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２－３.組織への加入 

  

・特定の候補者の後援会は、決して多くの人が参加しているわけではないが、投票を促進する要

因である。後援会に加入している人は、年齢は高齢層、職業的には自由業者・管理職、居住期

間の長い人である。 

・心理面では、政党支持（それも強い支持）を持ち、（自分の生活と地方政治の関係をみとめ、）

また、自分の投票が地方政治に有効との確信を持つ傾向が加入者にはある。勧誘は中高年層や

居住暦の長い層で多く行われ、低投票率グループでは低調である。 

・人々の団体との結びつきについては、相当数の人が関係を持っていないことがまず目に付く。 

・また、回答状況からグルーピングをするとすれば、地域団体（町内会・女性団体・老人会な

ど）、私的団体（趣味・スポーツ・旅行など）、職業団体、社会的団体（消費者団体、社会事業

団体、学術文化団体、政治団体）にまとめられる。 

 

           表 後援会の加入状況(Q29-1)          表 後援会への勧誘の有無(Q29-2) 

合
計

会
員
に
な

っ
て

い
る

会
員
に
な

っ
て

い
な
い

不
明

会
員
に
な

っ
て

い
な
い

あ
る

な
い

不
明

全体 1201 7.7 91.4 0.8 1098 14.7 82.7 2.6

20～24歳 37 0.0 100.0 0.0 37 8.1 89.2 2.7

25～29歳 72 0.0 98.6 1.4 71 12.7 87.3 0.0

30～39歳 183 2.7 97.3 0.0 178 9.6 89.3 1.1

40～49歳 166 4.2 95.8 0.0 159 8.2 89.9 1.9

50～59歳 207 4.8 95.2 0.0 197 15.7 82.7 1.5

60～69歳 297 12.5 86.2 1.3 256 18.4 77.0 4.7

70歳以上 235 14.0 84.3 1.7 198 20.7 75.3 4.0

不明 4 25.0 50.0 25.0 2 0.0 100.0 0.0

自営業主およびその家族従事者 222 9.5 89.6 0.9 199 15.6 80.9 3.5

公務員、教員 35 0.0 100.0 0.0 35 8.6 88.6 2.9

民間会社勤務・事務 186 4.8 95.2 0.0 177 13.0 87.0 0.0

民間会社勤務・現業 106 2.8 97.2 0.0 103 9.7 89.3 1.0

民間会社勤務・管理職 41 12.2 87.8 0.0 36 11.1 86.1 2.8

医師・弁護士などの自由業者 49 14.3 85.7 0.0 42 21.4 73.8 4.8

その他の有業者 77 7.8 92.2 0.0 71 19.7 76.1 4.2

学生 12 0.0 100.0 0.0 12 8.3 91.7 0.0

無職（学生以外の無職） 462 8.9 89.6 1.5 414 15.2 81.4 3.4

不明 11 9.1 81.8 9.1 9 33.3 66.7 0.0

生まれてからずっと住んでいる 433 6.0 93.3 0.7 404 16.3 81.7 2.0

10年以上住んでいる 582 10.0 89.0 1.0 518 14.1 83.0 2.9

5年以上10年住んでいる 80 3.8 96.3 0.0 77 11.7 87.0 1.3

3年以上5年未満住んでいる 51 3.9 96.1 0.0 49 16.3 79.6 4.1

3年未満住んでいる 35 5.7 94.3 0.0 33 6.1 90.9 3.0

不明 20 10.0 85.0 5.0 17 17.6 70.6 11.8

年
齢
別

職
業
別

居
住
期
間
別

 
 (次ページに続く)  注)左表の数値は回収数を100とした％、右表の数値は会員になっていない人を100とした％ 
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        表 後援会の加入状況(Q29-1)（続き） 

回
収
数

会
員
に
な

っ
て

い
る

会
員
に
な

っ
て

い
な
い

不
明

全体 1201 7.7 91.4 0.8

ある 497 13.1 85.7 1.2

ない 646 3.9 95.7 0.5

不明 58 5.2 93.1 1.7

強く支持している 235 17.9 81.3 0.9

それほどでもない 260 8.8 89.6 1.5

不明 2 0.0 100.0 0.0

そう思う 237 12.7 86.5 0.8

どちらかといえばそう思う 436 8.3 91.1 0.7

どちらかといえばそう思わない 245 4.9 94.7 0.4

そう思わない 159 5.7 94.3 0.0

わからない 118 5.1 93.2 1.7

不明 6 0.0 66.7 33.3

投
票
が
地
方
政
治
に

反
映
す
る
と
い
う

意
識
別

支
持
政
党

有
無
別

政
党
支
持

の
程
度
別

 
                  注)数値は回収数を100とした％ 
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表 つながりの強い団体(Q41E) 
回
収
数

地
域
振
興
会
・

町
内
会

女
性
団
体

老
人
会

（
老
人

ク
ラ
ブ

）

青
年
会

趣
味
グ
ル
ー

プ

ス
ポ
ー

ツ
の
グ

ル
ー

プ

旅
行
な
ど
レ
ク

リ
エ
ー

シ

ョ
ン

の
グ
ル
ー

プ

労
働
組
合

職
場
の
サ
ー

ク

ル

全体 1201 22.4 3.7 6.3 0.9 11.8 10.2 3.6 3.3 2.0

地域振興会・町内会 269 100.0 11.9 19.7 2.6 17.1 17.1 5.6 3.7 3.0

女性団体 44 72.7 100.0 31.8 4.5 38.6 11.4 9.1 2.3 0.0

老人会（老人クラブ） 76 69.7 18.4 100.0 2.6 18.4 13.2 5.3 3.9 1.3

青年会 11 63.6 18.2 18.2 100.0 18.2 18.2 0.0 0.0 0.0

趣味グループ 142 32.4 12.0 9.9 1.4 100.0 22.5 14.8 4.2 6.3

スポーツのグループ 122 37.7 4.1 8.2 1.6 26.2 100.0 13.1 4.1 4.1

旅行などレクリエーションのグループ 43 34.9 9.3 9.3 0.0 48.8 37.2 100.0 7.0 4.7

労働組合 40 25.0 2.5 7.5 0.0 15.0 12.5 7.5 100.0 12.5

職場のサークル 24 33.3 0.0 4.2 0.0 37.5 20.8 8.3 20.8 100.0

同業団体・商店会など業者団体 45 53.3 0.0 11.1 8.9 15.6 13.3 6.7 2.2 6.7

宗教団体 57 35.1 5.3 10.5 1.8 15.8 7.0 3.5 1.8 1.8

政治団体 10 50.0 20.0 20.0 0.0 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0

学術団体・文化団体 10 50.0 0.0 20.0 0.0 40.0 10.0 10.0 10.0 20.0

消費者団体 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0

社会事業団体 24 54.2 12.5 16.7 8.3 20.8 4.2 4.2 4.2 4.2

その他 22 27.3 4.5 9.1 0.0 4.5 9.1 0.0 4.5 0.0

とくにかかわりをもつ団体などはない 620 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

不明 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

回
収
数

同
業
団
体
・
商

店
会
な
ど
業
者

団
体

宗
教
団
体

政
治
団
体

学
術
団
体
・
文

化
団
体

消
費
者
団
体

社
会
事
業
団
体

そ
の
他

と
く
に
か
か
わ

り
を
も
つ
団
体

な
ど
は
な
い

不
明

平
均
回
答
個
数

全体 1201 3.7 4.7 0.8 0.8 0.1 2.0 1.8 51.6 3.2 1.33

地域振興会・町内会 269 8.9 7.4 1.9 1.9 0.0 4.8 2.2 0.0 0.0 2.08

女性団体 44 0.0 6.8 4.5 0.0 0.0 6.8 2.3 0.0 0.0 2.91

老人会（老人クラブ） 76 6.6 7.9 2.6 2.6 0.0 5.3 2.6 0.0 0.0 2.61

青年会 11 36.4 9.1 0.0 0.0 0.0 18.2 0.0 0.0 0.0 3.00

趣味グループ 142 4.9 6.3 1.4 2.8 0.0 3.5 0.7 0.0 0.0 2.23

スポーツのグループ 122 4.9 3.3 0.8 0.8 0.0 0.8 1.6 0.0 0.0 2.11

旅行などレクリエーションのグループ 43 7.0 4.7 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 2.72

労働組合 40 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 2.00

職場のサークル 24 12.5 4.2 4.2 8.3 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 2.58

同業団体・商店会など業者団体 45 100.0 8.9 0.0 0.0 0.0 4.4 2.2 0.0 0.0 2.33

宗教団体 57 7.0 100.0 7.0 0.0 0.0 5.3 1.8 0.0 0.0 2.04

政治団体 10 0.0 40.0 100.0 10.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 3.50

学術団体・文化団体 10 0.0 0.0 10.0 100.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 3.00

消費者団体 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00

社会事業団体 24 8.3 12.5 20.8 8.3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 2.79

