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３．県が注力している取組に関することについて 

  

「強じんな美し国ビジョンみえ」で示す基本理念の実現に向けて取組を一層加速させていかなけ

ればならないと考えられる課題を抽出し、積極果敢に対応していくため、県民の皆さんの実感や状

況をみえ県民 1万人アンケートでおききしました。 

 

※「結婚について」、「子ども・子育て支援について」、「人口減少対策について」、の集計結果は 75ページから 96ページ

に記載 

 

問番号 質問文の概要 課題 

問３ 
自然災害が起こったとき、被害を少なくするために 
どれに重点をおくべきか 

災害への備え 
について 

問４ 「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思うか 

問５ 避難所での生活においてどのようなことを求めるか 

問７ 家庭生活において男女の地位は平等になっていると思うか 
男女共同参画 
について 

問８ どのような分野で男女の地位は平等になっていないと思うか 

問 17 三重県に今後も住み続けたいと思うか 

定住意向について 

問 18 問１７の答えた理由 

問 19-
① 

出かける際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【鉄道】 

公共交通について 

問 19-
② 

出かける際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【バス】 

問 20-
① 

自宅から鉄道やバスを利用するときに、 
どのような部分で不便を感じるか【鉄道】 

問 20-
② 

自宅から鉄道やバスを利用するときに、 
どのような部分で不便を感じるか【バス】 

問 21 
県内各地で観光客が増えると、 
どのような効果や影響があると思うか 

観光について 

問 22 
日本人と国籍の異なる外国人が、地域社会で共に生きていく 
共生社会についてどう思うか 

共生社会について 

問 23 行政手続をする際、デジタルサービスを利用したことはあるか 
デジタルの活用 
について 

問 23-2 デジタルサービスを利用したことがない理由 

問 24 
国政選挙・地方選挙時に、これまでに見た・聞いたことがある 
啓発媒体 

選挙について 
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 県が注力している取組に関すること（項目ごとの集計結果） 

3.1 災害への備えについて 

問３ あなたは、自然災害が起こったときに、被害を少なくするために 

「自助」、「共助」、「公助」のどれに重点をおくべきと考えていますか。 

○ 自然災害が起きた場合、「自助」、「共助」、「公助」のどれに重点をおくべきかについて質問した

ところ、「『自助』『共助』『公助』のバランスを取るべき」が 53.6％で最も高く、次いで「『共助』

に重点を置くべき」（16.4％）、「『自助』に重点を置くべき」（16.0％）となっています。 

図表 3-3-1 自然災害が起こったとき、「自助」、「共助」、「公助」のどれに重点をおくべきだと思うか 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未回答など）」も分母に含めて算出 

 

【性別】 

〇 男女とも「『自助』『共助』『公助』のバランスを取るべき」の割合が最も高くなっています。

特に、男性と比較して女性で「『自助』『共助』『公助』のバランスを取るべき」の割合（58.9％）

が高くなっています。 

【年代別】  

〇 すべての年代で「『自助』『共助』『公助』のバランスを取るべき」の割合が最も高くなってい

ます。特に、40歳代から 70歳未満では半数を超える割合となっています。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「『自助』『共助』『公助』のバランスを取るべき」の割合が最も高くなってい

ます。「『自助』に重点を置くべき」と「『共助』に重点を置くべき」と回答した割合を比較し

た場合、中南勢地域、東紀州地域では「『自助』に重点を置くべき」の割合が高く、北勢地域、

伊賀地域、伊勢志摩地域では「『共助』に重点を置くべき」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

合計

全体 4,578
16.0 16.4 13.1 53.6

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

「自助」に重点を置くべき 「共助」に重点を置くべき

「公助」に重点を置くべき 「自助」「共助」「公助」のバランスを取るべき

不明
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図表 3-3-2 自然災害が起こったとき、「自助」、「共助」、「公助」のどれに重点をおくべきだと思うか 

（属性別） 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計

全体 4,578

男性 2,092

女性 2,420

18歳から20歳代 304

30歳代 435

40歳代 755

50歳代 935

60歳代 1,032

70歳以上 1,031

未婚 675

死別 187

離別 250

有配偶 3,396

単身世帯 365

一世代世帯 1,511

二世代世帯 2,221

三世代世帯 384

農林水産業 87

自営業、自由業 387

正規職員 1,527

パート・バイト・派遣 951

その他の職業 154

学生 97

専業主婦・主夫 521

無職 789

している 1,901

していない 2,537

100万円未満 188

～200万円未満 414

～300万円未満 610

～400万円未満 548

～500万円未満 446

～600万円未満 429

～800万円未満 603

～1,000万円未満 409

1,000万円以上 422

わからない 436

北勢地域 2,135

伊賀地域 466

中南勢地域 1,239

伊勢志摩地域 554

東紀州地域 157

16.0

17.9

14.4

14.8

21.1

16.3

13.0

14.5

18.2

15.4

16.6

14.8

16.1

15.6

17.9

14.9

14.8

12.6

20.2

16.6

13.5

11.7

17.5

15.0

17.5

16.5

15.6

16.0

19.1

15.6

13.5

14.3

16.6

17.7

16.9

17.3

14.0

16.9

13.5

15.1

16.8

17.8

16.4

17.8

15.2

18.4

13.3

13.4

14.9

17.2

20.0

17.3

25.1

13.6

15.9

18.1

15.6

16.5

17.2

25.3

17.6

15.5

14.2

20.1

18.6

14.6

19.6

14.9

17.7

17.0

18.4

17.0

18.6

15.7

15.9

15.6

13.7

15.4

16.7

17.0

19.1

13.6

18.4

15.3

13.1

16.0

10.5

18.1

16.8

12.5

14.0

10.9

12.1

15.1

8.6

12.4

13.2

14.5

13.5

13.1

10.7

13.8

11.1

16.1

11.7

10.4

16.5

6.9

14.1

13.5

12.8

16.5

11.8

13.8

11.1

13.0

12.1

12.4

14.2

14.0

14.9

13.7

11.6

13.4

13.0

7.6

53.6

47.8

58.9

48.4

48.3

57.6

57.8

56.4

48.1

51.4

48.1

58.0

54.1

49.9

52.0

55.0

56.8

47.1

50.4

51.5

60.0

56.5

47.4

62.6

47.4

54.7

53.0

49.5

49.3

52.5

55.7

56.7

54.8

53.7

55.0

53.1

53.4

51.8

54.7

57.2

50.7

57.3

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

「自助」に重点を置くべき 「共助」に重点を置くべき

「公助」に重点を置くべき 「自助」「共助」「公助」のバランスを取るべき

不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業

世帯類型

世帯年収

地 域
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問４ あなたは、「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思いますか。 

次の中からあてはまるものを３つまで選んでください。 

（〇は３つまで） 

○ 「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思うかについて質問したところ、「避難所の確

保・整備」が 49.2％で最も高く、次いで「被災者生活再建支援」（46.5％）、「道路、橋、堤防など

インフラの整備・耐震化」（44.7％）となっています。 

図表 3-4-1 「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思うか 

 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思うか

避難所の確保・整備

被災者生活再建支援

道路、橋、堤防など
インフラの整備・耐震化

救助・救急

備蓄物資、資機材などの整備

災害に関する情報発信

津波避難タワーなどの避難場所・
避難路などの整備

その他

不明

49.2

46.5

44.7

44.2

43.7

25.7

22.1

1.5

1.1

0% 20% 40% 60%

(n=4,578)
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図表 3-4-2 「公助」の取組としてどのようなことが重要だと思うか（属性別） 

