
◇健康増進法改正の認知度 

問１ あなたは、健康増進法が改正されたことを知っていましたか。 

【全  体】 健康増進法改正の認知度は、「知っていた」が 47.6％、「知らなかった」が 39.6％となっている。 

【性  別】 「知っていた」は、男性で 52.2％と、女性の 44.6％より 7.6 ポイント高くなっている。 

【年代別】 「知っていた」は、50 歳代（51.4％）で最も高く、最も低い 29 歳以下（40.3％）とは、11.1 ポイントの差とな

っている。 

２ 調査結果の詳細 

（１）受動喫煙の防止について 

健康増進法の改正を「知っていた」人が 47.6％ 
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◇健康増進法の改正内容の認知度 

≪問１で「１ 知っていた」と答えた方にお聞きします。≫

問１-１ あなたは、健康増進法の改正についてどのような内容か知っていましたか。あてはまるものにい

くつでも○をつけてください。 

【全  体】 健康増進法の改正内容の認知度は、「多数の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙になる」が69.8％、

「病院・学校などの施設では、他の施設より規制が厳しく、屋内に喫煙室が設置できない」が 59.1％、「小

規模飲食店では、店によって飲食をしながらたばこを吸える店と吸えない店がある」が 53.8％となっている。 

【性  別】 「病院・学校などの施設では、他の施設より規制が厳しく、屋内に喫煙室が設置できない」、「小規模飲食

店では、店によって飲食をしながらたばこを吸える店と吸えない店がある」、「喫煙室には、たばこの煙を流

出させないための基準が設けられ、基準を満たさない喫煙室は使用できない」は、男性が女性より5.0ポイ

ント以上高くなっている。 

【年代別】 「多数の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙になる」は、30 歳代（80.9％）で最も高く、最も低い 70 歳

以上（58.7％）とは、22.2 ポイントの差となっている。 

健康増進法の改正内容のうち、「多数の人が利用する施設の屋内は、原則禁煙になる」を知

っていた人が 69.8％ 
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1,263 69.8 59.1 53.8 35.4 31.7 30.0 24.4 13.6 13.4 6.8 15.5

男性 553 72.5 62.4 57.9 39.2 34.4 32.2 23.1 14.8 15.9 7.1 13.0

女性 703 67.9 56.9 50.6 32.6 29.9 28.4 25.6 12.8 11.4 6.7 17.2

29歳以下 81 70.4 50.6 51.9 28.4 27.2 25.9 27.2 18.5 17.3 8.6 7.4

30～39歳 141 80.9 57.4 61.0 36.9 26.2 31.2 26.2 20.6 12.8 4.3 5.0

40～49歳 214 73.8 60.7 66.4 31.3 24.3 28.5 23.8 17.8 12.1 7.0 6.5

50～59歳 240 74.6 62.9 60.4 37.9 33.8 30.8 29.2 14.6 13.8 7.9 10.4

60～69歳 253 70.0 61.3 51.0 37.9 33.2 29.2 19.8 9.5 9.1 5.9 17.8

70歳以上 329 58.7 56.5 40.4 35.3 37.4 31.3 23.4 9.4 16.4 7.3 29.8

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い
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◇健康増進法の改正を認知した方法 

問１-２ あなたは、健康増進法の改正またはその内容をどのような方法で知りましたか。あてはまるもの

にいくつでも○をつけてください。 

【全  体】 健康増進法の改正を認知した方法は、「テレビ」が 75.9％、「新聞・雑誌・書籍」が 49.2％、「広報さっぽろ」

が 16.3％となっている。 

【性  別】 「新聞・雑誌・書籍」、「ラジオ」は、男性が女性より 5.0 ポイント以上高くなっている。また、「知人等からの

口コミ」は、女性で 14.9％と、男性の 9.6％より 5.3 ポイント高くなっている。 

【年代別】 「新聞・雑誌・書籍」は、年代が上がるにつれて割合が高くなっている。

健康増進法の改正を「テレビ」で知った人が 75.9％ 
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1,263 75.9 49.2 16.3 12.6 9.9 7.7 7.4 2.6 1.9 1.0 7.3 0.9