その他 22 4.5 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 1.73

とくにかかわりをもつ団体などはない 620 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 1.00

不明 38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 1.00
 

注)数値は回収数を100とした％ 
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・団体との結びつきは、投票を支える心理的要因と関連があり、地方政治との関わりを自覚し、 

有効性感覚を持つ傾向にある。 

・地域系団体との結びつきは、人々の政治心理上の各種要因を促進している。投票義務感が強く、 

政党支持を持っている。 

・また、自営業、持ち家で関係団体数は多い。 

 

 

 

 

表 有権者の心理とつながりの強い団体の数 

団体の数 

投
票
義
務
感 

政
治
満
足
度 

政
党
支
持
の
有
無 

政
党
支
持
の
程
度 

自
分
の
生
活
と
地
方

政
治
と
の
関
係 

投
票
と
地
方
政
治 

大
阪
へ
の
愛
着 

地域団体 ○  ○   ○  

私的団体   ○     

職業団体   ○   ○  

社会的団体   ○ ○    

全部 ○  ○   ○  

          ○印の付いてる部分は関連あり 

          （例：関連団体数が多いほど政党支持を有する） 

 

 

表 つながりの強い団体の数と属性･組織 

団体の数 

性
別 

年
齢 

職
業 

居
住
形
態 

居
住
期
間 

後
援
会
加
入 

地域団体 ○ ○ ○※1 ○※2 ○ ○ 

私的団体    ○   

職業団体 ○  ○    

社会的団体      ○ 

全部  ○  ○  ○ 

          ○印の付いてる部分は関連あり 

          （例：関連団体数が多いほど政党支持を有する） 

 

 

 

 

 

地域団体 ：地域振興会･町内会、女性団体、老人会（老人クラブ）、青年会 

私的団体 ：趣味、スポーツ、旅行などレクリエーションのグループ 

職業団体 ：労働組合、職場のサークル、同業団体・商店会など業者団体 

社会的団体：宗教団体､政治団体､学術団体･文化団体､消費者団体､社会事業団体 

全部   ：上記４種類＋その他 

 

 

 

 

※1：自営業が多い 

※2：持ち家が多い 
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２－４.情報環境 

  

（１）投票先決定に有用な情報 

  

・中高齢層、選挙に関心の高い人で役立っている情報源として、選挙公報、候補者や政党の日常

の政治活動が多く挙がっている。 

・政党を重くみる人は、政党の日常の政治活動、テレビや新聞などの選挙報道が多く、個人を重

くみる人は、候補者の日常の政治活動、演説会や演説の情報源を多く利用している。 

・また、後援会加入者においても個人を重くみる人同様、候補者の日常の政治活動等、直接的な

接触が顕著に見られる。 

 

 

  

表 市議会議員選挙の候補者決定に役立ったもの(Q13) 
投
票
し
た
人

選
挙
公
報

候
補
者
の
演
説
会
や
街
頭
で
の
演

説
な
ど

候
補
者
の
新
聞
広
告
・
は
が
き
・

ポ
ス
タ
ー

な
ど

政
党
の
演
説
会
や
街
頭
で
の
演
説

な
ど

政
党
の
新
聞
広
告
や
ポ
ス
タ
ー

・

ビ
ラ
な
ど

家
族
や
知
人
・
友
人

、
職
場
な
ど

で
の
話
し
あ
い

友
人
や
所
属
団
体
な
ど
の
推
せ
ん

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
選
挙
報
道

（
解
説

、
論
評

、
ニ

ュ
ー

ス
な

ど

）

候
補
者
の
日
常
の
政
治
活
動
な
ど

政
党
の
日
常
の
政
治
活
動
な
ど

そ
の
他

不
明

平
均
回
答
個
数

全体 916 27.9 20.4 14.6 11.8 13.9 11.5 8.3 20.5 22.2 21.7 3.7 1.3 1.78

20～24歳 27 7.4 33.3 18.5 18.5 18.5 11.1 3.7 33.3 3.7 7.4 3.7 3.7 1.63

25～29歳 31 12.9 9.7 12.9 3.2 12.9 32.3 12.9 19.4 9.7 19.4 12.9 0.0 1.58

30～39歳 122 31.1 17.2 15.6 7.4 13.9 19.7 4.1 24.6 12.3 15.6 4.9 0.8 1.67

40～49歳 114 19.3 13.2 18.4 14.0 13.2 7.9 8.8 13.2 22.8 24.6 7.0 2.6 1.65

50～59歳 161 26.7 21.1 11.2 8.1 14.3 9.3 9.9 21.7 19.3 23.6 3.1 0.0 1.68

60～69歳 244 31.1 19.3 15.6 12.3 16.4 8.2 7.8 20.9 27.9 24.6 2.5 0.8 1.87

70歳以上 214 32.7 27.1 13.6 15.9 10.7 11.2 9.3 19.2 27.1 21.5 1.9 2.3 1.93

不明 3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 1.33

生まれてからずっと住んでいる 320 25.0 19.1 14.4 11.3 12.5 9.4 7.2 20.9 23.1 21.3 4.1 0.6 1.69

10年以上住んでいる 465 30.5 22.2 15.3 11.8 13.8 12.5 9.5 20.2 23.7 22.8 3.7 1.5 1.87

5年以上10年住んでいる 55 20.0 14.5 12.7 10.9 16.4 14.5 9.1 12.7 20.0 23.6 3.6 1.8 1.60

3年以上5年未満住んでいる 37 27.0 18.9 10.8 13.5 21.6 18.9 0.0 29.7 5.4 13.5 2.7 5.4 1.68

3年未満住んでいる 23 43.5 21.7 17.4 4.3 21.7 0.0 4.3 26.1 8.7 17.4 0.0 0.0 1.65

不明 16 18.8 18.8 12.5 31.3 6.3 12.5 18.8 18.8 25.0 18.8 6.3 0.0 1.88

非常に関心を持った 265 28.7 27.5 14.3 16.6 13.2 10.2 6.4 24.9 30.6 29.4 4.2 0.4 2.06

多少は関心を持った 415 29.9 20.7 14.7 10.8 13.5 13.5 9.6 21.9 21.9 18.3 1.4 0.7 1.77

あまり関心を持たなかった 165 29.1 12.7 17.0 8.5 16.4 8.5 7.9 11.5 13.9 17.0 6.1 2.4 1.51

全く関心を持たなかった 27 11.1 3.7 7.4 3.7 11.1 3.7 11.1 7.4 11.1 29.6 14.8 7.4 1.22

どちらともいえない 38 13.2 13.2 13.2 10.5 13.2 18.4 7.9 21.1 10.5 15.8 7.9 5.3 1.50

不明 6 0.0 16.7 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 1.33

年
齢
別

居
住
期
間
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

 
 (次ページに続く)                         注)数値は投票した人を100とした％ 
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表 市議会議員選挙の候補者決定に役立ったもの(Q13)（続き） 
投
票
し
た
人