※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計

津波避難
タワーなど
の避難
場所・

避難路など
の整備

道路、橋、
堤防など
インフラの
整備・
耐震化

備蓄物資、
資機材など
の整備

避難所の
確保・整備

救助・救急
災害に関す
る情報発信

被災者生活
再建支援

その他 不明

4,578 22.1 44.7 43.7 49.2 44.2 25.7 46.5 1.5 1.1

男性 2,092 21.4 47.5 43.7 47.3 43.8 24.2 45.2 1.8 0.8

女性 2,420 22.6 42.3 43.9 51.0 44.5 26.9 48.0 1.2 1.3

18歳から20歳代 304 30.9 48.7 51.6 46.7 48.4 19.7 31.3 1.3 -

30歳代 435 26.9 47.4 53.8 49.0 39.8 19.5 36.8 2.1 0.7

40歳代 755 24.0 47.0 49.7 48.5 43.4 20.1 46.2 1.5 0.7

50歳代 935 22.0 45.0 44.8 47.8 44.3 23.9 49.5 1.2 0.7

60歳代 1,032 20.0 45.6 38.9 50.5 44.9 29.1 50.5 1.6 1.1

70歳以上 1,031 17.8 39.5 37.3 51.1 44.0 32.5 49.0 1.6 2.1

未婚 675 24.9 47.4 46.2 46.4 45.6 19.7 42.7 2.1 1.2

死別 187 21.9 42.8 36.9 44.9 46.5 31.0 51.9 1.1 1.1

離別 250 22.4 38.0 40.0 46.0 46.8 25.6 48.8 2.0 2.0

有配偶 3,396 21.6 44.8 44.1 50.4 43.6 26.7 46.9 1.4 0.9

単身世帯 365 24.7 40.8 40.5 46.0 43.3 30.1 44.1 2.5 2.5

一世代世帯 1,511 20.3 45.2 42.4 51.0 43.5 28.7 46.5 1.6 1.0

二世代世帯 2,221 23.1 44.9 45.4 48.4 44.6 23.3 46.6 1.3 0.8

三世代世帯 384 21.1 45.6 44.0 50.0 44.0 22.9 51.3 1.6 1.8

農林水産業 87 17.2 42.5 37.9 41.4 42.5 33.3 55.2 2.3 -

自営業、自由業 387 21.2 41.1 41.6 49.1 41.9 29.5 47.5 3.1 0.8

正規職員 1,527 24.2 47.9 47.1 48.8 43.4 21.7 43.6 1.3 0.4

パート・バイト・派遣 951 22.3 43.8 44.3 47.8 44.3 24.7 51.5 0.7 1.1

その他の職業 154 16.9 42.2 46.1 46.8 51.9 25.3 49.4 1.3 1.9

学生 97 36.1 50.5 52.6 51.5 43.3 20.6 28.9 - -

専業主婦・主夫 521 18.0 43.2 43.8 53.0 43.4 31.3 47.6 1.2 1.7

無職 789 20.0 43.0 37.5 50.4 45.9 28.4 46.8 2.4 2.3

している 1,901 22.8 45.8 45.4 49.6 43.6 24.4 46.3 1.3 0.6

していない 2,537 21.4 44.1 43.0 49.3 44.4 26.6 46.9 1.6 1.4

100万円未満 188 25.0 40.4 37.2 51.6 41.0 32.4 39.4 1.1 2.7

～200万円未満 414 18.6 38.6 39.4 51.2 44.9 28.7 48.1 2.7 2.2

～300万円未満 610 21.0 39.0 39.7 50.7 44.1 28.0 49.8 2.0 1.6

～400万円未満 548 16.4 44.7 42.0 49.1 46.4 29.0 49.1 2.2 1.5

～500万円未満 446 23.5 45.1 45.7 48.2 42.8 24.0 50.4 0.7 0.4

～600万円未満 429 22.6 45.0 45.7 46.9 48.3 24.9 45.9 1.4 0.7

～800万円未満 603 26.9 45.4 46.4 49.1 43.0 23.7 46.3 0.8 0.2

～1,000万円未満 409 22.7 51.1 47.9 49.1 41.1 23.2 44.5 0.7 0.2

1,000万円以上 422 26.3 49.3 49.1 49.1 37.7 24.2 40.8 1.2 0.9

わからない 436 19.7 48.2 43.8 48.9 50.7 21.8 45.9 1.8 0.7

北勢地域 2,135 21.6 44.4 44.1 51.4 43.4 25.1 47.2 1.5 1.0

伊賀地域 466 10.7 45.9 44.4 45.5 51.5 30.7 45.9 0.9 2.4

中南勢地域 1,239 24.0 44.5 44.2 49.8 43.5 24.5 45.6 1.8 0.6

伊勢志摩地域 554 26.7 44.9 42.1 44.0 43.5 25.8 48.0 1.6 1.1

東紀州地域 157 31.2 47.1 39.5 43.3 40.1 28.7 43.3 0.6 2.5

主
な
職
業

共
働
き

世
帯
年
収

地
域

全体

性
別

年
齢

配
偶
関
係

世
帯
類
型



 46 

問５大規模な災害が発生したときは、避難所での生活が必要となることがありま

す（場合によっては長期間）。あなたは、避難所での生活においてどのような

ことを求めますか。次の中からあてはまるものを３つまで選んでください。 

（〇は３つまで） 

○ 避難所での生活においてどのようなことを求めるかについて質問したところ、「トイレの整備

（バリアフリー化、十分な数）」が 76.2％で最も高く、次いで「食料や飲料水の確保」（71.5％）、

「プライバシーの保護」（45.8％）となっています。 

図表 3-5-1 避難所での生活においてどのようなことを求めるか 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレの整備
（バリアフリー化、十分な数）

食料や飲料水の確保

プライバシーの保護

冷暖房の整備

電源の確保

寝具の確保（快適性）

防犯警備

風呂の確保

洗濯環境の確保

その他

不明

76.2

71.5

45.8

32.2

20.6

18.3

12.7

10.2

2.0

2.6

0.8

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

(n=4,578)
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図表 3-5-2 避難所での生活においてどのようなことを求めるか（属性別） 

※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 
 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計
冷暖房の
整備

トイレの
整備

（バリア
フリー化、
十分な数）

寝具の確保
（快適性）

プライバ
シーの保護

防犯警備
食料や飲料
水の確保

電源の確保 風呂の確保
洗濯環境の

確保
その他 不明

4,578 32.2 76.2 18.3 45.8 12.7 71.5 20.6 10.2 2.0 2.6 0.8

男性 2,092 32.8 73.4 20.5 40.9 11.0 73.1 23.1 11.7 1.9 2.4 0.6

女性 2,420 31.9 78.9 16.4 49.9 14.0 70.2 18.5 8.8 2.1 2.8 0.9

18歳から20歳代 304 35.9 68.4 20.7 40.1 13.8 76.3 26.0 8.9 1.0 2.3 0.3

30歳代 435 40.9 60.9 21.6 44.1 16.6 66.7 25.5 10.3 2.1 3.9 0.5

40歳代 755 35.2 71.1 16.6 47.7 17.9 66.0 23.4 11.1 1.7 2.4 0.3

50歳代 935 33.8 76.3 14.4 51.7 15.0 66.3 20.3 9.9 1.3 3.4 0.7

60歳代 1,032 31.8 80.3 19.2 46.5 10.7 73.0 17.0 9.8 2.1 2.2 1.0

70歳以上 1,031 25.0 85.0 20.5 40.3 6.6 79.4 18.7 10.3 3.1 1.9 1.3

未婚 675 31.9 71.7 19.6 41.0 15.0 69.6 26.5 12.1 1.8 2.5 0.7

死別 187 31.6 87.2 19.3 41.7 7.5 80.2 13.9 7.0 3.7 1.6 0.5

離別 250 35.6 69.6 19.6 44.0 10.4 71.2 20.8 12.4 0.8 3.2 1.6

有配偶 3,396 32.1 77.1 17.8 47.1 12.7 71.5 19.8 9.7 2.1 2.7 0.8

単身世帯 365 31.5 73.2 20.3 42.5 11.0 71.5 23.3 10.4 1.9 2.7 1.4

一世代世帯 1,511 30.7 80.2 18.9 45.1 11.4 72.9 17.9 10.7 2.0 2.4 1.1

二世代世帯 2,221 33.6 74.2 17.8 46.5 13.8 70.9 21.3 10.0 1.7 2.8 0.5

三世代世帯 384 32.0 76.0 16.7 48.4 13.0 70.3 24.7 8.3 4.2 1.3 0.3

農林水産業 87 28.7 80.5 21.8 41.4 13.8 75.9 21.8 8.0 2.3 1.1 -

自営業、自由業 387 28.9 74.7 16.8 43.9 12.9 71.3 20.2 12.7 2.8 3.9 1.3

正規職員 1,527 35.6 70.8 18.4 46.2 15.8 68.3 23.0 10.7 1.7 3.1 0.4

パート・バイト・派遣 951 34.2 75.6 16.9 50.8 11.7 70.2 19.8 10.5 2.3 2.0 0.8

その他の職業 154 39.0 77.3 17.5 48.7 14.9 65.6 22.1 9.7 0.6 1.3 -

学生 97 27.8 79.4 23.7 34.0 15.5 75.3 27.8 7.2 2.1 - -

専業主婦・主夫 521 31.9 83.3 15.9 48.4 11.7 72.7 16.9 9.2 1.7 2.9 0.6

無職 789 25.1 83.1 21.2 39.4 7.6 79.5 18.6 8.6 2.3 2.3 1.4

している 1,901 34.8 73.0 17.1 49.4 15.7 67.2 21.4 10.0 1.9 2.9 0.6

していない 2,537 30.8 78.9 19.2 43.2 10.4 74.7 19.9 10.2 2.1 2.2 0.8

100万円未満 188 29.8 78.2 19.7 44.1 9.0 73.4 19.7 9.0 1.6 1.6 1.1

～200万円未満 414 29.2 78.7 21.3 37.4 8.2 77.5 19.3 11.1 3.4 3.1 1.9

～300万円未満 610 29.7 79.5 17.2 43.9 9.2 74.4 20.8 11.1 2.3 2.3 1.5

～400万円未満 548 30.5 79.4 18.1 43.8 8.8 77.4 20.8 9.9 1.5 1.6 1.3

～500万円未満 446 33.0 76.0 17.5 46.0 9.9 75.1 21.5 10.3 2.0 1.8 0.7

～600万円未満 429 33.8 74.4 20.7 43.6 16.3 69.2 19.3 10.5 1.4 4.2 0.5

～800万円未満 603 35.2 73.1 16.4 51.4 17.1 67.8 19.6 10.6 2.3 2.8 -

～1,000万円未満 409 34.0 71.1 17.4 50.9 16.4 65.0 23.0 9.3 2.0 2.9 -

1,000万円以上 422 34.4 76.3 18.7 48.1 14.7 65.2 23.2 7.6 1.9 3.3 0.5

わからない 436 32.3 75.9 18.8 46.3 15.1 71.6 18.8 9.9 1.8 1.8 0.5

北勢地域 2,135 34.2 76.2 18.0 45.9 12.8 70.4 20.5 9.2 2.2 2.9 0.8

伊賀地域 466 30.7 78.3 19.1 42.9 11.2 75.3 21.5 10.5 2.8 1.9 0.6

中南勢地域 1,239 31.8 74.3 19.0 46.4 13.4 72.6 20.2 10.7 1.6 2.5 0.6

伊勢志摩地域 554 28.0 79.4 18.4 47.3 12.3 70.6 19.7 11.7 1.8 2.5 0.9

東紀州地域 157 28.0 74.5 15.3 44.6 9.6 72.6 26.8 11.5 1.9 2.5 1.9

主
な
職
業

共
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き

世
帯
年
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地
域

全体

性
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年
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3.2 男女共同参画について 

問７ あなたは、家庭生活において男女の地位は平等になっていると思いますか。 

一人暮らしの方はご実家などご自身の経験をふまえてお答えください。 

○ 家庭生活において男女の地位は平等になっていると思うかについて質問したところ、「男性の

方が優遇されていると思う層」の割合が 55.3％で、「女性の方が優遇されていると思う層」（7.7％）

より 47.6ポイント高くなっています。 

図表 3-7-1家庭生活において男女の地位は平等になっていると思うか 

※「男性の方が優遇されていると思う層」の割合・・・「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されて 
いる」の割合を小数第二位で四捨五入した数値の合計 

※「女性の方が優遇されていると思う層」の割合・・・「女性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば女性の方が優遇されて 
いる」の割合を小数第二位で四捨五入した数値の合計 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

【性別】 

〇 男女とも「男性の方が優遇されていると思う層」の割合が高くなっています。特に、男性と比

較して女性で「男性の方が優遇されていると思う層」の割合（65.7％）が高くなっています。 

【年代別】  

〇 すべての年代で「男性の方が優遇されていると思う層」の割合が高くなっています。特に、

「男性の方が優遇されていると思う層」の割合が最も高いのは 50 歳代、60 歳代（60.5％）で、

最も低いのは 18歳から 20歳代（40.4％）となっています。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「男性の方が優遇されていると思う層」の割合が高くなっています。特に、

「男性の方が優遇されていると思う層」の割合が最も高いのは伊賀地域（59.6％）で、最も低い

のは中南勢地域（52.9％）となっています。 

  

男性の方が優遇
されていると
思う層

女性の方が優遇
されていると
思う層

合計

4,578 55.3 7.7
8.3 47.0 35.0 6.4 2.1

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

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている 女性の方が非常に優遇されている 不明
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図表 3-7-2 家庭生活において男女の地位は平等になっていると思うか（属性別） 

 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

男性の方が優遇
されていると
思う層

女性の方が優遇
されていると
思う層

合計

全体 4,578 55.3 7.7

男性 2,092 43.3 11.9

女性 2,420 65.7 4.0

18歳から20歳代 304 40.4 12.9

30歳代 435 45.1 12.4

40歳代 755 55.8 9.3

50歳代 935 60.5 6.7

60歳代 1,032 60.5 5.8

70歳以上 1,031 53.7 5.8

未婚 675 45.2 12.3

死別 187 59.3 8.6

離別 250 62.0 7.2

有配偶 3,396 57.0 6.7

単身世帯 365 52.0 10.7

一世代世帯 1,511 56.3 5.8

二世代世帯 2,221 54.5 8.0

三世代世帯 384 58.6 9.4

農林水産業 87 51.7 14.9

自営業、自由業 387 52.0 8.8

正規職員 1,527 49.7 11.4

パート・バイト・派遣 951 64.7 4.6

その他の職業 154 59.1 5.8

学生 97 38.2 8.2

専業主婦・主夫 521 63.1 3.7

無職 789 53.4 6.0

している 1,901 58.6 7.5

していない 2,537 53.0 7.9

100万円未満 188 50.0 3.7

～200万円未満 414 54.1 6.6

～300万円未満 610 59.0 7.2

～400万円未満 548 56.4 6.2

～500万円未満 446 57.4 8.9

～600万円未満 429 53.8 9.6

～800万円未満 603 54.3 8.0

～1,000万円未満 409 52.8 7.8

1,000万円以上 422 56.2 9.2

わからない 436 55.0 7.1

北勢地域 2,135 55.2 7.6

伊賀地域 466 59.6 7.3

中南勢地域 1,239 52.9 8.1

伊勢志摩地域 554 57.6 6.9

東紀州地域 157 55.4 8.3

8.3
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12.6
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10.1