男性 553 74.7 56.1 17.0 9.6 11.4 10.5 8.7 3.4 2.5 1.6 7.4 0.4

女性 703 76.7 43.8 15.9 14.9 8.8 5.5 6.4 1.8 1.4 0.4 7.3 1.3

29歳以下 81 67.9 18.5 1.2 23.5 12.3 2.5 21.0 2.5 1.2 - 9.9 1.2

30～39歳 141 71.6 22.0 6.4 17.0 8.5 5.0 18.4 5.0 2.1 1.4 12.8 -

40～49歳 214 71.5 33.6 8.9 18.7 9.8 7.5 8.4 3.3 0.9 0.9 11.7 -

50～59歳 240 75.8 47.9 7.9 10.8 10.0 5.0 10.0 3.8 0.4 0.4 10.8 1.3

60～69歳 253 85.4 54.2 17.8 10.3 8.7 9.1 2.4 0.8 0.8 1.2 3.2 0.4

70歳以上 329 75.1 76.0 34.3 7.0 10.9 11.2 0.6 1.5 4.6 1.2 2.1 1.8

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い
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◇喫煙の有無 

問２ あなたは、たばこ（加熱式たばこを含む）を吸いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。 

※ “吸っている”（「毎日吸っている」＋「毎日ではないが週に 1回以上吸っている」＋「月に 1 回から 3 回程度吸っている」） 

【全  体】 喫煙の有無は、「毎日吸っている」が 15.1％、「毎日ではないが週に 1 回以上吸っている」が 0.9％、「月

に 1回から 3 回程度吸っている」が 0.5％、合わせると 16.4％となっている。一方、「以前は吸っていたが、

現在は吸っていない」が 15.5％、「吸わない」が 64.6％、合わせると 80.1％となっている。 

【性  別】  “吸っている”は、男性で 23.7％と、女性の 11.5％より 12.2 ポイント高くなっている。また、 “吸わない”

は、女性で 85.2％と、男性の 72.8％より 12.4 ポイント高くなっている。 

【年代別】  “吸っている”は、50 歳代（24.0％）で最も高く、最も低い 29 歳以下（11.4％）とは、12.6 ポイントの差とな

っている。 

たばこを“吸っている”人が 16.4％ 
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2,653 15.1 0.9 0.5 15.5 64.6 3.5

男性 1,059 22.0 1.0 0.7 22.3 50.5 3.5

女性 1,576 10.3 0.8 0.4 10.9 74.3 3.3

29歳以下 201 9.0 1.0 1.5 3.0 84.6 1.0

30～39歳 305 14.1 0.3 1.0 11.8 71.5 1.3

40～49歳 434 22.1 0.5 0.7 15.4 58.3 3.0

50～59歳 467 22.3 1.7 - 18.4 54.2 3.4

60～69歳 515 16.3 0.4 0.4 18.3 61.9 2.7

70歳以上 716 7.1 1.1 0.3 16.8 69.1 5.6
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◇過去 1年間で喫煙をやめたいと思ったことがあるか否か

≪問２で「１ 毎日吸っている」「２ 毎日ではないが週に１回以上吸っている」「月に１回から３回程度吸

っている」と答えた方にお聞きします。≫

問２-１ あなたは、過去１年間で、喫煙をやめたいと思ったことはありましたか。 

【全  体】 過去 1 年間で喫煙をやめたいと思ったことがあるか否かについて、「やめたいと思ったことがある」が

55.3％、「やめたいと思ったことはない」が 42.0％となっている。 

【性  別】 「やめたいと思ったことはない」は、男性で 44.6％と、女性の 37.6％より 7.0 ポイント高くなっている。 

【年代別】 「やめたいと思ったことがある」は、60 歳代（61.4％）で最も高く、最も低い 29 歳以下（47.8％）とは、13.6

ポイントの差となっている。

過去１年間で喫煙を「やめたいと思ったことがある」人が 55.3％ 
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◇過去１年間で喫煙をやめたいと思った理由