選
挙
公
報

候
補
者
の
演
説
会
や
街
頭
で

の
演
説
な
ど

候
補
者
の
新
聞
広
告
・
は
が

き
・
ポ
ス
タ
ー

な
ど

政
党
の
演
説
会
や
街
頭
で
の

演
説
な
ど

政
党
の
新
聞
広
告
や
ポ
ス

タ
ー

・
ビ
ラ
な
ど

家
族
や
知
人
・
友
人

、
職
場

な
ど
で
の
話
し
あ
い

友
人
や
所
属
団
体
な
ど
の
推

せ
ん

テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の
選
挙

報
道

（
解
説

、
論
評

、

ニ

ュ
ー

ス
な
ど

）

候
補
者
の
日
常
の
政
治
活
動

な
ど

政
党
の
日
常
の
政
治
活
動
な

ど そ
の
他

不
明

平
均
回
答
個
数

全体 916 27.9 20.4 14.6 11.8 13.9 11.5 8.3 20.5 22.2 21.7 3.7 1.3 1.78

政党を重くみた 506 27.3 17.4 14.4 13.6 17.0 11.1 5.9 28.3 11.5 31.4 2.6 0.6 1.81

候補者個人を重くみた 245 27.8 30.2 16.7 12.7 7.3 11.8 10.2 10.6 47.8 8.2 4.5 2.0 1.90

いちがいにいえない 136 30.9 14.7 14.0 4.4 14.0 11.0 13.2 12.5 15.4 10.3 7.4 0.7 1.49

不明 29 27.6 17.2 3.4 6.9 13.8 17.2 10.3 6.9 24.1 20.7 0.0 10.3 1.59

かならず投票している 607 28.8 23.1 15.2 13.2 13.2 12.0 9.6 18.1 24.9 22.9 3.8 1.3 1.86

だいたい投票している 269 27.9 14.1 14.5 7.8 14.9 10.0 5.6 24.9 17.8 20.1 3.0 0.7 1.61

あまり投票していない 31 19.4 19.4 6.5 12.9 12.9 16.1 9.7 25.8 6.5 16.1 9.7 3.2 1.58

投票したことがない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

今回はじめて 5 0.0 60.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 1.80

答えたくない 2 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.50

不明 2 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 2.50

投票は国民の義務である 470 27.9 21.1 14.5 13.4 13.8 13.0 8.7 20.2 23.0 23.2 2.8 1.1 1.83

投票は国民の権利である 323 29.7 21.7 13.9 10.5 14.2 7.1 7.4 22.6 22.9 22.3 4.6 1.2 1.78

投票する・しないは個人の自由 97 23.7 11.3 14.4 8.2 12.4 14.4 9.3 15.5 15.5 12.4 6.2 3.1 1.46

なんともいえない 23 26.1 26.1 30.4 13.0 17.4 30.4 8.7 21.7 21.7 17.4 0.0 0.0 2.13

不明 3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 66.7 0.0 0.0 1.33

ある 432 25.9 22.9 13.0 15.0 12.7 12.5 9.5 20.1 26.6 30.6 2.1 0.9 1.92

ない 440 29.5 17.5 15.7 8.2 14.3 10.7 6.6 20.0 18.0 13.6 5.2 1.8 1.61

不明 44 31.8 25.0 20.5 15.9 20.5 9.1 13.6 29.5 20.5 15.9 4.5 0.0 2.07

会員になっている 84 25.0 36.9 17.9 17.9 13.1 13.1 15.5 14.3 51.2 17.9 3.6 0.0 2.26

会員になっていない 825 28.1 18.5 14.4 11.2 13.9 11.3 7.6 21.3 19.4 22.2 3.8 1.5 1.73

不明 7 42.9 42.9 0.0 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0 1.43

支
持
政
党

有
無
別

後
援
会
加

入
状
況
別

政
党
・
個
人

の
重
視
別

こ
れ
ま
で
の

投
票
状
況
別

投
票
義
務
感
別

 
注)数値は投票した人を100とした％ 
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（２）投票に際し考慮した争点 

  

・全体的にみると、福祉・医療が最も人気のあった争点で、経済、行財政改革と続く。 

・年齢別では、若年層は教育、高齢層は福祉・医療に関心が高い。 

・男女別では、男性は行財政改革、女性は福祉・医療に関心が高い。 

 

 

表 市議会議員選挙の争点・関心(Q14) 

投
票
し
た
人

経
済

税
負
担

行
財
政
改
革

産
業
振
興

住
宅
・
再
開
発

教
育

福
祉
・
医
療

環
境

道
路
・
交
通

防
犯
・
治
安

政
治
倫
理

平
和

大
都
市
制
度

そ
の
他

不
明

全体 916 41.8 21.7 36.9 7.9 2.0 21.3 52.2 13.9 3.2 10.8 9.3 6.9 17.1 2.6 1.9

20～24歳 27 55.6 37.0 33.3 7.4 3.7 14.8 29.6 14.8 0.0 7.4 3.7 11.1 14.8 3.7 0.0

25～29歳 31 45.2 19.4 41.9 6.5 0.0 32.3 29.0 19.4 3.2 9.7 6.5 6.5 22.6 6.5 0.0

30～39歳 122 45.1 28.7 36.1 10.7 1.6 34.4 36.1 11.5 4.1 3.3 6.6 3.3 25.4 4.1 0.8

40～49歳 114 39.5 17.5 43.0 7.0 1.8 31.6 43.0 14.9 2.6 6.1 8.8 4.4 18.4 3.5 0.9

50～59歳 161 43.5 31.7 41.0 11.2 2.5 14.9 45.3 13.7 1.2 9.9 9.9 6.2 16.1 2.5 2.5

60～69歳 244 43.4 17.6 39.3 8.6 1.2 16.8 62.7 15.6 3.3 11.9 10.7 8.2 15.2 1.6 2.0

70歳以上 214 35.0 15.9 28.0 3.7 2.8 17.8 65.9 12.1 4.7 17.3 10.3 8.9 14.5 1.9 2.8

不明 3 100.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

男性 423 43.0 22.7 43.3 9.2 1.7 17.5 44.7 12.8 2.4 11.6 12.5 5.9 21.5 2.6 1.2

女性 489 40.7 21.1 31.5 6.7 2.2 24.7 58.5 14.5 3.9 10.0 6.5 7.8 13.5 2.7 2.5

不明 4 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 75.0 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

非常に関心を持った 265 40.8 15.5 47.9 7.9 1.1 26.8 46.0 12.8 2.3 9.4 12.8 6.0 26.8 3.8 1.5

多少は関心を持った 415 43.4 25.5 38.6 7.0 1.7 18.3 53.7 12.5 3.6 11.6 9.4 5.8 14.2 1.2 1.4

あまり関心を持たなかった 165 39.4 23.6 22.4 9.7 3.0 21.2 57.6 17.0 3.6 11.5 6.7 7.3 11.5 3.6 1.2

全く関心を持たなかった 27 44.4 22.2 14.8 11.1 7.4 3.7 48.1 7.4 3.7 14.8 3.7 29.6 14.8 7.4 3.7

どちらともいえない 38 39.5 13.2 21.1 7.9 2.6 28.9 57.9 23.7 2.6 7.9 0.0 7.9 7.9 2.6 10.5

不明 6 50.0 33.3 33.3 0.0 0.0 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

政党を重くみた 506 44.3 23.3 46.0 8.1 1.0 21.1 42.7 9.3 1.6 8.1 10.7 5.7 24.3 3.2 1.2

候補者を重くみた 245 38.0 18.4 26.1 7.3 2.9 22.9 67.8 21.6 6.9 17.1 7.3 9.4 7.8 2.0 1.2

一概にいえない 136 42.6 23.5 26.5 9.6 2.9 22.1 55.9 16.2 2.9 9.6 8.1 6.6 10.3 1.5 2.2

不明 29 27.6 13.8 17.2 0.0 6.9 6.9 69.0 17.2 0.0 10.3 6.9 6.9 3.4 3.4 17.2

かならず投票している 607 39.5 20.8 38.1 7.7 2.1 22.9 55.5 15.3 3.3 10.2 10.4 7.1 16.5 2.5 2.3

だいたい投票している 269 46.5 24.2 35.3 7.4 1.9 17.8 45.4 10.8 3.0 12.6 7.8 6.3 17.5 2.6 0.7

あまり投票していない 31 48.4 16.1 29.0 16.1 0.0 19.4 51.6 12.9 3.2 9.7 3.2 6.5 29.0 3.2 0.0

投票したことがない 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

今回はじめて 5 40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0

答えたくない 2 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

不明 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

ある 432 41.4 18.3 38.7 7.4 1.6 23.4 52.8 14.8 3.5 10.6 11.3 8.1 19.7 2.1 2.1

ない 440 42.0 25.0 35.0 8.0 2.3 19.5 52.7 13.6 3.0 11.4 7.7 5.7 13.2 2.7 1.8

不明 44 43.2 22.7 38.6 11.4 2.3 18.2 40.9 6.8 2.3 6.8 4.5 6.8 31.8 6.8 0.0

会員になっている 84 41.7 17.9 31.0 8.3 0.0 32.1 59.5 14.3 4.8 14.3 8.3 7.1 13.1 1.2 2.4

会員になっていない 825 41.9 22.2 37.5 7.9 2.2 20.2 51.3 13.7 3.0 10.5 9.2 6.9 17.6 2.8 1.8

不明 7 28.6 14.3 42.9 0.0 0.0 14.3 71.4 28.6 0.0 0.0 28.6 0.0 14.3 0.0 0.0

こ
れ
ま
で
の

投
票
状
況
別

支
持
政
党

有
無
別

後
援
会
加

入
状
況
別

年
齢
別

性
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

政
党
・
個
人

の
重
視
別

 
注)数値は投票した人を100とした％ 
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（３）情報の充実度 

  

・投票に際し情報量が足らなかったと回答したのは、若年層、居住期間が短い人、投票するしな

いは個人の自由という人たちで、これらのグループでの情報量の不足が低投票率の背景として

指摘できる。これに対し、高齢層、居住期間の長い人は情報量に比較的満足している。 

・もっとも、関心があるから情報量も多いのか、情報量が不足しているから関心が生じないのか

は不明である。また、必要な情報量は人によって違う（投票を権利と考える人はハードルが高

い可能性がある）。ただ、政党や後援会とのつながりが十分な情報を提供している可能性が高

く、また、有効性感覚は情報に対する満足度と結びついている。 

 

 

表 候補者決定の判断材料の充実度(Q20) 