7.8
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8.0

11.6

8.5

8.2

7.3

8.7
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9.2

6.4
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8.6

6.5

4.9

8.8

8.9

8.7

7.9

7.9

9.4

3.8

47.0

40.1

53.1

36.5

38.2

47.2

50.4

52.7

44.9

39.0

51.3

50.4

48.5

43.8

49.0

45.8

50.0

44.8

43.7

43.9

52.5

50.0

33.0

52.0

46.8

49.7

45.2

38.3

43.7

49.8

50.0

47.8

45.2

47.8

47.9

47.4

46.1

46.5

51.7

45.0

48.2

51.6

35.0

42.7

28.5

44.1

40.9

33.0

31.4

32.0

37.8

37.5

29.4

29.2

35.7

32.6

36.9

35.2

29.7

31.0

38.0

37.1

29.0

34.4

51.5

32.6

36.9

32.8

36.9

42.6

35.3

31.3

35.4

32.5

35.4

37.1

37.9

33.4

34.6

35.6

30.3

37.0

33.4

31.8

6.4

9.7

3.7

10.9

9.2

7.2

5.7

5.5

5.0

9.6

7.5

6.0

5.7

8.2

4.7

6.9

8.1

14.9

7.5

9.2

3.8

5.2

7.2

3.5

5.1

6.0

6.8

2.1

5.6

6.2

5.3

7.6

8.2

6.0

6.6

8.5

6.0

6.1

6.7

7.2

5.6

7.0

2.2

2.0

3.2

2.1

2.7

2.5

2.2

2.0

2.1

2.2

2.6

2.0

2.6

5.0

2.7

4.7

2.2

2.3

2.3

2.1

3.8

2.3

3.7

4.1

2.5

2.0

3.2

2.8

2.2

4.5

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

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業
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世帯年収
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問８ あなたは、家庭生活（問７）以外でどのような分野で男女の地位は平等にな

ってないと思いますか。（複数回答可） 

○ どのような分野で男女の地位は平等になっていないと思うかについて質問したところ、「社会

通念・慣習・しきたりなど」が 62.0％で最も高く、次いで「政治の場」（45.3％）、「職場内の環

境」（44.6％）となっています。 

図表 3-8-1 どのような分野で男女の地位は平等になっていないと思うか  

※本質問の回答割合（％）は、「その他」、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

  

社会通念・慣習・しきたりなど

政治の場

職場内の環境

雇用の機会

法律や制度の上

自治会やPTAなどの地域活動の場

学校教育の場

その他

男女平等でない分野はない
（どの分野も男女平等である）

不明

62.0

45.3

44.6

39.4

23.3

20.9

7.8

2.1

3.9

4.2

0% 20% 40% 60% 80%

(n=4,578)
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図表 3-８-2 どのような分野で男女の地位は平等になっていないと思うか（属性別） 

 
※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計
職場内の
環境

学校教育の
場

政治の場
法律や制度

の上
雇用の機会

社会通念・
慣習・しき
たりなど

自治会や
PTAなどの
地域活動の

場

その他

男女平等で
ない分野は

ない
（どの分野
も男女平等
である）

不明

4,578 44.6 7.8 45.3 23.3 39.4 62.0 20.9 2.1 3.9 4.2

男性 2,092 46.7 7.5 42.0 21.7 40.9 58.9 20.1 2.1 5.0 3.6

女性 2,420 42.8 7.9 48.2 24.8 38.1 65.0 21.5 2.0 3.0 4.3

18歳から20歳代 304 43.1 14.5 48.7 26.0 39.5 57.6 18.1 1.3 6.9 1.0

30歳代 435 51.5 9.2 44.8 23.7 38.6 54.9 23.9 2.5 3.9 1.4

40歳代 755 47.7 6.5 44.4 21.9 38.5 60.1 26.6 3.6 4.0 1.7

50歳代 935 45.5 8.1 47.5 23.0 39.8 64.5 20.6 2.0 2.8 2.1

60歳代 1,032 45.7 8.4 47.5 25.5 41.2 65.7 19.3 1.7 3.2 4.3

70歳以上 1,031 38.1 5.2 41.4 21.1 38.4 62.5 18.1 1.3 4.8 9.0

未婚 675 45.8 10.5 44.1 24.1 37.5 59.6 17.3 3.0 5.8 2.5

死別 187 34.8 5.9 36.9 18.7 35.8 54.5 16.0 2.1 4.3 11.8

離別 250 56.0 9.6 42.0 22.4 40.8 54.4 15.2 3.2 4.8 4.0

有配偶 3,396 44.5 7.2 46.7 23.5 40.2 64.0 22.5 1.8 3.5 3.3

単身世帯 365 49.3 10.1 44.4 25.2 37.5 57.0 13.7 2.2 4.4 6.6

一世代世帯 1,511 44.7 7.5 46.9 24.6 40.6 63.7 18.5 1.7 3.6 3.8

二世代世帯 2,221 44.5 7.6 44.7 22.6 39.9 62.0 23.7 1.9 3.8 3.5

三世代世帯 384 41.1 7.8 46.1 21.9 35.4 62.8 21.6 1.8 5.2 5.5

農林水産業 87 41.4 8.0 33.3 23.0 31.0 57.5 31.0 3.4 4.6 5.7

自営業、自由業 387 37.2 5.9 50.1 19.6 35.1 65.1 18.9 3.6 4.1 4.9

正規職員 1,527 51.3 7.9 45.3 24.0 40.2 59.7 22.9 2.0 3.9 1.2

パート・バイト・派遣 951 43.1 8.4 46.1 22.8 42.1 62.5 21.6 2.3 3.2 3.7

その他の職業 154 49.4 11.7 50.6 32.5 46.8 65.6 19.5 1.3 2.6 4.5

学生 97 33.0 17.5 46.4 17.5 33.0 57.7 16.5 - 10.3 -

専業主婦・主夫 521 44.1 6.5 49.9 25.7 39.2 68.7 19.2 1.9 3.1 4.0

無職 789 39.0 6.2 39.8 22.2 37.8 62.0 17.7 1.4 4.7 9.1

している 1,901 44.8 7.4 46.8 23.8 38.6 62.7 24.3 1.8 3.4 2.9

していない 2,537 45.2 8.1 44.8 23.3 40.8 62.4 18.7 2.2 4.2 4.3

100万円未満 188 33.0 9.0 30.3 17.6 33.5 55.9 17.6 2.7 7.4 10.6

～200万円未満 414 41.1 7.7 42.5 21.3 31.6 53.9 18.8 2.4 4.3 9.2

～300万円未満 610 42.8 5.2 43.3 24.1 42.0 66.2 18.2 1.0 3.8 4.4

～400万円未満 548 44.7 7.5 47.1 24.3 41.4 65.9 20.8 0.7 2.7 4.2

～500万円未満 446 51.1 7.8 45.7 22.0 45.5 63.9 18.6 1.3 3.4 2.7

～600万円未満 429 48.3 9.1 49.0 26.8 43.6 61.8 23.1 2.8 3.5 1.9

～800万円未満 603 48.1 7.8 46.9 24.7 40.6 63.8 24.9 2.2 3.8 1.3

～1,000万円未満 409 47.2 7.3 46.7 22.0 36.9 64.5 23.5 2.0 3.2 2.2

1,000万円以上 422 44.1 6.4 49.5 21.1 38.2 65.4 24.4 1.7 2.8 2.4

わからない 436 40.4 10.6 43.6 25.0 36.5 54.4 18.8 4.4 6.9 5.0

北勢地域 2,135 45.1 8.1 45.3 24.0 40.3 61.7 22.5 1.6 4.1 4.2

伊賀地域 466 41.2 8.8 45.5 20.8 41.2 64.6 20.0 2.4 2.1 4.7

中南勢地域 1,239 44.4 7.6 46.2 23.0 37.2 61.9 20.7 2.2 4.1 3.4

伊勢志摩地域 554 48.0 6.1 44.6 23.1 40.3 62.8 17.5 2.9 3.8 4.0

東紀州地域 157 41.4 7.6 39.5 24.8 35.7 61.1 14.6 2.5 6.4 5.7

主
な
職
業

共
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帯
年
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全体

性
別

年
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3.3 定住意向について 

問 17 あなたは、三重県に今後も住み続けたいと思いますか。 

○ 三重県に今後も住み続けたいと思うかについて質問したところ、「住み続けたいと思う層」は

84.1％で、「住み続けたいと思わない層」は 6.8％となっています。 

図表 3-17-1 三重県に今後も住み続けたいと思うか 

※「住み続けたいと思う層」の割合・・・「住み続けたいと思う」と「どちらかといえば住み続けたいと思う」の割合を小数第二位で 

四捨五入した数値の合計 
※「住み続けたいと思わない層」の割合・・・「住み続けたいと思わない」と「どちらかといえば住み続けたいと思わない」の割合を 
小数第二位で四捨五入した数値の合計 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

【性別】 

〇 男女とも「住み続けたいと思う層」の割合が高くなっています。男性と女性の「住み続けたい

と思う層」、「住み続けたいと思わない層」を比較すると、その差は僅かとなっています。 

【年代別】  

〇 すべての年代で「住み続けたいと思う層」の割合が高くなっており、年代が高くなるにつれ割

合が高くなる傾向にあります。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「住み続けたいと思う層」の割合が高くなっています。特に、「住み続けたい

と思う層」の割合が最も高い地域は中南勢地域（86.7％）で、「住み続けたいと思わない層」の

割合が最も高い地域は伊賀地域（12.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住み続けたい
と思う層

住み続けたい
と思わない層

合計

全体 4,578 84.1 6.8

（％） （％）

50.7 33.4 4.3 2.5 7.9

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

住み続けたいと思う どちらかといえば住み続けたいと思う

どちらかといえば住み続けたいと思わない 住み続けたいと思わない

わからない 不明
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図表 3-17-2 三重県に今後も住み続けたいと思うか（属性別） 