≪問２－１で 「１ やめたいと思ったことがある」と答えた方にお聞きします。≫

問２-２ あなたが、過去１年間で、喫煙をやめたいと思った理由は何ですか。あてはまるものにいくつで

も○をつけてください。 

【全  体】 過去１年間で喫煙をやめたいと思った理由は、「お金がかかるから」が 66.4％、「たばこを吸える場所が減

って不便だから」が 46.5％、「病気にかかりやすくなるのが心配だから」が 36.1％となっている。 

【性  別】 「お金がかかるから」、「たばこを吸える場所が減って不便だから」、「病気にかかりやすくなるのが心配だ

から」は、女性が男性より 5.0 ポイント以上高くなっている。また、「体調を崩したり医師に指示されたから」

は、男性で 15.4％と、女性 8.7％より 6.7 ポイント高くなっている。 

【年代別】 「お金がかかるから」は、年代が上がるにつれて割合が低くなっている。 

過去１年で喫煙をやめたいと思った理由は「お金がかかるから」が 66.4％ 
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241 66.4 46.5 36.1 32.8 18.7 17.0 16.2 12.4 5.0 2.1

男性 136 61.0 42.6 32.4 34.6 17.6 16.2 16.2 15.4 2.2 2.2

女性 104 74.0 51.0 41.3 29.8 19.2 17.3 15.4 8.7 8.7 1.9

29歳以下 11 100.0 36.4 36.4 36.4 9.1 9.1 18.2 9.1 - -

30～39歳 24 87.5 37.5 20.8 41.7 20.8 16.7 16.7 16.7 4.2 4.2

40～49歳 53 84.9 52.8 41.5 32.1 17.0 17.0 15.1 7.5 5.7 1.9

50～59歳 61 65.6 47.5 44.3 27.9 8.2 14.8 16.4 8.2 8.2 1.6

60～69歳 54 51.9 53.7 22.2 31.5 22.2 20.4 18.5 13.0 1.9 1.9

70歳以上 37 40.5 35.1 45.9 37.8 32.4 18.9 13.5 21.6 5.4 2.7

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い
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◇たばこの煙を不快だと思うか否か 

問３ あなたは、周りの人のたばこの煙を不快に思いますか。あてはまるものに１つだけ○をつけてくだ

さい。 

※ “不快に思う”（「不快に思う」＋「どちらかといえば不快に思う」） 

【全  体】 たばこの煙を不快だと思うか否かについて、「不快に思う」が 51.9％、「どちらかといえば不快に思う」が

23.9％、合わせて 75.8％となっている。一方、「どちらかといえば不快に思わない」が 3.8％、「不快に思わ

ない」が 7.5％、合わせて 11.4％となっている。 

【性  別】 “不快に思う”は、女性で 80.6％と、男性の 69.1％より 11.5 ポイント高くなっている。 

【年代別】 “不快に思う”は、30 歳代（77.7％）で最も高く、次いで 60 歳代（76.7％）、70 歳以上（76.3％）となっている。 

たばこの煙を“不快に思う”人が 75.8％ 
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2,653 51.9 23.9 10.0 3.8 7.5 0.9 1.8

男性 1,059 45.5 23.6 10.9 5.7 11.6 0.7 2.1

女性 1,576 56.3 24.2 9.5 2.6 4.7 1.1 1.5

29歳以下 201 46.8 27.9 12.4 3.5 7.0 2.5 -

30～39歳 305 50.5 27.2 9.8 3.6 7.9 0.3 0.7

40～49歳 434 48.4 26.5 11.1 4.1 8.3 0.5 1.2

50～59歳 467 50.1 25.1 11.6 2.8 8.4 1.3 0.9

60～69歳 515 56.3 20.4 9.5 5.2 7.6 0.2 0.8

70歳以上 716 54.2 22.1 8.2 3.5 6.4 1.4 4.2

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い
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◇健康増進法改正前の受動喫煙にさらされる機会 

問４ あなたは、2020 年４月の健康増進法の改正前、１年以内に受動喫煙にさらされる機会はありました

か。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

【全  体】 健康増進法改正前の受動喫煙にさらされる機会は、「頻繁にあった」が16.4％、「時々あった」が41.4％、

「ほとんどなかった」が 19.7％、「なかった」が 10.6％となっている。 

【性  別】 男女で大きな差は見られない。 

【年代別】 「頻繁にあった」は、29 歳以下（28.9％）で最も高く、次いで 40 歳代（23.5％）、30 歳代（19.0％）となって

いる。 

健康増進法改正前に受動喫煙にさらされる機会が「頻繁にあった」人が 16.4％ 
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なかった

19.7%

なかった

10.6%

覚えていない

8.4%

無回答

3.5%

対象者全体(N=2,653)