回収数 足りてい
た計

十分だっ
た

まあまあ
だった

不足だっ
た計

多少は不
足だった

非常に不
足だった

不明

全体 1201 52.7 14.6 38.1 43.9 27.0 16.9 3.5
20～24歳 37 37.8 16.2 21.6 62.2 51.4 10.8 0.0
25～29歳 72 29.2 4.2 25.0 66.6 31.9 34.7 4.2
30～39歳 183 44.3 7.7 36.6 54.7 29.0 25.7 1.1
40～49歳 166 43.3 10.8 32.5 51.2 28.9 22.3 5.4
50～59歳 207 46.4 13.5 32.9 49.8 28.5 21.3 3.9
60～69歳 297 56.9 16.5 40.4 38.0 27.6 10.4 5.1
70歳以上 235 75.4 24.3 51.1 23.0 16.6 6.4 1.7
不明 4 50.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0 25.0
男性 530 53.8 16.4 37.4 43.4 27.4 16.0 2.8
女性 666 51.5 13.2 38.3 44.6 26.9 17.7 3.9
不明 5 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 20.0
自営業主およびその家族従事者 222 59.0 16.7 42.3 36.9 22.5 14.4 4.1
公務員、教員 35 51.4 14.3 37.1 48.5 37.1 11.4 0.0
民間会社勤務・事務 186 42.0 12.4 29.6 53.8 28.5 25.3 4.3
民間会社勤務・現業 106 37.7 7.5 30.2 56.6 35.8 20.8 5.7
民間会社勤務・管理職 41 53.7 24.4 29.3 43.9 14.6 29.3 2.4
医師・弁護士などの自由業者 49 36.8 8.2 28.6 61.2 26.5 34.7 2.0
その他の有業者 77 53.3 13.0 40.3 44.2 32.5 11.7 2.6
学生 12 33.3 8.3 25.0 66.7 41.7 25.0 0.0
無職（学生以外の無職） 462 59.3 16.2 43.1 37.9 26.0 11.9 2.8
不明 11 54.6 18.2 36.4 27.3 9.1 18.2 18.2
生まれてからずっと住んでいる 433 47.8 14.5 33.3 49.2 29.3 19.9 3.0
10年以上住んでいる 582 58.2 15.8 42.4 37.8 24.7 13.1 4.0
5年以上10年住んでいる 80 48.8 11.3 37.5 47.5 27.5 20.0 3.8
3年以上5年未満住んでいる 51 47.1 11.8 35.3 51.0 23.5 27.5 2.0
3年未満住んでいる 35 34.3 8.6 25.7 65.7 45.7 20.0 0.0
不明 20 55.0 10.0 45.0 35.0 15.0 20.0 10.0
非常に関心を持った 274 74.1 35.0 39.1 24.8 19.3 5.5 1.1
多少は関心を持った 490 58.8 12.7 46.1 38.8 28.0 10.8 2.4
あまり関心を持たなかった 283 34.6 4.2 30.4 60.1 34.3 25.8 5.3
全く関心を持たなかった 92 16.3 0.0 16.3 75.0 19.6 55.4 8.7
どちらともいえない 54 42.6 3.7 38.9 50.0 29.6 20.4 7.4
不明 8 62.5 37.5 25.0 37.5 37.5 0.0 0.0
投票は国民の義務である 524 61.9 17.6 44.3 36.1 23.7 12.4 2.1
投票は国民の権利である 437 51.7 14.6 37.1 45.5 29.5 16.0 2.7
投票する・しないは個人の自由 173 35.2 7.5 27.7 59.0 30.1 28.9 5.8
なんともいえない 60 28.4 6.7 21.7 60.0 30.0 30.0 11.7
不明 7 57.2 28.6 28.6 14.3 14.3 0.0 28.6
ある 497 67.6 24.7 42.9 30.2 20.7 9.5 2.2
ない 646 41.2 7.0 34.2 54.4 32.0 22.4 4.3
不明 58 51.8 12.1 39.7 43.1 24.1 19.0 5.2
会員になっている 93 69.9 38.7 31.2 26.9 21.5 5.4 3.2
会員になっていない 1098 50.9 12.6 38.3 45.7 27.7 18.0 3.4
不明 10 80.0 10.0 70.0 0.0 0.0 0.0 20.0
そう思う 237 67.1 29.1 38.0 30.8 17.3 13.5 2.1
どちらかといえばそう思う 436 58.5 14.0 44.5 39.0 26.6 12.4 2.5
どちらかといえばそう思わない 245 42.5 9.4 33.1 54.3 36.7 17.6 3.3
そう思わない 159 32.0 5.0 27.0 63.6 29.6 34.0 4.4
わからない 118 50.0 11.0 39.0 41.5 24.6 16.9 8.5
不明 6 66.7 16.7 50.0 16.7 16.7 0.0 16.7

投
票
が
地
方

政
治
に

反
映
す
る
と

い
う
意
識
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

投
票
義
務

感
別

支
持

政
党

有
無

別

後
援

会
加

入
状

況
別

年
齢
別

性
別

職
業
別

居
住
期
間
別

 
 

注)数値は投票した人を100とした％ 
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２－５.選挙管理委員会・明るい選挙推進協議会のとりくみ 

 

（１）投票所の雰囲気 

  

・全体的に比較的、好意的評価を受けている。 

・ただ、若年層で「堅苦しい感じがした」「入りにくかった」が他の年齢に比べ、多かった。 

・受け手の問題もあるが、より一層の改善に向けて検討の必要があるかもしれない。 

 

 

表 市議会議員選挙の投票所の雰囲気についての意見(Q10) 

投
票
し
た
人

入
り
や
す
か

っ
た

入
り
に
く
か

っ
た

明
る
い
感
じ
が
し
た

暗
い
感
じ
が
し
た

堅
苦
し
い
感
じ
が
し
た

そ
の
他

不
明

全体 916 64.8 4.9 17.6 12.0 16.6 5.5 1.1

20～24歳 27 48.1 14.8 11.1 22.2 33.3 7.4 0.0

25～29歳 31 54.8 12.9 6.5 25.8 22.6 9.7 0.0

30～39歳 122 63.9 4.9 10.7 18.9 12.3 8.2 0.0

40～49歳 114 65.8 4.4 5.3 10.5 16.7 5.3 0.9

50～59歳 161 51.6 6.2 14.3 14.3 27.3 8.7 0.6

60～69歳 244 67.6 2.0 19.3 10.2 16.0 4.5 1.2

70歳以上 214 75.7 5.1 31.3 5.6 8.4 1.9 2.3

不明 3 33.3 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0

男性 423 66.0 4.3 19.6 12.8 17.0 3.8 0.7

女性 489 64.0 5.5 16.0 11.2 16.2 7.0 1.4

不明 4 50.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0

年
齢
別

性
別

 
注)数値は投票した人を100とした％ 
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（２）投票時間 

  

・高齢者や居住期間の長い人、関心が強い人は午前中の早い時間帯に投票する人が多いのに対し、

若年層や居住期間の短い人は投票時間が遅くなる傾向にある。これらの人々に対しては、不在

者投票や期日前投票、投票時間の延長が効果を有している。 

・不在者投票や期日前投票の利用については、関心・無関心で大きな差は見られなかった。 

 

 

  

表 市議会議員選挙の投票時間(Q8) 
投
票
し
た
人

午
前
7
時
～

午
前
8
時

午
前
8
時
～

午
前
9
時

午
前
9
時
～

午
前
1
0
時

午
前
1
0
時
～

午
前
1
1
時

午
前
1
1
時
～

午
後
0
時

午
後
0
時
～

午
後
1
時

午
後
1
時
～

午
後
2
時

午
後
2
時
～

午
後
3
時

午
後
3
時
～

午
後
4
時

午
後
4
時
～

午
後
5
時

午
後
5
時
～

午
後
6
時

午
後
6
時
～

午
後
7
時

午
後
7
時
～

午
後
8
時

期
日
前
投
票
を
し
た

不
在
者
投
票
を
し
た

お
ぼ
え
て
い
な
い

不
明

全体 916 5.0 9.0 12.9 11.8 7.5 4.9 7.4 7.2 3.9 5.5 3.9 2.8 2.9 12.1 2.0 0.3 0.8

20～24歳 27 3.7 0.0 3.7 14.8 11.1 3.7 7.4 11.1 7.4 0.0 7.4 0.0 7.4 7.4 3.7 3.7 7.4

25～29歳 31 3.2 9.7 6.5 9.7 6.5 6.5 9.7 16.1 3.2 3.2 3.2 6.5 3.2 9.7 0.0 3.2 0.0

30～39歳 122 4.1 5.7 7.4 13.1 9.8 5.7 4.9 8.2 2.5 10.7 5.7 2.5 4.9 12.3 2.5 0.0 0.0

40～49歳 114 2.6 10.5 7.0 10.5 7.0 7.0 7.9 5.3 6.1 3.5 5.3 5.3 3.5 17.5 0.9 0.0 0.0

50～59歳 161 6.2 5.0 9.9 10.6 6.8 4.3 8.1 3.7 6.8 6.8 6.2 3.7 4.3 14.9 1.9 0.6 0.0

60～69歳 244 6.1 9.0 18.9 10.2 7.8 5.3 7.4 6.6 4.1 5.7 2.5 2.9 2.0 9.8 1.2 0.0 0.4

70歳以上 214 5.1 14.0 16.4 14.5 6.5 3.3 7.9 8.9 0.9 3.3 1.9 0.9 0.9 10.7 3.3 0.0 1.4