 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

住み続けたい
と思う層

住み続けたい
と思わない層

合計 （％） （％）

全体 4,578 84.1 6.8

男性 2,092 84.6 6.7

女性 2,420 84.5 6.6

18歳から20歳代 304 74.1 12.8

30歳代 435 78.8 9.5

40歳代 755 83.8 8.1

50歳代 935 84.3 6.4

60歳代 1,032 87.1 5.1

70歳以上 1,031 88.1 4.5

未婚 675 76.9 8.9

死別 187 88.7 3.7

離別 250 79.2 8.8

有配偶 3,396 85.9 6.3

単身世帯 365 77.5 10.7

一世代世帯 1,511 85.6 6.6

二世代世帯 2,221 83.7 6.8

三世代世帯 384 90.4 3.6

農林水産業 87 91.9 3.4

自営業、自由業 387 85.6 6.4

正規職員 1,527 84.4 7.1

パート・バイト・派遣 951 83.8 6.6

その他の職業 154 74.0 10.3

学生 97 72.1 13.4

専業主婦・主夫 521 86.2 5.3

無職 789 85.6 6.1

している 1,901 85.2 6.8

していない 2,537 83.9 6.7

100万円未満 188 82.0 8.0

～200万円未満 414 83.1 5.6

～300万円未満 610 86.2 5.9

～400万円未満 548 84.7 6.0

～500万円未満 446 88.5 5.1

～600万円未満 429 84.7 6.8

～800万円未満 603 87.4 6.1

～1,000万円未満 409 86.5 6.3

1,000万円以上 422 81.5 10.2

わからない 436 75.9 8.7

北勢地域 2,135 84.2 6.4

伊賀地域 466 77.5 12.7

中南勢地域 1,239 86.7 6.1

伊勢志摩地域 554 86.6 3.8

東紀州地域 157 77.1 9.6
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51.5

50.2

35.9

42.5

42.6

50.3
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61.7

42.4

63.6

47.2

52.2

46.8

52.6

48.7

58.1

72.4

57.4

47.5

47.0

44.8

34.0

52.2

57.7

49.8

51.5

52.7

56.0

55.4

54.0

50.4

49.0

49.8

48.4

46.9

46.3

50.5

40.6

54.1

55.4

43.3

33.4

33.1

34.3

38.2

36.3

41.2

34.0

32.3

26.4

34.5

25.1

32.0

33.7

30.7

33.0

35.0

32.3

19.5

28.2

36.9

36.8

29.2

38.1

34.0

27.9

35.4

32.4

29.3

27.1

30.8

30.7

38.1

35.7

37.6

38.1

34.6

29.6

33.7

36.9

32.6

31.2

33.8

4.3

4.1

4.5

6.9

5.1

5.2

4.5

3.8

2.8

4.9

2.1

6.8

4.1

5.8

4.1

4.5

2.3

2.3

3.6

4.2

4.7

7.1

7.2

4.0

3.9

4.4

4.2

3.7

3.4

3.8

4.2

3.8

4.7

4.1

3.4

6.6

4.8

4.3

7.5

3.6

2.9

5.1

2.5

2.6

2.1

5.9

4.4

2.9

4.0

2.0

2.2

4.9

2.5

2.3

2.8

2.9

3.2

6.2

2.2

2.4

2.5

4.3

2.2

2.1

2.1

2.0

2.9

3.6

3.9

2.1

5.2

2.5

4.5

7.9

7.6

8.0

12.8

11.0

7.7

8.8

6.7

5.1

13.9

6.4

11.2

6.5

11.0

6.6

8.6

4.9

2.3

6.2

7.7

8.7

14.9

14.4

7.1

7.0

7.0

8.5

9.0

8.0

7.4

7.7

5.4

7.9

5.6

6.4

7.1

14.7

8.2

8.8

6.1

8.5

12.7

2.2

2.3

3.4

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

住み続けたいと思う どちらかといえば住み続けたいと思う

どちらかといえば住み続けたいと思わない 住み続けたいと思わない

わからない 不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業

世帯類型

世帯年収

地 域
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問 18 問 17で、そう答えた理由は何ですか。次の中からあてはまるものを３つま

で選んでください。 

（〇は３つまで） 

○ 問１７の「住み続けたいと思う層」では、「自然や、気候、風土」の割合が 75.8％で最も高く、

次いで「人間関係」（35.9％）、「道路状況や交通の便」（25.7％）となっています。 

 

図表 3-18-1 三重県に今後も住み続けたいと思う理由 

 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」を分母に含めず算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然や、気候、風土

人間関係

道路状況や交通の便

仕事の都合

通勤

レジャー施設や商業施設、飲食店

職場環境

子どもの保育・教育の環境

保健医療分野のサービスや施設

その他

75.8%

35.9%

25.7%

21.2%

11.2%

10.0%

9.0%

7.6%

7.6%

10.4%

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

(n=3,850)
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○ 問１７の「住み続けたいと思わない層」では、「道路状況や交通の便」の割合が 62.1％で最も高

く、次いで「レジャー施設や商業施設、飲食店」（36.6％）、「保健医療分野のサービスや施設」

（32.7％）となっています。 

 

図表 3-18-2 三重県に今後も住み続けたいと思わない理由 

 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」を分母に含めず算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路状況や交通の便

レジャー施設や商業施設、飲食店

保健医療分野のサービスや施設

人間関係

子どもの保育・教育の環境

自然や、気候、風土

通勤

仕事の都合

職場環境

その他

62.1%

36.6%

32.7%

22.3%

18.8%

12.9%

10.7%

10.7%

8.7%

18.4%

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

(n=309)
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3.4 公共交通について 

問 19 あなたは、お出かけの際に、鉄道やバスを利用できる環境にありますか。 

○ お出かけの際に、鉄道を利用できる環境にあるかについて質問したところ、「利用できる環境に

あるが、ほぼ利用していない」が 41.9％で最も高く、次いで「利用できる環境にあり、実際に利

用することがある」（38.6％）、「利用できる環境にない」（14.3％）となっています。 

図表 3-19-1 お出かけの際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【鉄道】 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

【性別】 

〇 男性では「利用できる環境にあり、実際に利用することがある」の割合（41.6％）が最も高

く、女性では「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合（43.3％）が最も高くな

っています。 

【年代別】  

〇 18歳から 20歳代、50歳代で「利用できる環境にあり、実際に利用することがある」の割合が

最も高くなっています。それ以外の年代では「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」

の割合が最も高くなっています。 

【地域別】 

〇 「利用できる環境にあり、実際に利用することがある」の割合は北勢地域（41.7％）が最も

高く、東紀州地域（15.3％）が最も低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

全体 4,578
38.6 41.9 14.3 5.2

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

利用できる環境にあり、実際に利用することがある

利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない

利用できる環境にない

不明
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図表 3-19-2 お出かけの際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【鉄道】（属性別） 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計

全体 4,578

男性 2,092

女性 2,420

18歳から20歳代 304

30歳代 435

40歳代 755

50歳代 935

60歳代 1,032

70歳以上 1,031

未婚 675

死別 187

離別 250

有配偶 3,396

単身世帯 365

一世代世帯 1,511

二世代世帯 2,221

三世代世帯 384

農林水産業 87

自営業、自由業 387

正規職員 1,527

パート・バイト・派遣 951

その他の職業 154

学生 97

専業主婦・主夫 521

無職 789

している 1,901

していない 2,537

100万円未満 188

～200万円未満 414

～300万円未満 610

～400万円未満 548

～500万円未満 446

～600万円未満 429

～800万円未満 603

～1,000万円未満 409

1,000万円以上 422

わからない 436

北勢地域 2,135

伊賀地域 466

中南勢地域 1,239

伊勢志摩地域 554

東紀州地域 157

38.6

41.6

35.9

59.9

39.1

39.3

42.6

37.5

29.5

53.9

34.8

39.6

35.7

44.9

35.3

40.3

34.4

24.1

34.6

46.7

33.2

37.7

77.3

32.6

32.4

36.8

40.0

28.7

30.9

34.6

33.6

33.2

36.8

40.6

48.2

53.3

45.2

41.7

39.3

39.8

31.0

15.3

41.9

40.8

43.3

29.9

49.4

46.2

40.5

42.8

39.7

33.3

41.7

39.6

43.9

37.0

42.4

42.6

43.5

41.4

43.7

40.3

48.5

40.9

16.5

43.6

40.1

45.6

39.8

38.8

39.6

45.7

42.9

48.2

43.4

46.1

39.6

34.6

35.8

40.7

39.1

43.1

43.7

51.0

14.3

13.3

15.2

8.9

9.7

12.5

14.7

16.2

17.4

10.8

12.3

15.6

15.1

11.2

15.8

13.3

18.2

23.0

15.8

11.3

14.6

14.9

4.1

16.3

18.1

14.6

14.2

21.3

16.4

13.6

18.2

15.5

16.1

11.3

9.8

10.0

13.3

12.8

17.2

13.6

17.0

19.1

5.2

4.3

5.5

2.0

2.2

3.5

13.5

11.2

5.2

5.3

6.8

6.4

3.8

3.9

11.5

5.9

3.7

6.5

2.1

7.5

9.4

3.1

6.0

11.2

13.0

6.1

5.3

3.1

3.7

2.0

2.4

2.1

5.7

4.7

4.5

3.6

8.3

14.6

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

利用できる環境にあり、実際に利用することがある

利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない

利用できる環境にない

不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業

世帯類型

世帯年収

地 域



 58 

○ お出かけの際に、バスを利用できる環境にあるかについて質問したところ、「利用できる環境に

あるが、ほぼ利用していない」が 60.9％で最も高く、次いで「利用できる環境にない」（18.8％）、

「利用できる環境にあり、実際に利用することがある」（14.1％）となっています。 

図表 3-19-3 お出かけの際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【バス】 

※本質問の回答割合（％）は、不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

【性別】 

〇 男女とも「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合が最も高くなっています。

特に、男性と比較して女性で「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合（62.6％）

が高くなっています。 

【年代別】  

〇 すべての年代で「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合が高くなっていま

す。特に、「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合が最も高いのは 30 歳代

（69.4％）で、最も低いのは 70歳以上（53.2％）となっています。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合が高くなっていま

す。特に、「利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない」の割合が最も高い地域は伊勢志摩

地域（70.9％）で、最も低い地域は伊賀地域（57.7％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

全体 4,578
14.1 60.9 18.8 6.2

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

利用できる環境にあり、実際に利用することがある

利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない

利用できる環境にない

不明
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図表 3-19-4 お出かけの際に、鉄道やバスを利用できる環境にあるか【バス】（属性別） 

 

※本質問の回答割合（％）は、「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計

全体 4,578

男性 2,092

女性 2,420

18歳から20歳代 304

30歳代 435

40歳代 755

50歳代 935

60歳代 1,032

70歳以上 1,031

未婚 675

死別 187

離別 250

有配偶 3,396

単身世帯 365

一世代世帯 1,511

二世代世帯 2,221

三世代世帯 384

農林水産業 87

自営業、自由業 387

正規職員 1,527

パート・バイト・派遣 951

その他の職業 154

学生 97

専業主婦・主夫 521

無職 789

している 1,901

していない 2,537

100万円未満 188

～200万円未満 414

～300万円未満 610

～400万円未満 548

～500万円未満 446

～600万円未満 429

～800万円未満 603

～1,000万円未満 409

1,000万円以上 422

わからない 436

北勢地域 2,135

伊賀地域 466

中南勢地域 1,239

伊勢志摩地域 554

東紀州地域 157

14.1

15.5

12.7

22.4

12.0

12.1

13.7

13.6

14.8

21.3

17.1

15.2

12.4

20.8

14.7

13.2

9.6

4.6

12.1

14.4

10.8

14.9

26.8

14.4

17.5

10.8

16.6

16.5

12.3

14.9

12.2

13.7

13.1

10.1

15.9

16.4

19.7

14.9

13.9

14.4

11.4

12.1

60.9

59.8

62.6

61.2

69.4

67.0

60.6

61.9

53.2

59.3

57.2

62.4

61.6

56.7

59.2

63.4

62.2

67.8

66.4

62.5

64.8

55.2

48.5

60.5

54.6

64.5

58.9

51.6

58.2

57.5

62.0

64.3

64.8

67.2

62.8

59.7

55.5

57.9

57.7

62.7

70.9

63.1

18.8

18.4

19.0

12.2

14.9

17.9

21.5

19.7

19.4

15.9

12.8

15.6

19.9

15.1

18.8

18.6

22.7

19.5

15.2

19.3

19.2

22.7

19.6

17.3

19.0

20.5

17.7

21.8

18.1

18.4

19.7

17.5

18.9

19.1

16.4

19.7

18.1

20.8

20.8

18.5

10.6

14.0

6.2

6.3

5.7

4.3

3.7

3.0

4.2

4.8

12.6

3.6

12.8

6.8

6.1

7.4

7.3

4.7

5.5

8.0

6.2

3.8

5.2

7.1

5.2

7.9

8.9

4.3

6.9

10.1

11.4

9.2

6.0

4.5

3.3

3.6

4.9

4.3

6.7

6.4

7.5

4.4

7.0

10.8

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

利用できる環境にあり、実際に利用することがある

利用できる環境にあるが、ほぼ利用していない

利用できる環境にない

不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業

世帯類型

世帯年収

地 域
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問 20 あなたは、ご自宅から鉄道やバスを利用するときに、どのような部分で 