頻繁にあった

16.4

17.7

15.5

28.9

19.0

23.5

18.4

11.8

9.2

時々あった

41.4

42.3

41.2

46.8

48.9

41.2

45.0

43.3

33.8

ほとんどなかった

19.7

18.7

20.2

9.0

15.7

20.7

18.2

23.9

21.5

なかった

10.6

9.3

11.4

5.5

6.9

6.7

9.6

10.9

16.3

覚えていない

8.4

9.1

8.1

10.0

8.5

6.5

7.5

8.2

10.2

無回答

3.5

2.9

3.6

0.0

1.0

1.4

1.3

1.9

8.9
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全体（N=2,653)

男性（N=1,059)

女性（N=1,576)

29歳以下(N=201)

30～39歳(N=305)

40～49歳(N=434)

50～59歳(N=467)

60～69歳(N=515)

70歳以上(N=716)

性

別

年
代
別



◇健康増進法改正後の受動喫煙にさらされる機会 

≪問４で「１」から「４」のいずれかに〇をつけた方にお聞きします≫

問４-１ 2020 年４月の健康増進法の改正後、あなたが、受動喫煙にさらされる機会に変化はありました

か。あてはまるものに１つだけ○をつけてください。 

※ “受動喫煙にさらされる機会が減った”（「受動喫煙にさらされる機会が減った」＋「受動喫煙にさらされる機会が少し減った」） 

【全  体】 健康増進法改正後の受動喫煙にさらされる機会は、「受動喫煙にさらされる機会が増えた」が 2.2％、「受

動喫煙にさらされる機会が少し増えた」が 3.4％、合わせると 5.6％となっている。一方、「受動喫煙にさらさ

れる機会が少し減った」が 23.2％、「受動喫煙にさらされる機会が減った」が 30.4％、合わせると 53.7％と

なっている。なお、「受動喫煙にさらされる機会は変わらない」が 36.8％となっている。 

【性  別】 男女で大きな差は見られない。 

【年代別】 “受動喫煙にさらされる機会が減った”は、70 歳以上（63.9％）で最も高く、次いで 50 歳代（52.1％）、60

歳代（51.8％）となっている。 

健康増進法改正後に“受動喫煙にさらされる機会が減った”人が 53.7％ 

対
象
者
数

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
が
増
え
た

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
が
少
し
増
え
た

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
は
変
わ
ら
な
い

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
が
少
し
減
っ

た

受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
が
減
っ

た

無
回
答

2,337 2.2 3.4 36.8 23.2 30.4 3.9

男性 932 3.0 3.8 36.8 24.2 29.2 3.0

女性 1,391 1.7 3.2 36.8 22.7 31.3 4.2

29歳以下 181 2.8 2.2 45.3 28.2 19.9 1.7

30～39歳 276 1.1 4.0 45.3 27.9 20.7 1.1

40～49歳 400 1.8 3.5 43.8 24.5 25.0 1.5

50～59歳 426 2.1 4.9 40.1 21.8 30.3 0.7

60～69歳 463 3.5 3.5 36.7 20.1 31.7 4.5

70歳以上 579 2.1 2.4 22.8 22.5 41.5 8.8

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い

対象者全体

(%)

性
別

年
齢

受動喫煙にさらされる

機会が増えた

2.2%

受動喫煙にさらされる

機会が少し増えた

3.4%

受動喫煙にさらされる

機会は変わらない

36.8%

受動喫煙にさらされる

機会が少し減った

23.2%

受動喫煙にさらされる

機会が減った

30.4%

無回答

3.9%

対象者全体(N=2,337)



◇受動喫煙の機会が増えたと感じる場所 

≪問４－１で「１ 受動喫煙にさらされる機会が増えた」または「２ 受動喫煙にさらされる機会が少し増

えた」と答えた方にお聞きします。≫

問４-２ あなたが、受動喫煙にさらされる機会が増えたと感じる場所はどこですか。あてはまるものにい

くつでも○をつけてください。 

【全  体】 受動喫煙の機会が増えたと感じる場所は、「路上」が 52.3％、「飲食店」が 39.4％、「職場」が 24.2％とな

っている。 

【性  別】 「路上」は、女性で59.4％と、男性の44.4％より15.0ポイント高くなっている。また、「職場」、「遊技場」は、

男性が女性より 20.0 ポイント以上高くなっている。 

0%

10%
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対象者全体（N=132)