不明 3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

生まれてからずっと住んでいる 320 4.4 7.2 11.6 12.2 8.1 4.1 6.6 9.1 5.0 4.4 2.8 4.1 3.8 13.4 1.6 0.6 1.3

10年以上住んでいる 465 6.0 10.5 14.4 11.4 6.7 5.4 8.0 5.8 3.9 4.7 4.3 2.2 1.9 12.3 1.9 0.0 0.6

5年以上10年住んでいる 55 1.8 10.9 14.5 7.3 3.6 5.5 9.1 5.5 1.8 12.7 7.3 5.5 3.6 7.3 1.8 1.8 0.0

3年以上5年未満住んでいる 37 2.7 8.1 8.1 21.6 8.1 5.4 5.4 8.1 0.0 13.5 5.4 0.0 8.1 5.4 0.0 0.0 0.0

3年未満住んでいる 23 4.3 4.3 4.3 8.7 17.4 8.7 8.7 8.7 4.3 8.7 0.0 0.0 4.3 8.7 8.7 0.0 0.0

不明 16 6.3 0.0 12.5 12.5 18.8 0.0 6.3 12.5 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 18.8 6.3 0.0 0.0

非常に関心を持った 265 7.5 7.9 15.1 9.1 8.3 4.2 9.8 4.2 3.8 4.5 3.0 1.9 4.5 15.1 0.8 0.0 0.4

多少は関心を持った 415 4.8 9.4 10.8 12.5 7.7 4.6 6.3 8.0 4.3 5.5 4.1 3.1 2.7 11.6 3.1 0.5 1.0

あまり関心を持たなかった 165 2.4 9.1 17.0 12.7 4.8 6.1 7.9 9.1 3.0 6.1 3.0 4.8 1.8 10.3 1.2 0.0 0.6

全く関心を持たなかった 27 3.7 0.0 3.7 22.2 7.4 11.1 7.4 11.1 3.7 7.4 11.1 0.0 0.0 7.4 3.7 0.0 0.0

どちらともいえない 38 2.6 15.8 10.5 13.2 7.9 5.3 2.6 7.9 2.6 7.9 7.9 0.0 2.6 10.5 0.0 2.6 0.0

不明 6 0.0 16.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

投票は国民の義務である 470 5.1 8.7 14.0 10.4 6.2 4.9 8.3 7.0 4.0 5.1 3.8 2.6 3.2 13.8 1.9 0.4 0.4

投票は国民の権利である 323 3.7 8.0 12.4 13.6 9.6 5.0 5.3 8.0 3.7 4.3 5.0 3.1 3.4 11.1 2.5 0.3 0.9

投票する・しないは個人の自由 97 7.2 14.4 7.2 11.3 9.3 5.2 8.2 4.1 4.1 11.3 2.1 4.1 1.0 7.2 1.0 0.0 2.1

なんともいえない 23 13.0 4.3 17.4 17.4 0.0 0.0 17.4 8.7 4.3 4.3 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0

不明 3 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ある 432 4.6 10.4 15.3 10.6 6.7 5.1 7.9 6.9 3.0 3.7 3.2 2.5 3.5 13.9 1.9 0.2 0.5

ない 440 5.2 7.5 10.9 13.0 8.0 5.2 7.3 8.0 4.5 6.8 4.1 3.0 2.0 10.9 2.3 0.5 0.9

不明 44 6.8 9.1 9.1 11.4 11.4 0.0 4.5 2.3 6.8 9.1 9.1 4.5 6.8 6.8 0.0 0.0 2.3

支
持
政
党

有
無
別

年
齢
別

居
住
期
間
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

投
票
義
務
感
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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（３）期日前・不在者投票制度等の認知・利用状況 

  

・期日前・不在者投票制度は、ほぼ完全に知られている。しかし、一部の若年層・高齢層には一

層の広報が必要である。 

・利用状況は、投票実績のある人ほど利用しており、投票履歴の少ない人は利用していない。 

・何らかの事情があった場合にも投票できる制度として、一定の効果を有している。 

 

  

表 期日前・不在者投票制度の認知・利用状況(Q22) 

回
収
数

知

っ
て
い
る
計

「
期
日
前
投
票
制
度

」
や

「
不
在
者
投
票

制
度

」
を
利
用
し
た
こ
と
が
あ
る

利
用
し
た
こ
と
は
な
い
が

、

「
期
日
前
投

票
制
度

」
や

「
不
在
者
投
票
制
度

」
が
あ

る
こ
と
は
知

っ
て
い
る

「
期
日
前
投
票
制
度

」
や

「
不
在
者
投
票

制
度

」
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た

そ
の
他

不
明

全体 1201 95.8 39.3 56.5 1.3 0.2 2.7

20～24歳 37 94.6 24.3 70.3 5.4 0.0 0.0

25～29歳 72 94.5 26.4 68.1 4.2 1.4 0.0

30～39歳 183 98.4 44.3 54.1 0.5 0.5 0.5

40～49歳 166 96.4 41.6 54.8 1.2 0.0 2.4

50～59歳 207 96.1 38.6 57.5 0.0 0.0 3.9

60～69歳 297 95.7 40.1 55.6 1.3 0.0 3.0

70歳以上 235 94.9 39.6 55.3 1.7 0.0 3.4

不明 4 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

かならず投票している 624 97.5 48.6 48.9 0.8 0.2 1.6

だいたい投票している 397 96.5 35.0 61.5 1.0 0.0 2.5

あまり投票していない 137 90.5 19.0 71.5 4.4 0.7 4.4

投票したことがない 17 100.0 11.8 88.2 0.0 0.0 0.0

今回はじめて 6 83.3 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0

答えたくない 15 80.0 13.3 66.7 0.0 0.0 20.0

不明 5 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0

年
齢
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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（４）投票用紙をもらうまでの時間 

 

・若年・中年層は「どちらともいえない」（＝以前と変わらない）、高齢層は「早く感じた」とい

う傾向が見られる。 

・投票経験が多い人ほど、「早く感じる」と感じる人が多い。 

 

 

 

 

表 投票用紙をもらうまでの時間(Q21) 

投
票
し
た
人

遅
く
感
じ
た

早
く
感
じ
た

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

そ
の
他

不
明

全体 1201 3.8 45.6 38.6 3.7 8.2

20～24歳 37 2.7 37.8 48.6 8.1 2.7

25～29歳 72 5.6 30.6 44.4 8.3 11.1

30～39歳 183 1.6 45.4 39.9 4.4 8.7

40～49歳 166 3.6 39.2 44.0 3.6 9.6

50～59歳 207 6.3 38.6 43.5 3.9 7.7

60～69歳 297 2.4 52.2 33.3 2.7 9.4

70歳以上 235 5.1 54.9 32.8 2.1 5.1

不明 4 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0

非常に関心を持った 274 5.5 59.1 31.8 1.1 2.6

多少は関心を持った 490 3.9 50.4 35.9 3.3 6.5

あまり関心を持たなかった 283 2.5 33.6 44.9 6.4 12.7

全く関心を持たなかった 92 4.3 16.3 52.2 8.7 18.5

どちらともいえない 54 1.9 46.3 42.6 0.0 9.3

不明 8 0.0 50.0 37.5 0.0 12.5

かならず投票している 624 4.6 58.3 33.3 1.6 2.1

だいたい投票している 397 3.8 40.1 41.6 3.8 10.8

あまり投票していない 137 1.5 14.6 51.8 11.7 20.4

投票したことがない 17 0.0 0.0 35.3 23.5 41.2

今回はじめて 6 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0

答えたくない 15 0.0 0.0 73.3 0.0 26.7

不明 5 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0

年
齢
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
                                 注)数値は投票した人を100とした％ 
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（５）電子投票の利用意欲 

  

・利用意欲の面では、若年・中年層では利用意欲が高く、高齢になるほど意欲が低下する。 

・市議選への関心が低い、投票経験が低い人ほど利用意欲が高く、逆に今回の市議選への関心が

高い、投票経験が多い人では、利用に消極的な人と積極的な人は拮抗している。 

・今後の投票率のあり方についての意見に関しては、利用意欲に違いは少ない。 

 

 

表 電子投票の利用意欲(Q37) 