不便を感じますか。（複数回答可） 

○ ご自宅から鉄道を利用するときに、どのような部分で不便を感じるかについて質問したところ、

「駅までの距離が遠い」の割合が 42.5％で最も高く、次いで「鉄道の本数が少なく不便」（35.4％）、

「鉄道を使うと交通費が高い」（23.9％）となっています。 

 

図表 3-20-1 自宅から鉄道を利用するときに、どのような部分で不便を感じるか 

 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

※鉄道を利用するときに不便に感じる理由のみを質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅やバス停までの距離が遠い

鉄道やバスの本数が少なく不便

鉄道やバスを使うと交通費が高い

鉄道やバスを使うと時間が掛かる

とくに不便は感じない

目的地までの乗り換えが不便

帰りの時間が合わない

駅やバス停まで行くための手段がない

終発が早すぎる

行きの時間が合わない

始発が遅すぎる

その他

不明

42.5

35.4

23.9

21.7

18.8

17.7

9.4

9.0

8.4

7.6

2.1

4.8

5.8

0% 20% 40% 60%

(n=4,578)
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図表 3-20-2 自宅から鉄道やバスを利用するときに、どのような部分で不便を感じるか【鉄道】 

（属性別） 

 
※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

 

 

 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計
駅やバス停
までの距離
が遠い

駅やバス停
まで行くた
めの手段が

ない

鉄道やバス
を使うと
交通費が
高い

鉄道やバス
を使うと
時間が
掛かる

鉄道やバス
の本数が
少なく不便

目的地まで
の乗り換え
が不便

行きの時間
が合わない

帰りの時間
が合わない

始発が
遅すぎる

終発が
早すぎる

とくに不便
は感じない

その他 不明

4,578 42.5 9.0 23.9 21.7 35.4 17.7 7.6 9.4 2.1 8.4 18.8 4.8 5.8

男性 2,092 41.4 8.2 22.0 21.1 33.5 16.8 7.4 8.5 2.4 8.2 20.4 4.1 5.2

女性 2,420 43.6 9.5 25.8 22.3 37.3 18.7 7.6 10.0 1.8 8.6 17.7 5.4 6.0

18歳から20歳代 304 46.1 11.8 31.9 20.1 44.1 19.4 10.9 13.2 2.6 14.5 14.8 3.0 3.9

30歳代 435 48.3 7.1 23.4 21.6 36.8 22.3 10.1 11.5 1.6 11.7 16.8 4.6 4.4

40歳代 755 47.0 8.5 24.8 22.8 37.9 19.1 9.4 11.3 2.1 10.7 17.6 5.4 2.4

50歳代 935 45.0 8.6 25.5 22.0 36.8 19.1 7.4 10.1 2.9 10.6 16.9 4.4 4.3

60歳代 1,032 41.0 8.5 23.0 22.1 35.3 17.2 6.8 8.8 1.8 6.2 21.2 3.9 5.5

70歳以上 1,031 35.1 9.5 20.7 20.7 29.4 14.2 4.9 5.8 1.6 4.0 21.6 6.4 10.4

未婚 675 44.1 9.8 26.7 20.0 38.5 17.5 8.7 10.5 2.2 12.6 18.1 4.1 4.7

死別 187 36.9 11.8 22.5 26.2 33.2 19.3 8.0 11.8 - 3.2 22.5 4.3 10.2

離別 250 38.0 6.8 20.4 21.6 36.8 18.4 9.2 11.2 3.2 12.0 22.0 4.4 6.4

有配偶 3,396 42.8 8.9 23.8 21.9 34.8 17.7 7.3 8.9 2.0 7.5 18.7 4.9 5.6

単身世帯 365 40.5 8.8 23.3 21.1 35.3 13.7 6.6 10.4 1.9 8.2 20.8 4.4 7.1

一世代世帯 1,511 41.2 8.8 23.4 21.2 33.0 17.3 6.8 8.6 1.7 6.8 18.6 5.8 6.7

二世代世帯 2,221 42.6 8.4 24.6 22.7 36.4 18.8 8.6 10.0 2.5 9.8 19.2 4.4 4.8

三世代世帯 384 50.5 10.4 23.7 19.0 38.3 17.4 5.7 6.8 1.3 6.8 16.4 4.4 4.9

農林水産業 87 51.7 11.5 19.5 29.9 36.8 28.7 10.3 12.6 2.3 6.9 18.4 1.1 6.9

自営業、自由業 387 40.1 6.2 16.3 24.3 29.7 15.8 7.0 8.8 2.1 8.3 23.8 4.9 6.5

正規職員 1,527 44.6 9.2 23.2 21.5 37.5 18.7 9.2 11.2 2.8 11.7 18.1 4.2 3.3

パート・バイト・派遣 951 44.1 8.3 27.8 22.6 37.5 19.2 6.8 8.3 2.0 8.2 16.2 4.7 6.3

その他の職業 154 42.9 11.7 26.0 19.5 37.0 19.5 7.8 8.4 1.3 7.8 18.2 5.8 2.6

学生 97 50.5 11.3 39.2 12.4 42.3 14.4 9.3 9.3 3.1 11.3 11.3 - 5.2

専業主婦・主夫 521 38.2 8.3 28.4 23.4 36.3 19.6 6.3 7.5 1.0 5.8 19.2 5.6 7.3

無職 789 38.9 9.3 20.3 19.4 29.9 13.3 5.8 8.1 1.5 4.2 22.8 6.2 8.1

している 1,901 45.4 8.5 24.4 23.1 35.6 19.2 8.5 10.1 2.3 9.4 17.9 4.6 3.9

していない 2,537 40.8 9.1 23.8 20.9 35.6 16.8 6.9 8.9 1.9 7.8 19.6 5.0 6.5

100万円未満 188 34.6 12.2 24.5 18.6 34.6 16.5 10.1 12.8 4.3 8.0 22.9 3.7 10.6

～200万円未満 414 40.1 10.4 24.6 19.6 33.3 12.8 7.2 9.4 2.2 6.5 17.6 5.1 10.6

～300万円未満 610 40.7 10.7 25.1 22.6 36.7 19.3 6.1 8.5 1.6 6.4 18.9 6.9 5.4

～400万円未満 548 41.2 7.1 23.7 23.2 32.5 19.3 6.9 8.8 2.0 6.2 20.1 4.2 6.2

～500万円未満 446 43.3 8.7 26.0 23.5 35.9 18.2 6.1 7.2 1.6 7.2 17.9 6.3 5.8

～600万円未満 429 44.3 10.0 22.8 23.5 41.3 21.4 7.9 11.2 1.4 11.4 18.2 4.2 3.0

～800万円未満 603 44.4 8.0 21.9 21.6 36.2 16.7 8.5 9.8 2.0 9.0 19.1 3.3 3.6

～1,000万円未満 409 44.5 8.1 23.7 23.7 36.2 17.8 6.1 8.8 2.4 10.8 17.4 3.4 4.4

1,000万円以上 422 44.3 9.0 19.7 20.9 32.5 19.2 9.0 9.7 3.1 10.9 21.3 5.2 2.1

わからない 436 42.9 7.6 27.8 17.4 34.6 16.1 10.1 10.3 1.6 8.7 19.5 4.4 6.4

北勢地域 2,135 41.6 8.3 22.7 21.6 32.1 17.3 5.9 7.6 2.0 7.0 21.5 4.4 5.2

伊賀地域 466 38.8 9.0 30.9 29.0 47.9 25.3 7.5 9.7 2.6 8.6 16.3 4.7 4.3

中南勢地域 1,239 44.1 9.2 24.1 18.5 29.3 12.9 6.5 8.0 1.3 8.6 19.7 4.4 6.6

伊勢志摩地域 554 45.7 9.6 21.3 20.0 43.9 22.0 11.7 13.7 3.1 11.7 13.5 6.7 5.4

東紀州地域 157 40.8 12.1 28.0 33.1 63.1 26.1 24.2 28.7 3.8 13.4 5.7 5.7 8.9
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○ ご自宅からバスを利用するときに、どのような部分で不便を感じるかについて質問したところ、

「バスの本数が少なく不便」の割合が 48.4％で最も高く、次いで「バスを使うと時間が掛かる」

（28.2％）、「バスを使うと交通費が高い」（25.2％）となっています。 

 

図表 3-20-3 自宅からバスを利用するときに、どのような部分で不便を感じるか 

 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

※バスを利用するときに不便に感じる理由のみを質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道やバスの本数が少なく不便

鉄道やバスを使うと時間が掛かる

鉄道やバスを使うと交通費が高い

駅やバス停までの距離が遠い

目的地までの乗り換えが不便

帰りの時間が合わない

行きの時間が合わない

とくに不便は感じない

終発が早すぎる

駅やバス停まで行くための手段がない

始発が遅すぎる

その他

不明

48.4

28.2

25.2

24.4

17.7

14.7

13.4

12.0

10.7

7.3

3.5

8.1

7.5

0% 20% 40% 60%

(n=4,578)
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図表 3-20-4 自宅から鉄道やバスを利用するときに、どのような部分で不便を感じるか【バス】 

（属性別） 

 
※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

 

 