健康増進法改正後に「路上」での受動喫煙の機会が増えたと感じている人が 52.3％ 

対
象
者
数

路
上

飲
食
店

職
場

遊
技
場
（

ゲ
ー

ム
セ
ン

タ
ー
、

パ
チ
ン
コ
、

競
馬
場

な
ど
）

家
庭

子
ど
も
が
利
用
す
る
屋
外
の

空
間
（

公
園
、

通
学
路
な

ど
）

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

132 52.3 39.4 24.2 16.7 15.2 10.6 15.2 1.5 0.8

男性 63 44.4 44.4 34.9 28.6 12.7 12.7 14.3 1.6 -

女性 69 59.4 34.8 14.5 5.8 17.4 8.7 15.9 1.4 1.4

29歳以下 9 55.6 22.2 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 - -

30～39歳 14 64.3 14.3 21.4 - 21.4 14.3 21.4 - -

40～49歳 21 47.6 33.3 19.0 9.5 4.8 14.3 14.3 - 4.8

50～59歳 30 46.7 43.3 16.7 20.0 6.7 10.0 23.3 - -

60～69歳 32 46.9 46.9 34.4 25.0 28.1 9.4 15.6 3.1 -

70歳以上 26 61.5 50.0 26.9 19.2 15.4 7.7 3.8 3.8 -

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い

(%)

対象者全体

性
別

年
齢



◇受動喫煙の機会が減ったと感じる場所 

≪問４－１で「４ 受動喫煙にさらされる機会が少し減った」または「５ 受動喫煙にさらされる機会が減

った」と答えた方にお聞きします。≫

問４-３ あなたが、受動喫煙にさらされる機会が減ったと感じる場所はどこですか。あてはまるものにい

くつでも〇をつけてください。 

【全  体】 受動喫煙の機会が減ったと感じる場所は、「飲食店」が 72.9％、「路上」が 36.8％、「職場」が 24.2％とな

っている。 

【性  別】 「飲食店」は、女性で 75.2％と、男性の 69.1％より 6.1 ポイント高くなっている。また、「職場」、「遊技場」

は、男性が女性より 5.0 ポイント以上高くなっている。 

【年代別】 「路上」は、70 歳以上（46.8％）で最も高く、次いで 60歳代（38.8％）、30 歳代（32.1％）となっている。 

健康増進法改正後に「飲食店」での受動喫煙の機会が減ったと感じている人が 72.9％ 
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対象者全体（N=1,254)

対
象
者
数

飲
食
店

路
上

職
場

遊
技
場
（

ゲ
ー

ム
セ
ン

タ
ー
、

パ
チ
ン
コ
、

競
馬
場

な
ど
）

子
ど
も
が
利
用
す
る
屋
外
の

空
間
（

公
園
、

通
学
路
な

ど
）

家
庭

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

1,254 72.9 36.8 24.2 12.3 10.6 9.3 4.7 1.8 1.8

男性 498 69.1 38.0 31.1 17.7 11.0 7.2 4.8 0.8 1.0

女性 751 75.2 36.0 19.6 8.8 10.4 10.5 4.7 2.5 2.3

29歳以下 87 78.2 24.1 24.1 14.9 5.7 6.9 3.4 3.4 1.1

30～39歳 134 79.9 32.1 29.1 19.4 13.4 5.2 0.7 3.0 2.2

40～49歳 198 83.8 30.3 26.8 15.2 10.6 1.0 4.0 1.5 -

50～59歳 222 79.3 31.5 35.6 12.6 7.2 7.2 2.7 - 1.4

60～69歳 240 68.8 38.8 30.4 14.6 8.8 9.6 4.6 2.5 0.4

70歳以上 370 61.9 46.8 10.3 5.7 14.1 16.8 8.1 1.9 3.8

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い

(%)