回
収
数

簡
単
そ
う
だ
か
ら
投

票
し
て
み
た
い

難
し
そ
う
だ
か
ら

、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
の

投
票
方
法
が
良
い

不
明

全体 1201 50.4 46.5 3.1

20～24歳 37 70.3 27.0 2.7

25～29歳 72 77.8 20.8 1.4

30～39歳 183 76.0 23.0 1.1

40～49歳 166 59.6 39.2 1.2

50～59歳 207 48.8 45.4 5.8

60～69歳 297 42.1 54.9 3.0

70歳以上 235 24.7 71.9 3.4

不明 4 25.0 25.0 50.0

非常に関心を持った 274 47.1 50.7 2.2

多少は関心を持った 490 45.9 51.0 3.1

あまり関心を持たなかった 283 58.7 37.8 3.5

全く関心を持たなかった 92 58.7 38.0 3.3

どちらともいえない 54 50.0 44.4 5.6

不明 8 50.0 50.0 0.0

かならず投票している 624 43.8 53.7 2.6

だいたい投票している 397 55.4 40.8 3.8

あまり投票していない 137 64.2 35.0 0.7

投票したことがない 17 88.2 5.9 5.9

今回はじめて 6 50.0 33.3 16.7

答えたくない 15 26.7 60.0 13.3

不明 5 40.0 40.0 20.0

投票率向上に努力すべき 708 51.6 45.9 2.5

低投票率もやむを得ない 265 50.6 47.5 1.9

無理な投票率向上は必要ない 114 53.5 43.0 3.5

わからない 101 39.6 53.5 6.9

不明 13 38.5 38.5 23.1

今
後
の
投
票
率

の
あ
り
方
別

年
齢
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
                               注)数値は回収数を100とした％ 
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（６）寄付禁止等・選挙違反の知識 

  

・寄付禁止については、町内の会合での酒の差し入れや寄附を求めることに関して、多くの人が

指摘している。 

・年齢別で見ると、葬儀の供花や香典、集会の弁当差し入れについては若年層からの指摘が少な

く、逆に政治家と企業の関わりについては若年層の指摘が多い。 

・選挙違反については、映画等の幕間に投票をたのむこと、戸別訪問し、投票をたのむことに関

して、多くの人が指摘している。 

・年齢別で見ると、高齢層は、戸別訪問・著中見舞いや年賀状を出すこと、若年層は電話での投

票依頼に反応している。 

 

 

 

  

表 寄付禁止等の認知状況(Q3) 
回
収
数

政
治
家
が
町
内
の
各
種
会
合
に
お
酒
を
差

し
入
れ
る
こ
と

政
治
家
に
町
内
の
祭
り
の
寄
附
を
求
め
る

こ
と

政
治
家
が
選
挙
区
内
の
人
に
年
賀
状
や
暑

中
見
舞
い
を
出
す
こ
と

（
答
礼
の
た
め
の

自
筆
に
よ
る
も
の
を
除
く

）

後
援
会
が
選
挙
区
内
の
人
の
葬
式
に
供
花

香
典
を
出
す
こ
と

政
治
家
が

「
謹
賀
新
年

」
や

「
暑
中
見

舞

」
の
有
料
広
告
を
出
す
こ
と

政
治
家
が
政
治
集
会
で
弁
当
を
出
す
こ
と

企
業
が
政
治
家
に
寄
附
す
る
こ
と

企
業
が
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー

の
パ
ー

テ
ィ
ー

券
を
購
入
す
る
こ
と

よ
く
わ
か
ら
な
い

不
明

平
均
回
答
個
数

全体 1201 72.1 59.5 32.4 53.1 32.3 53.4 47.5 43.5 10.2 1.4 4.06

20～24歳 37 56.8 32.4 27.0 27.0 29.7 29.7 62.2 45.9 16.2 0.0 3.27

25～29歳 72 61.1 44.4 19.4 34.7 31.9 31.9 50.0 56.9 12.5 2.8 3.46

30～39歳 183 64.5 48.6 31.7 41.0 33.9 29.0 48.6 42.6 13.1 0.0 3.53

40～49歳 166 69.9 55.4 30.7 50.6 28.9 48.8 47.6 44.0 12.0 1.2 3.89

50～59歳 207 67.6 58.0 29.5 53.1 27.1 53.6 47.8 41.1 10.1 1.4 3.89

60～69歳 297 79.5 67.7 35.4 62.0 35.7 66.0 46.5 46.5 8.4 1.7 4.49

70歳以上 235 79.6 70.6 37.9 63.4 34.5 70.2 45.1 38.7 7.7 2.1 4.50

不明 4 100.0 75.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 3.00

男性 530 72.8 61.3 35.1 55.7 36.8 55.7 44.7 43.2 8.7 1.3 4.15

女性 666 71.6 58.1 30.3 51.4 29.0 52.0 49.8 44.0 11.4 1.5 3.99

不明 5 60.0 60.0 20.0 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 20.0 0.0 2.40

非常に関心を持った 274 83.2 71.5 38.3 62.8 36.5 70.1 45.6 42.0 4.0 2.2 4.56

多少は関心を持った 490 75.1 62.9 33.1 55.5 31.4 54.3 45.1 41.0 10.2 1.0 4.10

あまり関心を持たなかった 283 62.2 49.8 26.9 42.0 29.3 39.2 53.7 48.1 13.1 1.1 3.65

全く関心を持たなかった 92 65.2 51.1 37.0 55.4 41.3 52.2 55.4 50.0 12.0 1.1 4.21

どちらともいえない 54 57.4 38.9 20.4 40.7 20.4 38.9 35.2 38.9 24.1 1.9 3.17

不明 8 37.5 25.0 12.5 25.0 25.0 37.5 37.5 50.0 12.5 12.5 2.75

年
齢
別

性
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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表 選挙違反の認知状況(Q4) 
回
収
数

選
挙
期
間
中

、
知
人
な
ど
の
家
を
訪
ね
て

、

特
定
候
補
者
へ
の
投
票
を
た
の
む
こ
と

選
挙
期
間
中

、
知
人
な
ど
に
電
話
を
か
け

て

、
特
定
候
補
者
へ
の
投
票
を
た
の
む
こ
と

選
挙
期
間
中

、
路
上
や
電
車
の
中
な
ど
で
た

ま
た
ま
会

っ
た
知
人
に
対
し
て
特
定
候
補
者

へ
の
投
票
を
た
の
む
こ
と

選
挙
期
間
中

、
選
挙
事
務
所
に

、
陣
中
見
舞

と
し
て
お
酒
を
も

っ
て
行
く
こ
と

選
挙
期
間
前
に

、
候
補
者
が

、
知
人
な
ど

に

、
自
分
へ
の
投
票
を
た
の
む
こ
と

選
挙
期
間
中
に

、
候
補
者
が
暑
中
見
舞
や
年

賀
状
を
知
人
に
出
す
こ
と

選
挙
期
間
中
に

、
映
画
や
演
劇
等
の
幕
間
に

特
定
の
候
補
者
が

、
投
票
を
た
の
む
こ
と

よ
く
わ
か
ら
な
い

不
明

平
均
回
答
個
数

全体 1201 52.7 34.5 25.8 45.7 38.1 36.1 64.2 12.1 2.2 3.11

20～24歳 37 59.5 45.9 27.0 56.8 37.8 24.3 64.9 5.4 2.7 3.24

25～29歳 72 51.4 45.8 29.2 40.3 50.0 25.0 61.1 12.5 2.8 3.18

30～39歳 183 47.5 40.4 30.1 47.5 38.8 36.6 60.7 16.4 2.2 3.20

40～49歳 166 41.6 30.1 21.7 42.8 38.0 29.5 58.4 14.5 1.8 2.78

50～59歳 207 53.6 34.3 21.7 42.5 39.1 37.7 64.3 10.6 2.9 3.07

60～69歳 297 53.2 31.0 25.9 43.8 35.7 35.7 66.7 11.4 0.7 3.04

70歳以上 235 62.6 31.9 27.7 51.1 36.2 45.5 68.9 10.2 3.8 3.38

不明 4 50.0 50.0 25.0 75.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 3.00

男性 530 53.6 34.5 27.0 47.7 38.1 40.9 69.1 9.1 2.3 3.22

女性 666 52.1 34.4 24.9 44.1 38.3 32.6 60.7 14.3 2.3 3.04

不明 5 40.0 40.0 20.0 40.0 20.0 0.0 20.0 40.0 0.0 2.20

非常に関心を持った 274 50.7 27.7 23.0 44.5 36.1 44.5 70.1 6.6 4.4 3.08

多少は関心を持った 490 53.9 34.7 25.3 46.5 37.3 35.9 65.1 11.6 1.8 3.12

あまり関心を持たなかった 283 52.3 37.5 26.9 45.6 38.5 30.4 59.7 14.8 1.1 3.07

全く関心を持たなかった 92 65.2 55.4 41.3 52.2 52.2 41.3 65.2 9.8 0.0 3.83

どちらともいえない 54 37.0 16.7 16.7 40.7 31.5 20.4 53.7 31.5 0.0 2.48

不明 8 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0 12.5 25.0 25.0 37.5 1.75

年
齢
別

性
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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（７）有権者の意識高揚のための効果的な方法 

  

・効果的な方法として、「学校教育」「マスコミの積極報道」など幅広い年齢層から賛同を得てい

る。 

・「わからない」と回答した層は、投票経験が少なく、投票は個人の自由と考え、投票率向上に

消極的である傾向が見られる。この層に有効な方法を見出すのは、なかなか難しいと思われる。 

 

