.9 

22.9 

21.5 

13.0 

12.8 

14.8 

7.9 

1.2 

1.8 

26.0 

24.3 

17.5 

22.6 

21.5 

15.8 

18.1 

6.2 

7.3 

1.7 

1.1 

28.1 

23.7 

25.9 

25.2 

21.6 

14.4 

10.1 

12.2 

9.4 

2.2 

2.2 

0.0 20.0 40.0

柔軟性・民間的な意識

県民へのサービス意識

問題認識能力・問題解決能力

政策形成能力・企画力

情報収集・分析力

公金意識・コスト意識

コミュニケーション力

業務の改善・改革意識

コンプライアンス

語学力・国際感覚

その他

県南地域n=778)

県央地域(n=330)

県北地域(n=494)

島原半島地域(n=177)

離島地域(n=139)
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２０歳未満（n＝20）

２０～２９歳(n=131)

３０～３９歳(n=184)

４０～４９歳(n=275)

５０～５９歳(n=337)

６０～６９歳(n=430)

７０～７９歳(n=379)

８０歳以上(n=161)