 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計
駅やバス停
までの距離
が遠い

駅やバス停
まで行くた
めの手段が

ない

鉄道やバス
を使うと
交通費が
高い

鉄道やバス
を使うと
時間が
掛かる

鉄道やバス
の本数が
少なく不便

目的地まで
の乗り換え
が不便

行きの時間
が合わない

帰りの時間
が合わない

始発が
遅すぎる

終発が
早すぎる

とくに不便
は感じない

その他 不明

4,578 24.4 7.3 25.2 28.2 48.4 17.7 13.4 14.7 3.5 10.7 12.0 8.1 7.5

男性 2,092 23.1 6.9 23.4 27.0 47.8 18.1 12.9 13.7 4.4 11.2 13.8 7.2 7.7

女性 2,420 25.7 7.6 26.9 29.6 49.2 17.4 13.8 15.4 2.9 10.5 10.4 9.0 7.1

18歳から20歳代 304 26.6 8.2 29.3 28.0 53.9 19.4 19.4 19.7 6.3 16.1 11.5 7.6 7.6

30歳代 435 28.3 7.1 20.5 30.8 49.2 22.1 14.9 15.2 3.0 11.0 14.5 6.9 5.7

40歳代 755 25.7 8.1 26.2 33.9 48.5 20.4 14.7 16.6 4.0 10.9 12.3 7.4 4.9

50歳代 935 25.7 6.1 28.1 28.9 50.4 18.7 14.3 16.3 3.9 12.7 9.4 8.0 7.3

60歳代 1,032 21.5 6.7 26.6 28.9 51.1 16.9 13.6 15.1 3.7 11.5 11.0 7.9 5.9

70歳以上 1,031 23.1 8.2 21.4 22.4 42.4 13.8 8.7 9.7 2.3 7.0 14.0 10.0 11.3

未婚 675 24.9 8.0 25.2 28.4 51.6 19.0 15.7 16.6 6.2 14.8 13.9 8.6 6.7

死別 187 19.3 6.4 23.5 25.7 41.2 13.4 10.7 15.5 - 4.8 16.0 9.6 13.9

離別 250 18.8 4.0 27.2 28.8 50.4 18.0 11.6 14.4 3.2 13.6 12.8 6.8 7.2

有配偶 3,396 24.9 7.5 25.3 28.4 48.1 17.7 13.3 14.2 3.2 10.0 11.4 8.1 7.2

単身世帯 365 21.9 7.1 21.9 26.6 51.8 15.9 11.5 15.3 3.0 12.9 14.5 6.8 8.8

一世代世帯 1,511 23.2 7.4 24.5 25.5 47.7 15.8 11.3 13.5 2.8 10.3 11.1 8.9 8.1

二世代世帯 2,221 25.5 7.2 26.7 30.8 49.1 19.1 15.3 15.6 4.2 11.1 12.0 7.7 6.3

三世代世帯 384 26.0 7.6 25.0 28.1 47.1 20.6 13.8 14.1 3.6 10.4 11.2 7.8 8.6

農林水産業 87 28.7 11.5 21.8 27.6 46.0 26.4 23.0 21.8 8.0 12.6 8.0 4.6 8.0

自営業、自由業 387 21.2 4.7 21.7 29.7 42.4 12.4 11.9 13.2 2.6 10.1 15.5 7.8 7.8

正規職員 1,527 26.3 7.3 24.8 30.3 51.8 20.5 16.3 18.1 4.4 13.5 11.3 6.7 5.9

パート・バイト・派遣 951 22.6 6.6 28.8 30.7 47.7 16.9 12.3 13.2 2.9 10.2 10.3 9.0 7.6

その他の職業 154 27.3 10.4 25.3 24.7 52.6 19.5 14.3 14.9 3.2 12.3 11.7 7.8 6.5

学生 97 26.8 8.2 42.3 23.7 57.7 20.6 20.6 17.5 10.3 15.5 4.1 5.2 8.2

専業主婦・主夫 521 27.8 8.3 27.6 28.8 47.2 16.3 10.2 11.7 2.1 10.2 12.5 9.6 7.5

無職 789 21.2 7.6 21.3 22.3 45.6 15.6 9.9 11.5 2.9 6.6 14.6 9.8 9.4

している 1,901 25.2 7.0 26.4 30.8 48.6 19.6 15.5 16.7 3.7 11.2 10.7 7.3 6.4

していない 2,537 24.2 7.6 24.8 26.8 48.9 16.6 12.1 13.4 3.4 10.6 12.8 8.8 7.6

100万円未満 188 23.4 13.3 24.5 21.3 43.6 11.7 12.2 14.9 4.3 10.6 12.2 6.9 12.2

～200万円未満 414 23.2 8.9 22.9 23.4 42.8 14.5 9.7 12.3 2.9 7.7 11.8 8.0 11.1

～300万円未満 610 23.4 7.4 26.7 26.6 47.5 17.2 10.8 13.1 2.5 9.2 12.8 11.6 7.0

～400万円未満 548 22.6 6.2 26.1 29.2 48.2 19.3 14.1 15.7 4.4 9.7 11.9 7.8 6.9

～500万円未満 446 23.8 7.2 29.1 32.1 51.1 16.1 12.1 13.0 3.6 9.2 10.5 8.1 5.6

～600万円未満 429 24.9 9.6 23.3 32.6 52.0 23.5 13.5 15.9 3.0 12.6 12.4 7.0 4.0

～800万円未満 603 28.2 7.0 25.0 29.5 51.6 17.1 15.9 16.3 3.3 12.6 12.1 6.5 7.1

～1,000万円未満 409 20.3 5.6 25.2 33.3 49.9 19.1 14.4 14.7 3.9 11.2 9.5 5.6 7.3

1,000万円以上 422 25.6 6.9 22.3 27.0 46.4 21.8 16.1 16.6 4.3 15.2 13.3 8.5 6.4

わからない 436 27.8 6.2 26.6 24.5 47.7 14.2 14.9 14.7 4.1 10.8 14.7 8.3 8.5

北勢地域 2,135 23.7 7.0 23.0 27.2 45.1 15.7 11.3 12.6 3.7 10.6 12.6 9.1 8.7

伊賀地域 466 23.4 6.7 29.4 27.5 52.4 16.3 15.0 17.2 4.3 9.9 11.8 7.5 7.9

中南勢地域 1,239 27.0 7.8 26.4 27.4 48.3 18.6 12.8 13.9 2.7 11.1 12.1 8.1 5.6

伊勢志摩地域 554 21.3 7.0 25.8 33.2 56.3 23.3 18.8 19.0 4.0 12.5 10.8 5.6 5.8

東紀州地域 157 28.0 10.2 33.1 35.7 54.8 22.3 22.3 25.5 4.5 8.3 9.6 6.4 8.3
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3.5 観光について 

問 21 あなたは、県内各地で観光客が増えると、どのような効果や影響があると 

思いますか。次の中からあてはまるものを３つまで選んでください。 

                          （〇は３つまで） 

○ 県内各地で観光客が増えると、どのような効果や影響があると思うかについて質問したとこ

ろ、「経済活性化や働く場の増加」が 51.6％で最も高く、次いで「イベントの開催や店舗の出店

など地域のにぎわいの向上」（48.0％）、「道路の渋滞、バスやタクシーの混雑」（45.0％）となっ

ています。 

○ 前回調査と比較すると、主に「道路の渋滞、バスやタクシーの混雑」（45.0％）、「騒音やゴミ

の増加による生活環境の悪化」（34.1％）が増加し、「経済活性化や働く場の増加」（51.6％）、

「施設や道路などのインフラ整備」（32.6％）が減少しています。 

図表 3-21-1 県内各地で観光客が増えると、どのような効果や影響があると思うか 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

経済活性化や働く場の増加

イベントの開催や店舗の出店など
地域のにぎわいの向上

道路の渋滞、バスやタクシーの混雑

騒音やゴミの増加による生活環境の悪化

施設や道路などのインフラ整備

文化資源や自然資源の保存・継承

自然や景観が損なわれる

観光地化による物価上昇

とくに効果や影響はない

その他

不明

51.6

48.0

45.0

34.1

32.6

14.0

8.7

8.7

1.7

1.0

3.0

59.9

50.8

37.6

24.0

39.9

19.4

8.1

7.2

1.4

1.5

4.6

0% 20% 40% 60% 80%

今回調査(n=4,578)

今回調査

前回調査
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図表 3-21-2 県内各地で観光客が増えると、どのような効果や影響があると思うか（属性別） 

 
※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計

イベントの
開催や店舗
の出店など
地域のにぎ
わいの向上

経済活性化
や働く場の

増加

施設や道路
などのイン
フラ整備

文化資源や
自然資源の
保存・継承

騒音やゴミ
の増加によ
る生活環境
の悪化

道路の
渋滞、バス
やタクシー
の混雑

自然や景観
が損なわれ

る

観光地化
による物価

上昇

とくに効果
や影響は
ない

その他 不明

4,578 48.0 51.6 32.6 14.0 34.1 45.0 8.7 8.7 1.7 1.0 3.0

男性 2,092 47.0 49.5 36.7 13.9 36.2 45.8 9.6 9.8 1.9 1.1 2.1

女性 2,420 49.2 53.8 29.3 14.1 32.4 44.5 7.8 7.8 1.4 1.0 3.5

18歳から20歳代 304 57.2 50.3 33.6 14.5 34.9 47.7 8.6 9.5 0.7 1.3 1.3

30歳代 435 54.5 52.4 34.5 10.8 29.2 51.3 5.3 9.9 3.0 0.5 0.2

40歳代 755 51.7 59.2 31.7 10.1 33.6 49.5 6.8 8.9 0.8 1.3 1.2

50歳代 935 50.1 54.9 34.8 11.6 35.0 49.7 8.1 7.6 1.0 1.3 1.2

60歳代 1,032 46.2 49.2 32.4 16.2 35.0 44.5 11.2 8.3 1.8 0.8 2.5

70歳以上 1,031 40.7 46.5 31.0 18.4 34.9 35.1 9.6 8.8 2.3 1.2 7.3

未婚 675 48.1 48.9 30.8 15.3 37.9 48.0 10.5 11.0 1.8 1.8 1.2

死別 187 40.6 48.7 25.7 21.4 28.9 38.0 9.6 9.6 0.5 1.1 5.9

離別 250 47.2 50.4 29.6 14.0 29.6 44.0 8.0 12.4 2.8 1.2 3.2

有配偶 3,396 48.6 52.6 33.6 13.3 34.0 45.1 8.3 8.0 1.6 0.9 3.1

単身世帯 365 44.4 48.8 30.7 13.4 32.1 43.0 9.3 12.9 2.7 1.6 3.8

一世代世帯 1,511 45.6 51.1 35.0 14.0 33.3 42.4 9.3 8.4 1.8 0.9 4.0

二世代世帯 2,221 50.2 51.9 31.3 14.0 35.2 48.0 7.9 8.5 1.5 1.1 1.9

三世代世帯 384 50.5 56.5 35.2 14.6 33.6 42.4 9.4 7.0 0.5 1.0 2.1

農林水産業 87 47.1 52.9 37.9 19.5 39.1 35.6 13.8 4.6 - - 1.1

自営業、自由業 387 46.3 50.9 36.4 13.2 32.6 41.3 9.6 10.9 1.3 1.3 3.1

正規職員 1,527 54.6 55.2 36.2 11.5 32.5 50.7 7.9 8.3 1.3 1.2 0.6

パート・バイト・派遣 951 46.1 53.5 28.9 13.0 38.1 46.5 7.7 8.5 1.7 0.6 2.4

その他の職業 154 43.5 48.7 33.8 14.3 28.6 50.6 10.4 8.4 3.9 1.9 2.6

学生 97 53.6 52.6 27.8 19.6 34.0 43.3 8.2 10.3 - 2.1 2.1

専業主婦・主夫 521 45.9 49.1 29.8 15.5 33.2 44.9 8.8 7.7 1.5 1.0 4.0

無職 789 41.3 45.8 30.8 18.3 34.9 35.4 9.8 9.4 2.4 1.0 6.8

している 1,901 51.0 56.0 34.9 11.8 34.3 46.4 7.7 7.5 1.3 0.9 1.5

していない 2,537 46.3 48.7 31.4 15.6 34.6 44.7 9.4 9.7 1.9 1.1 3.4

100万円未満 188 45.2 39.4 21.3 17.0 39.4 39.4 15.4 11.7 3.2 1.1 4.8

～200万円未満 414 45.2 44.4 26.8 15.5 38.6 39.6 9.7 9.2 1.7 1.0 6.3

～300万円未満 610 43.6 48.2 33.3 17.5 36.1 40.3 9.3 10.0 1.8 1.3 3.9

～400万円未満 548 43.8 51.5 37.0 17.0 33.9 42.0 10.4 9.7 1.1 0.9 2.7

～500万円未満 446 48.7 54.0 35.0 15.0 31.8 46.0 7.4 9.0 1.8 0.7 2.0

～600万円未満 429 51.0 57.1 31.5 10.3 37.1 45.5 9.3 5.6 0.9 0.9 2.3

～800万円未満 603 54.1 58.0 34.0 10.8 33.8 50.9 6.0 9.3 1.5 0.8 1.0

～1,000万円未満 409 52.1 55.7 32.0 12.7 29.8 49.9 6.1 7.8 1.0 1.0 1.2

1,000万円以上 422 52.4 57.6 37.9 12.6 28.4 49.3 7.1 5.9 1.2 0.9 2.1

わからない 436 46.1 44.5 30.7 13.1 34.2 47.2 10.1 9.9 3.0 1.8 2.8

北勢地域 2,135 45.4 47.9 32.5 12.6 37.1 48.9 8.9 8.0 2.2 1.2 2.9

伊賀地域 466 52.6 55.6 36.9 20.8 30.9 27.9 6.9 8.6 1.5 0.4 3.6

中南勢地域 1,239 51.8 53.3 32.0 14.1 32.6 47.1 9.0 8.6 0.7 1.2 2.0

伊勢志摩地域 554 45.3 60.1 31.6 13.4 28.9 49.1 7.0 12.3 1.1 0.9 2.9

東紀州地域 157 52.2 52.2 33.1 14.6 35.0 15.3 15.3 6.4 3.2 0.6 6.4
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3.6 共生社会について 