 

 

 

表 有権者の意識高揚のための効果的な方法(Q36) 

回
収
数

学
校
教
育
で
政
治
や
選
挙
の
意
識
に
つ
い
て

の
教
育
を
深
め
る

選
挙
権
を
も

っ
と
若
い
人
に
も
与
え

、
若
い

人
た
ち
に
政
治
参
加
の
責
任
を
果
た
さ
せ
る

行
政
が
マ
ス
コ
ミ
を
利
用
し
政
治
や
選
挙
の

意
義
に
つ
い
て
啓
発
を
積
極
的
に
す
る

選
挙
運
動
を
も

っ
と
自
由
に
し
て

、
選
挙
に

対
す
る
関
心
や
参
加
の
意
義
を
高
め
る

政
党
が

、
自
党
の
政
治
活
動
の
な
か
で

、
政

治
や
選
挙
の
意
義
を
有
権
者
に
訴
え
て
い
く

有
権
者
自
身
の
手
で

、
政
治
や
選
挙
の
意
義

を
有
権
者
に
訴
え
る
よ
う
に
働
き
か
け
る

各
種
の
団
体
な
ど
が

、
政
治
や
選
挙
の
意
義

に
つ
い
て

、
そ
の
会
員
な
ど
に
訴
え
か
け
て

い
く

マ
ス
コ
ミ
が
政
治
や
選
挙
に
関
す
る
報
道
を

積
極
的
に
行
い
有
権
者
の
意
識
を
高
め
る

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

不
明

全体 1201 39.8 15.3 26.6 9.7 8.1 10.7 0.6 34.7 7.8 8.7 2.2

20～24歳 37 45.9 24.3 18.9 13.5 10.8 8.1 2.7 29.7 16.2 8.1 0.0

25～29歳 72 43.1 11.1 15.3 9.7 2.8 5.6 0.0 33.3 15.3 12.5 1.4

30～39歳 183 43.2 11.5 20.8 12.0 7.1 7.7 0.0 29.5 15.8 9.8 1.1

40～49歳 166 43.4 13.3 21.7 8.4 7.2 8.4 0.0 27.7 9.6 10.8 0.0

50～59歳 207 40.6 17.9 25.1 12.1 6.8 12.6 1.0 32.9 8.7 9.7 0.5

60～69歳 297 37.7 17.2 33.3 10.1 12.5 11.8 0.3 38.4 3.4 5.4 2.4

70歳以上 235 35.3 15.3 32.3 5.5 6.4 13.6 1.3 42.1 1.7 8.9 5.5

不明 4 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 50.0

かならず投票している 624 42.3 16.8 29.2 9.9 7.9 12.5 0.6 37.8 6.7 5.3 2.9

だいたい投票している 397 41.6 14.1 26.7 10.3 9.1 9.6 0.5 34.3 7.8 8.1 1.3

あまり投票していない 137 27.7 13.1 19.0 7.3 7.3 7.3 0.7 27.0 11.7 19.7 0.7

投票したことがない 17 29.4 5.9 17.6 0.0 5.9 0.0 0.0 23.5 5.9 29.4 5.9

今回はじめて 6 33.3 0.0 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0 16.7 0.0 33.3 0.0

答えたくない 15 20.0 13.3 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 20.0 26.7 33.3 0.0

不明 5 20.0 40.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0

投票は国民の義務である 524 42.4 16.0 29.6 9.0 7.4 9.5 1.1 40.3 6.7 5.5 2.3

投票は国民の権利である 437 41.0 16.2 26.8 10.8 9.4 14.9 0.0 32.0 8.0 6.4 1.6

投票する・しないは個人の自由 173 31.8 15.0 22.0 9.2 8.1 6.4 0.0 30.6 10.4 15.0 2.9

なんともいえない 60 31.7 3.3 15.0 10.0 5.0 3.3 1.7 21.7 10.0 33.3 1.7

不明 7 42.9 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 14.3

ある 497 43.3 17.1 29.0 9.5 8.9 13.3 1.0 36.0 5.4 4.8 3.2

ない 646 37.3 13.9 25.1 9.9 7.7 8.7 0.3 34.1 8.8 11.9 1.4

不明 58 37.9 15.5 24.1 8.6 5.2 10.3 0.0 31.0 17.2 6.9 1.7

投票率向上に努力すべき 708 44.8 16.8 29.4 10.5 7.8 11.6 0.7 37.6 8.5 3.2 1.8

低投票率もやむを得ない 265 34.3 17.0 24.5 7.9 9.4 9.1 0.8 34.7 7.2 11.7 1.5

無理な投票率向上は必要ない 114 36.0 13.2 21.9 13.2 7.9 11.4 0.0 28.9 9.6 11.4 2.6

わからない 101 26.7 3.0 18.8 4.0 6.9 8.9 0.0 19.8 3.0 37.6 3.0

不明 13 15.4 15.4 23.1 15.4 7.7 0.0 0.0 46.2 7.7 0.0 23.1

支
持
政
党

有
無
別

今
後
の
投
票
率

の
あ
り
方
別

年
齢
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

投
票
義
務
感
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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２－６.投票率の今後 

  

・大都市の低投票率の原因について、各年代とも、「地域との結びつきが弱いから」が多い意見

である。 

・投票を「義務」「権利」と考える人や市議選への関心が高い人は「地域との結びつきが弱いか

ら」と考えている一方、「投票は個人の自由」と考える人は、当然ながら「棄権も意思表示の

一つ」を指摘している。 

・今後の投票率のあり方について、意見が二分している。投票経験が多く義務感の高いグループ

は、投票率向上を目指すが、肝心の低投票率グループは、無理に向上させる必要はないと考え

る人が多い。 

 

 

 

  

表 大都市における低投票率の原因(Q34) 
回
収
数

大
都
市
は
人
口
の
移
動
性

が
高
く

、
地
域
と
の
結
び

つ
き
が
弱
い
か
ら

大
都
市
に
は
棄
権
も
意
思

表
示
の
一
つ
と
い

っ
た
考

え
を
も
つ
人
が
多
い
か
ら

大
都
市
で
は
す
ぐ
に
地
域

の
利
益
に
な
る
公
約
の
実

現
が
望
め
な
い
か
ら

大
都
市
で
は
義
理
で
投
票

し
よ
う
と
す
る
人
が
少
な

い
か
ら

そ
の
他

な
ん
と
も
い
え
な
い

不
明

全体 1201 29.6 15.7 18.7 7.9 8.1 19.1 0.8

20～24歳 37 32.4 24.3 5.4 8.1 13.5 16.2 0.0

25～29歳 72 22.2 8.3 18.1 16.7 16.7 18.1 0.0

30～39歳 183 29.5 9.8 18.6 7.7 13.7 20.2 0.5

40～49歳 166 24.7 10.2 20.5 8.4 9.6 26.5 0.0

50～59歳 207 29.5 19.3 20.3 5.8 9.7 15.5 0.0

60～69歳 297 30.6 17.8 19.5 8.1 4.7 18.5 0.7

70歳以上 235 34.5 19.6 17.0 6.4 2.1 17.9 2.6

不明 4 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 0.0 25.0

投票は国民の義務である 524 33.6 14.3 19.7 5.5 8.6 17.6 0.8

投票は国民の権利である 437 30.4 16.5 18.8 9.8 8.0 15.6 0.9

投票する・しないは個人の自由 173 21.4 21.4 17.9 9.8 5.8 23.1 0.6

なんともいえない 60 15.0 6.7 15.0 8.3 11.7 43.3 0.0

不明 7 14.3 14.3 0.0 14.3 0.0 42.9 14.3

会員になっている 93 43.0 17.2 20.4 4.3 4.3 7.5 3.2

会員になっていない 1098 28.5 15.7 18.6 8.2 8.5 20.0 0.5

不明 10 30.0 10.0 20.0 10.0 0.0 20.0 10.0

非常に関心を持った 274 33.2 18.6 19.0 5.5 9.9 12.4 1.5

多少は関心を持った 490 31.0 15.7 18.8 8.2 8.4 17.3 0.6

あまり関心を持たなかった 283 25.4 15.5 20.1 8.5 6.7 23.0 0.7

全く関心を持たなかった 92 29.3 10.9 16.3 8.7 9.8 25.0 0.0

どちらともいえない 54 24.1 11.1 13.0 11.1 1.9 38.9 0.0

不明 8 12.5 12.5 25.0 25.0 0.0 12.5 12.5

そう思う 237 32.5 14.8 12.7 5.5 13.1 20.7 0.8

どちらかといえばそう思う 436 31.7 18.3 20.9 7.8 6.7 13.3 1.4

どちらかといえばそう思わない 245 34.3 13.9 24.1 8.2 5.7 13.9 0.0

そう思わない 159 20.1 16.4 22.6 8.8 10.1 21.4 0.6

わからない 118 18.6 11.9 7.6 10.2 5.9 45.8 0.0

不明 6 50.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7

投票率向上に努力すべき 708 31.4 16.9 20.1 7.1 9.3 14.3 1.0

低投票率もやむを得ない 265 27.9 17.7 18.9 9.8 7.2 17.7 0.8

無理な投票率向上は必要ない 114 31.6 12.3 18.4 8.8 8.8 20.2 0.0

わからない 101 18.8 5.9 8.9 7.9 2.0 56.4 0.0

不明 13 38.5 15.4 23.1 7.7 0.0 7.7 7.7

投
票
が
地
方
政
治
に

反
映
す
る
と
い
う
意

識
別

今
後
の
投
票
率

の
あ
り
方
別

年
齢
別

投
票
義
務
感
別

後
援
会
加

入
状
況
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

 