対象者全体

性
別

年
齢



◇「さっぽろ受動喫煙防止宣言」の中で重要だと思う取り組み 

問５ 「さっぽろ受動喫煙防止宣言」には、市民として実施できるものとして以下の取り組みを例示して

います。あなたは、受動喫煙のないさわやかなまちにするため、どのような取り組みが重要である

と考えますか。あてはまるものにいくつでも○をつけてください。 

【全  体】 「さっぽろ受動喫煙防止宣言」の中で重要だと思う取り組みは、「子どもや妊婦の近くで喫煙しない」が

73.5％、「子どもや妊婦、患者などの受動喫煙の健康への影響が大きい人に特に配慮する必要があること

を認識する」が 73.4％、「受動喫煙の健康への影響について正しく理解し、自らの健康増進に努めるととも

に家庭や職場、公共の場所などで他の人が受動喫煙にさらされることのないよう配慮する」が 68.4％となっ

ている。 

【性  別 】 「公園や通学路など、子どもが多い場所では喫煙しない」、「保護者などは、子どもと同室の空間や子ど

もが同乗する車内では喫煙しない」、「身近な人が禁煙をするときには、禁煙が継続できるよう協力する」

は、女性が男性より 5.0 ポイント以上高くなっている。 

【年代別】 「子どもや妊婦の近くで喫煙しない」は、30 歳代（81.3％）で最も高く、最も低い 70 歳以上（66.2％）とは、

15.1 ポイントの差となっている。 
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対象者全体（N=2,653)

「さっぽろ受動喫煙防止宣言」の中で重要だと思う取り組みは「子どもや妊婦の近くで喫

煙しない」が 73.5％ 

対
象
者
数

子
ど
も
や
妊
婦
の
近
く
で
喫
煙
し
な
い

子
ど
も
や
妊
婦
、

患
者
な
ど
の
受
動
喫
煙
の

健
康
へ
の
影
響
が
大
き
い
人
に
特
に
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る

受
動
喫
煙
の
健
康
へ
の
影
響
に
つ
い
て
正
し

く
理
解
し
、

自
ら
の
健
康
増
進
に
努
め
る
と

と
も
に
家
庭
や
職
場
、

公
共
の
場
所
な
ど
で

他
の
人
が
受
動
喫
煙
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
配
慮
す
る

人
通
り
の
多
い
場
所
や
人
が
多
く
集
ま
る
場

所
で
は
、

受
動
喫
煙
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う

配
慮
す
る

公
園
や
通
学
路
な
ど
、

子
ど
も
が
多
い
場
所

で
は
喫
煙
し
な
い

職
場
で
は
、

事
業
者
な
ど
の
施
設
管
理
者
が

決
め
た
施
設
内
で
の
喫
煙
行
為
に
関
す
る

ル
ー

ル
を
守
る

保
護
者
な
ど
は
、

子
ど
も
と
同
室
の
空
間
や

子
ど
も
が
同
乗
す
る
車
内
で
は
喫
煙
し
な
い

子
ど
も
や
妊
婦
を
、

喫
煙
で
き
る
場
所
に
立

ち
入
ら
せ
な
い

身
近
な
人
が
禁
煙
を
す
る
と
き
に
は
、

禁
煙

が
継
続
で
き
る
よ
う
協
力
す
る

重
要
だ
と
思
う
取
り
組
み
は
な
い

無
回
答

2,653 73.5 73.4 68.4 67.1 65.7 63.1 61.8 44.3 36.8 1.3 4.2

男性 1,059 71.1 70.6 66.3 64.5 62.8 62.5 58.5 43.0 32.1 2.1 4.8

女性 1,576 75.5 75.5 70.2 69.2 68.1 63.8 64.3 45.6 40.0 0.7 3.5

29歳以下 201 78.1 74.6 59.2 63.7 64.2 57.2 54.7 35.8 37.8 2.0 0.5

30～39歳 305 81.3 78.0 59.3 69.8 72.1 65.6 60.3 47.2 35.7 0.7 0.7

40～49歳 434 77.6 73.7 64.3 70.5 69.8 67.7 60.8 47.0 33.9 2.3 1.6

50～59歳 467 76.0 75.2 75.6 74.9 69.2 73.4 69.2 52.7 42.4 0.9 2.1

60～69歳 515 72.2 73.4 70.9 66.4 65.2 65.0 62.9 42.1 35.3 1.0 4.1

70歳以上 716 66.2 70.3 71.2 60.6 59.6 53.1 59.8 40.5 36.0 1.1 9.4

対象者全体の値と比較し10％以上高い

対象者全体の値と比較し10％以上低い

(%)

対象者全体

性
別

年
齢