問 22 あなたは、日本人と国籍の異なる外国人が、互いの文化的差異を認め合い、 

地域社会の構成員として共に生きていく共生社会についてどう思いますか。 

○ 共生社会についてどう思うかについて質問したところ、「望ましいと思う層」の割合が 77.5％

で、「望ましいと思わない層」の割合（11.4％）より 66.1ポイント高くなっています。 

図表 3-22-1 共生社会についてどう思うか 

 

※「望ましいと思う層」の割合・・・「望ましいと思う」と「どちらかといえば望ましいと思う」の割合を小数第二位で四捨五入した数値
の合計 

※「望ましいと思わない層」の割合・・・「望ましいと思わない」と「どちらかといえば望ましいと思わない」の割合を小数第二位で四捨

五入した数値の合計 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

【性別】 

〇 男女とも「望ましいと思う層」の割合が高くなっています。特に、男性と比較して女性で「望

ましいと思う層」の割合が高くなっています。 

【年代別】  

〇 すべての年代で「望ましいと思う層」の割合が高くなっています。特に、「望ましいと思う層」

の割合が最も高いのは 30 歳代（82.3％）で、最も低いのは 70 歳以上（72.3％）となっていま

す。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「望ましいと思う層」の割合が高くなっています。特に、「望ましいと思う層」

の割合が最も高いのは伊賀地域（80.4％）で、最も低いのは東紀州地域（73.2％）となっていま

す。 

  

望ましいと
思う層

望ましいと
思わない層

合計

全体 4,578 77.5 11.4

（％） （％）

34.6 42.9 7.4 4.0 10.4

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

望ましいと思う どちらかといえば望ましいと思う どちらかといえば望ましいと思わない

望ましいと思わない わからない 不明
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図表 3-22-2 共生社会についてどう思うか（属性別） 

 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

望ましいと
思う層

望ましいと
思わない層

合計 （％） （％）

全体 4,578 77.5 11.4

男性 2,092 77.1 14.8

女性 2,420 78.3 8.4

18歳から20歳代 304 81.9 9.5

30歳代 435 82.3 11.2

40歳代 755 79.6 11.8

50歳代 935 80.6 9.7

60歳代 1,032 76.2 11.4

70歳以上 1,031 72.3 13.3

未婚 675 78.1 13.2

死別 187 74.8 9.1

離別 250 73.2 12.8

有配偶 3,396 77.9 11.0

単身世帯 365 76.2 12.6

一世代世帯 1,511 75.4 11.8

二世代世帯 2,221 78.6 11.6

三世代世帯 384 84.4 7.8

農林水産業 87 75.9 12.6

自営業、自由業 387 76.0 12.1

正規職員 1,527 82.0 12.3

パート・バイト・派遣 951 77.4 9.8

その他の職業 154 75.4 11.0

学生 97 88.7 4.1

専業主婦・主夫 521 76.2 9.2

無職 789 71.3 13.4

している 1,901 80.2 10.6

していない 2,537 76.5 11.9

100万円未満 188 68.6 13.8

～200万円未満 414 67.6 13.1

～300万円未満 610 76.7 12.5

～400万円未満 548 76.8 11.2

～500万円未満 446 79.6 11.5

～600万円未満 429 79.9 12.3

～800万円未満 603 80.9 11.9

～1,000万円未満 409 87.1 7.4

1,000万円以上 422 83.7 9.5

わからない 436 71.3 11.0

北勢地域 2,135 77.2 11.7

伊賀地域 466 80.4 10.0

中南勢地域 1,239 76.8 12.4

伊勢志摩地域 554 80.0 9.9

東紀州地域 157 73.2 7.6
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3.7 デジタルの活用について 

問 23 あなたは、納税や住民票の取得などの行政手続をする際、役所の窓口に 

行かずに手続をするようなデジタルサービスを利用したことはありますか。 

○ 行政手続をする際、役所の窓口に行かずに手続をするようなデジタルサービスを利用したこと

はあるかについて質問したところ、「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用し

たことはない」の割合が 45.5％で最も高く、次いで「行政手続のデジタルサービスを利用したこ

とがある」（26.9％）、「そもそも行政手続を利用する機会がなかった」（16.8％）となっています。 

○ 前回調査と比較すると、「行政手続のデジタルサービスを利用したことがある」（26.9％）が 5.2

ポイント、「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない」（45.5％）

が 1.2ポイント増加し、「そもそも行政手続を利用する機会がなかった」（16.8％）が 5.5ポイン

ト減少しています。 

 

図表 3-23-1 行政手続をする際、役所の窓口に行かずに手続をするようなデジタルサービスを 

利用したことはあるか 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

【性別】 

〇 男女とも「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない」の割合

が最も高くなっています。特に、男性と比較して女性で「行政手続きをする機会はあったが、デ

ジタルサービスは利用したことはない」（46.3％）の割合が高くなっています。 

【年代別】  

〇 40 歳代以上で「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない」

の割合が最も高くなっています。それ以外の年代では「デジタルサービスを利用したことがあ

る」の割合が最も高くなっています。 

【地域別】 

〇 すべての地域で「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない」

の割合が最も高くなっています。特に、「行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは

利用したことはない」の割合が最も高い地域は東紀州地域（52.2％）で、最も低い地域は中南勢

地域（42.8％）となっています。 

合計

今回調査 4,578

前回調査 4,736

26.9

21.7

45.5

44.3

16.8

22.3

9.3

9.4 2.3

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

デジタルサービスを利用したことがある
行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない
そもそも行政手続を利用する機会がなかった
わからない
不明
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図表 3-23-2 行政手続をする際、役所の窓口に行かずに手続をするようなデジタルサービスを 

利用したことはあるか（属性別） 

※本質問の回答割合（％）は、「わからない」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計

全体 4,578

男性 2,092

女性 2,420

18歳から20歳代 304

30歳代 435

40歳代 755

50歳代 935

60歳代 1,032

70歳以上 1,031

未婚 675

死別 187

離別 250

有配偶 3,396

単身世帯 365

一世代世帯 1,511

二世代世帯 2,221

三世代世帯 384

農林水産業 87

自営業、自由業 387

正規職員 1,527

パート・バイト・派遣 951

その他の職業 154

学生 97

専業主婦・主夫 521

無職 789

している 1,901

していない 2,537

100万円未満 188

～200万円未満 414

～300万円未満 610

～400万円未満 548

～500万円未満 446

～600万円未満 429

～800万円未満 603

～1,000万円未満 409

1,000万円以上 422

わからない 436

北勢地域 2,135

伊賀地域 466

中南勢地域 1,239

伊勢志摩地域 554

東紀州地域 157

26.9

31.0

23.7

31.9

38.6

37.2

34.8

23.2

10.7

27.0

13.9

20.0

28.3

20.5

24.8

30.4

26.0

18.4

32.3

39.9

23.1

22.1

22.7

17.1

14.3

35.3

21.4

12.2

10.9

15.1

22.4

25.8

33.3

38.8

41.1

44.1

21.6

29.1

22.5

28.2

25.1

9.6

45.5

44.8

46.3

29.6

37.9

41.6

41.6

51.6

54.3

38.1

52.9

46.4

46.7

46.8

48.4

43.4

45.3

57.5

43.9

38.4

50.2

42.9

17.5

52.8

52.3

42.2

48.3

50.0

49.5

54.1

52.6

48.9

45.0

38.6

40.6

39.6

36.2

45.4

49.4

42.8

46.9

52.2

16.8

14.2

19.2

21.1

16.3

15.0

16.5

16.7

17.6

21.5

14.4

22.0

15.7

19.7

16.0

16.4

19.0

13.8

12.1

15.2

18.2

22.1

35.1

18.8

16.6

15.4

17.8

14.9

22.2

18.0

17.5

17.3

15.2

16.9

12.5

13.0

19.7

15.6

16.7

18.7

17.5

17.8

9.3

9.0

9.4

16.4

6.9

5.7

6.3

7.2

15.1

12.6

13.9

10.4

8.2

11.0

9.7

8.5

9.1

10.3

9.6

6.0

7.3

11.7

24.7

9.6

14.8

6.2

11.1

19.7

14.7

11.0

6.0

7.0

5.8

5.0

5.6

3.3

19.7

8.9

9.7

8.7

9.0

17.2

2.3

4.8

2.1

3.2

2.7

2.8

3.2

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

デジタルサービスを利用したことがある

行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない

そもそも行政手続を利用する機会がなかった

わからない

不明

性 別

年 齢

配偶関係

共働き

主な職業

世帯類型

世帯年収

地 域



 70 

問 23-２ 行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことは 

ない理由は何ですか。 

○ 行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない理由について質問し

たところ、「利用方法がわからない、操作が難しい」の割合が 38.5％で最も高く、次いで「対面に

よる手続がよいと思う」（29.7％）、「手続がデジタル化していることを知らなかった」（10.3％）

となっています。 

○ 前回調査と比較すると、「対面による手続がよいと思う」（29.7％）が 1.9ポイント、「手続がデ

ジタル化していることを知らなかった」（10.3％）が 0.8ポイント増加し、「利用方法がわからな

い、操作が難しい」（38.5％）が 0.6ポイント減少しています。 

 

図表 3-23-2-1 行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない理由 

 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

  

合計

今回調査 2,083

前回調査 2,096

4.7

7.8

10.3

9.5

7.7

9.1

38.5

39.1

29.7

27.8

6.6

4.4

2.4

2.4

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

スマートフォンやパソコンを持っていない 手続がデジタル化していることを知らなかった

必要な手続がデジタル化していない 利用方法がわからない、操作が難しい

対面による手続がよいと思う その他

不明
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図表 3-23-2-2 行政手続をする機会はあったが、デジタルサービスは利用したことはない理由（属性別） 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

合計

全体 2,083

男性 937

女性 1,120

18歳から20歳代 90

30歳代 165

40歳代 314

50歳代 389

60歳代 532

70歳以上 560

未婚 257

死別 99

離別 116

有配偶 1,587

単身世帯 171

一世代世帯 732

二世代世帯 964

三世代世帯 174

農林水産業 50

自営業、自由業 170

正規職員 586

パート・バイト・派遣 477

その他の職業 66

学生 17

専業主婦・主夫 275

無職 413

している 803

していない 1,226

100万円未満 94

～200万円未満 205

～300万円未満 330

～400万円未満 288

～500万円未満 218

～600万円未満 193

～800万円未満 233

～1,000万円未満 166

1,000万円以上 167

わからない 158

北勢地域 969

伊賀地域 230

中南勢地域 530

伊勢志摩地域 260

東紀州地域 82
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スマートフォンやパソコンを持っていない 手続がデジタル化していることを知らなかった

必要な手続がデジタル化していない 利用方法がわからない、操作が難しい

対面による手続がよいと思う その他
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3.8 選挙について 

問 24 県では、国政選挙・地方選挙（県議会議員選挙、知事選挙）時に、 

県民に向けて、選挙期日の周知や投票を呼び掛ける啓発を行っています。 

あなたが、これまでに見た・聞いたことがあるものは、どの啓発媒体ですか。

（複数回答可） 

○ これまでに見た・聞いたことがある啓発媒体について質問したところ、「ポスターの掲出」が

68.9％で最も高く、次いで「テレビ CM」（50.7％）、「県・市町広報紙での啓発」（46.3％）とな

っています。 

図表 3-24-1 これまでに見た・聞いたことがある啓発媒体 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 

 

 

 

 

 

ポスターの掲出

テレビCM

県・市町広報紙での啓発

新聞広告

県・市町広報車での巡回啓発

大型ショッピングセンターや
主要駅、街頭での啓発

インターネット、SNS広告

県・市町庁舎などでの懸垂幕・横断幕の掲出

ラジオCM

県選挙管理委員会ホームページでの啓発

コンビニエンスストアのレジ広告

その他

見たこと・聞いたことはない

不明

68.9

50.7

46.3

39.0

26.9

21.7

13.0

11.7

9.2

2.4

2.0

1.0

3.1

1.7

0% 20% 40% 60% 80%

(n=4,578)
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図表 3-24-2 これまでに見た・聞いたことがある啓発媒体（属性別） 

 

※凡例： 第１位 第２位 第３位 

※本質問の回答割合（％）は、「その他」や「不明（未記入など）」も分母に含めて算出 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

合計欄は回答数（n)、選択肢欄は回答割合（％）

合計 テレビCM ラジオCM 新聞広告
インター
ネット、
SNS広告

ポスターの
掲出

コンビニエ
ンスストア
のレジ広告

大型ショッ
ピングセン
ターや主要
駅、街頭で
の啓発

県・市町
広報紙での

啓発

県・市町
庁舎などで
の懸垂幕・
横断幕の
掲出

県・市町
広報車での
巡回啓発

県選挙管理
委員会ホー
ムページで
の啓発

その他
見たこと・
聞いたこと
はない

不明

4,578 50.7 9.2 39.0 13.0 68.9 2.0 21.7 46.3 11.7 26.9 2.4 1.0 3.1 1.7

男性 2,092 53.8 11.5 41.3 16.9 66.7 2.7 19.9 45.6 13.0 24.8 3.1 1.2 3.3 0.5

女性 2,420 49.2 7.3 37.9 10.0 72.1 1.4 23.5 47.9 10.8 29.3 1.9 0.8 2.8 1.2

18歳から20歳代 304 33.2 3.3 16.4 19.1 60.5 2.6 21.7 24.3 11.5 31.3 0.7 1.0 8.9 1.0

30歳代 435 35.4 3.9 17.0 19.8 65.3 2.3 23.4 30.6 12.0 24.4 2.3 0.2 8.5 0.2

40歳代 755 44.0 11.5 26.2 17.6 72.5 2.1 24.4 38.3 11.4 29.1 2.8 1.3 2.9 0.4

50歳代 935 51.2 11.3 35.3 16.3 71.8 2.6 23.9 42.1 11.4 26.2 2.2 1.6 2.5 1.1

60歳代 1,032 57.7 10.0 49.1 9.9 70.2 1.6 20.0 54.4 10.1 25.1 2.4 1.0 1.4 0.9

70歳以上 1,031 62.2 9.1 59.6 5.7 69.5 1.4 19.6 62.9 14.3 28.9 2.9 0.4 1.3 1.3

未婚 675 41.2 8.0 28.4 19.3 66.7 2.5 24.1 31.3 11.6 29.5 2.5 1.5 6.1 1.0

死別 187 52.9 5.9 45.5 6.4 65.8 2.7 19.3 54.0 9.1 29.9 1.6 - 2.1 4.8

離別 250 44.4 9.6 29.2 10.0 70.0 2.0 16.8 39.6 14.4 26.4 2.0 1.2 5.2 3.2

有配偶 3,396 52.9 9.7 41.6 12.5 69.8 1.8 21.9 49.6 11.7 26.5 2.5 0.9 2.4 1.5

単身世帯 365 47.9 8.8 34.0 13.4 66.0 1.9 17.3 41.4 12.1 22.7 1.4 2.2 6.0 2.5

一世代世帯 1,511 56.1 10.0 45.5 10.5 70.3 1.7 22.2 53.0 12.1 26.9 2.8 0.9 2.3 0.7

二世代世帯 2,221 48.8 9.2 35.7 15.3 69.4 2.0 22.7 43.3 11.6 27.7 2.4 0.9 3.3 0.8

三世代世帯 384 49.7 7.8 42.7 11.7 72.1 2.9 21.9 47.9 11.5 29.9 1.8 1.0 1.0 0.8

農林水産業 87 62.1 16.1 52.9 6.9 69.0 2.3 14.9 56.3 12.6 24.1 4.6 - 2.3 1.1

自営業、自由業 387 52.5 10.9 44.2 15.2 66.1 2.1 19.9 46.3 11.9 22.0 2.3 0.5 4.1 1.3

正規職員 1,527 48.5 11.3 29.7 19.3 69.0 2.5 22.7 40.1 13.0 25.7 2.6 1.2 3.8 0.5

パート・バイト・派遣 951 48.9 7.8 34.3 10.7 70.8 1.9 22.9 45.7 11.4 30.7 2.9 1.8 2.7 1.2

その他の職業 154 51.3 9.1 48.1 14.9 68.8 3.2 16.2 39.0 9.7 19.5 0.6 - 3.9 0.6

学生 97 29.9 2.1 19.6 16.5 68.0 4.1 25.8 21.6 6.2 27.8 1.0 - 5.2 -

専業主婦・主夫 521 54.1 6.0 49.5 7.7 75.4 1.3 25.9 58.0 9.6 33.4 1.7 0.6 2.3 0.8

無職 789 58.0 8.7 54.2 6.8 67.4 1.0 18.8 57.4 12.5 26.0 2.3 0.5 1.6 1.3

している 1,901 49.9 10.3 33.5 15.2 68.9 2.5 22.6 43.7 11.9 25.5 2.4 0.9 3.1 0.6

していない 2,537 52.6 8.7 43.9 11.9 70.2 1.6 21.7 49.3 11.8 28.6 2.4 0.9 3.0 0.9

100万円未満 188 44.1 6.9 39.9 8.0 60.1 1.1 16.0 37.2 6.9 20.7 1.6 0.5 4.3 4.3

～200万円未満 414 52.9 8.0 42.5 6.8 63.3 1.2 19.1 44.2 11.1 26.6 2.4 0.5 2.7 4.8

～300万円未満 610 56.6 8.7 48.5 8.9 70.8 1.6 20.0 55.4 11.5 26.9 3.1 0.3 3.1 2.3

～400万円未満 548 52.6 8.9 46.0 10.8 70.6 1.8 19.5 53.1 13.1 25.0 2.7 1.1 2.4 1.3

～500万円未満 446 54.0 12.6 38.6 12.8 68.6 2.5 19.3 48.0 12.8 26.0 2.9 0.7 2.9 1.3

～600万円未満 429 49.2 8.6 36.8 14.0 69.2 2.1 24.2 43.6 10.5 26.8 3.3 1.9 2.3 0.2

～800万円未満 603 50.1 9.5 32.7 16.7 72.8 2.7 24.9 41.3 11.1 28.7 1.3 1.0 2.7 0.3

～1,000万円未満 409 49.4 11.2 36.2 19.3 70.9 2.2 24.0 47.9 14.9 27.1 2.7 1.2 3.9 0.5

1,000万円以上 422 50.7 11.4 32.5 22.3 68.5 1.9 23.9 41.9 12.1 26.8 2.4 1.2 3.8 0.9

わからない 436 42.4 4.6 34.9 9.9 68.6 2.1 23.4 42.7 10.3 32.1 0.9 1.1 3.9 1.8

北勢地域 2,135 52.1 8.5 39.5 13.2 68.3 2.1 23.9 44.7 10.0 24.5 2.8 1.0 3.3 1.3

伊賀地域 466 51.3 6.4 44.4 9.4 71.0 1.9 20.8 55.6 16.3 32.4 1.7 0.4 1.7 3.0

中南勢地域 1,239 47.1 11.1 36.6 13.9 69.4 2.0 20.7 43.2 11.9 31.0 1.9 0.9 3.2 1.7

伊勢志摩地域 554 53.2 10.3 39.9 14.1 69.5 1.6 19.5 52.2 14.1 23.8 2.7 1.1 3.1 1.8

東紀州地域 157 52.9 8.3 33.8 12.1 66.9 1.9 11.5 45.9 11.5 21.7 2.5 1.9 3.2 2.5

主
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3.9 国体について 

問 25 国民体育大会*（以下、国体）については、国等において、大会の充実・ 

活性化を図りながら、持続可能なスポーツ大会を目指して議論が行われて 

います。また、施設整備や開・閉会式など、大会の準備・運営に関わる開催 

都道府県の人的・財政的負担が増大しており、簡素化などに向けた議論も 

併せて行われています。 

今後の国体の開催について、何か意見などがありましたら、ご自由にお書き

ください。                        （自由記述） 

*2024 年からは「国民スポーツ大会」へ名称変更 

■「国体について」の自由記述の回答数は 1,170件。 

 

■主な意見 

 

 

 

【肯定的な意見】 

・ 競技者にとって重要な大会なので、今後も大いに盛り上げて開催してほしい。 

・ 国民の交流の場、地域活性化のため継続してほしい。 

・ スポーツ振興のため、三重県での開催を望みます。 

・ これからも継続してほしい。スポーツすること、応援することの素晴らしさをみんなで感じた

い。 

 

【見直しが必要】 

・ 簡素化したうえで大会を持続してほしい。 

・ 広域で開催するなど既存施設の有効利用を促進すべき。 

・ 簡素化等工夫してほしい。 

・ 数年に一度の開催でよいと思う。 

・ 全国からボランティア等募集して盛り上げてほしい。 

・ 持ち回りは必要なのか。 

・ もう少し経費を抑えるべきだと思う。 

・ 人的、財政的負担が少なくできる方法を考えてほしい。 

・ 時代に合わせてマイナーチェンジを行ってほしい。 

・ 競技ごとに会場（開催地）を固定してしまってもよいのではないか。 

 

【否定的な意見】 

・ 財政負担が大きいため、子ども施策など他の施策に使ってほしい。 

・ 開催する必要性を感じない。 

・ 無理に実施しなくてよい。 

 