注)数値は回収数を100とした％ 



- 39 - 

 

表 今後の投票率のあり方(Q35) 

回
収
数

も

っ
と
投
票
率
を
上
げ

る
よ
う
に
努
力
す
べ
き

だ
と
思
う

投
票
率
が
低
い
の
も
や

む
を
得
な
い
と
思
う

無
理
に
投
票
率
を
上
げ

る
必
要
は
な
い
と
思
う

わ
か
ら
な
い

不
明

全体 1201 59.0 22.1 9.5 8.4 1.1

20～24歳 37 64.9 16.2 8.1 10.8 0.0

25～29歳 72 54.2 26.4 13.9 5.6 0.0

30～39歳 183 58.5 26.2 9.8 4.9 0.5

40～49歳 166 51.2 22.3 13.3 12.7 0.6

50～59歳 207 58.5 27.1 9.2 4.3 1.0

60～69歳 297 64.6 16.2 8.8 9.8 0.7

70歳以上 235 59.1 21.3 6.8 10.6 2.1

不明 4 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0

非常に愛着をもっている 666 62.5 19.7 7.8 8.9 1.2

ある程度愛着をもっている 434 56.0 24.2 11.3 7.4 1.2

どちらともいえない 52 53.8 30.8 9.6 5.8 0.0

あまり愛着をもっていない 19 47.4 21.1 26.3 5.3 0.0

まったく愛着をもっていない 9 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0

不明 21 42.9 28.6 14.3 14.3 0.0

かならず投票している 624 68.1 16.8 7.7 5.9 1.4

だいたい投票している 397 54.4 25.2 10.1 9.6 0.8

あまり投票していない 137 36.5 39.4 11.7 12.4 0.0

投票したことがない 17 41.2 17.6 23.5 17.6 0.0

今回はじめて 6 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0

答えたくない 15 26.7 20.0 33.3 20.0 0.0

不明 5 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0

投票は国民の義務である 524 69.3 16.8 7.4 5.2 1.3

投票は国民の権利である 437 56.5 24.3 11.2 7.1 0.9

投票する・しないは個人の自由 173 42.2 32.9 11.6 13.3 0.0

なんともいえない 60 38.3 21.7 10.0 28.3 1.7

不明 7 28.6 14.3 0.0 42.9 14.3

ある 497 67.2 17.3 7.8 6.6 1.0

ない 646 52.6 26.2 10.7 9.4 1.1

不明 58 58.6 17.2 10.3 12.1 1.7

そう思う 237 67.9 14.3 10.1 5.9 1.7

どちらかといえばそう思う 436 61.5 21.3 9.4 6.4 1.4

どちらかといえばそう思わない 245 62.0 24.9 6.5 6.5 0.0

そう思わない 159 48.4 33.3 12.6 5.0 0.6

わからない 118 40.7 19.5 11.0 28.8 0.0

不明 6 33.3 16.7 0.0 16.7 33.3

支
持
政
党

有
無
別

投
票
が
地
方
政
治
に

反
映
す
る
と
い
う

意
識
別

年
齢
別

大
阪
へ
の
愛
着
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

投
票
義
務
感
別

 
                                     注)数値は回収数を100とした％ 
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２－７.インターネットの利用状況 

  

・インターネットは、若年層はよく利用し、年齢が上がるにつれ利用していない。 

・投票への関心や投票経験と、インターネットの利用は、年齢を考慮すると関連は見られない。 

・現在はインターネットを利用した選挙運動が禁止されているが、各世代とも、また、関心度や

投票経験に関わらず、何らか一定の規制は必要と考えている。また、低投票率グループではメ

ール規制の意見が多い。 

 

 

 

 

表 インターネットの利用状況(Q38) 

回
収
数

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
よ
く
利
用
す
る

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
は
利
用
で
き
る
が

、

あ
ま
り
利
用
し
な
い

家
庭
で
は
利
用
し
な
い
が

、
会
社
等
で

は
利
用
し
て
い
る

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
は
利
用
し
た
い
が

、

現
在
は
利
用
し
て
い
な
い

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
は
利
用
し
な
い

不
明

全体 1201 36.6 18.1 3.1 9.8 31.1 1.3

20～24歳 37 78.4 13.5 0.0 5.4 0.0 2.7

25～29歳 72 66.7 19.4 1.4 8.3 4.2 0.0

30～39歳 183 68.3 15.3 3.8 6.0 6.6 0.0

40～49歳 166 52.4 21.7 4.2 11.4 10.2 0.0

50～59歳 207 35.7 25.1 5.8 7.7 24.6 1.0

60～69歳 297 19.5 18.9 2.7 11.4 45.8 1.7

70歳以上 235 7.2 10.6 0.9 12.8 66.0 2.6

不明 4 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0

非常に関心を持った 274 34.3 17.2 3.6 9.5 33.9 1.5

多少は関心を持った 490 34.5 19.2 2.0 9.2 33.7 1.4

あまり関心を持たなかった 283 39.9 17.7 2.8 12.0 26.1 1.4

全く関心を持たなかった 92 48.9 14.1 6.5 7.6 22.8 0.0

どちらともいえない 54 29.6 24.1 5.6 7.4 31.5 1.9

不明 8 25.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0

かならず投票している 624 32.7 17.0 3.0 9.6 36.4 1.3

だいたい投票している 397 40.1 18.9 4.0 9.8 26.4 0.8

あまり投票していない 137 38.7 22.6 1.5 10.2 26.3 0.7

投票したことがない 17 52.9 5.9 0.0 17.6 17.6 5.9

今回はじめて 6 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7

答えたくない 15 53.3 13.3 0.0 6.7 20.0 6.7

不明 5 20.0 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0

年
齢
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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表 インターネットを利用した政治活動(Q39) 

回
収
数

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト

（
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
・

メ
ー

ル

）
を
利
用
し
た
選
挙
運
動
を
解

禁
す
る
べ
き
だ

メ
ー

ル
は
よ
い
が
ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
は
規

制
す
べ
き
だ

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
は
よ
い
が
メ
ー

ル
は
規

制
す
べ
き
だ

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
を
利
用
し
た
選
挙
運

動
は
規
制
し
て
お
く
べ
き
だ

そ
の
他

不
明

全体 1201 18.9 1.7 30.6 36.0 6.3 6.5

20～24歳 37 27.0 0.0 40.5 24.3 0.0 8.1

25～29歳 72 18.1 2.8 59.7 18.1 1.4 0.0

30～39歳 183 26.2 1.1 43.7 24.6 1.6 2.7

40～49歳 166 23.5 2.4 41.6 27.1 4.2 1.2

50～59歳 207 19.3 1.4 33.8 37.2 5.3 2.9

60～69歳 297 16.8 1.7 20.5 45.5 7.7 7.7

70歳以上 235 11.5 1.7 11.9 46.0 13.2 15.7

不明 4 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0 50.0

非常に関心を持った 274 20.8 1.5 26.6 38.3 6.9 5.8

多少は関心を持った 490 14.5 1.8 31.6 39.2 7.3 5.5

あまり関心を持たなかった 283 21.2 1.8 31.8 31.8 4.6 8.8

全く関心を持たなかった 92 27.2 2.2 33.7 28.3 6.5 2.2

どちらともいえない 54 20.4 1.9 27.8 33.3 3.7 13.0

不明 8 37.5 0.0 37.5 12.5 0.0 12.5

かならず投票している 624 16.8 1.8 27.9 39.7 6.7 7.1

だいたい投票している 397 21.2 1.0 32.2 32.7 7.1 5.8

あまり投票していない 137 21.9 3.6 41.6 25.5 2.9 4.4

投票したことがない 17 17.6 5.9 41.2 17.6 11.8 5.9

今回はじめて 6 33.3 0.0 0.0 50.0 0.0 16.7

答えたくない 15 20.0 0.0 0.0 73.3 0.0 6.7

不明 5 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 40.0

年
齢
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
注)数値は回収数を100とした％ 
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２－８.センキョンの認知度 

  

・選挙マスコット「センキョン」は、３割弱の認知率である。 

・49歳以下では、認知率が高い。 

・今回は、前回と違ってセンキョンのイラストをアンケート表や封筒に掲載したため、認知率が

上がった可能性もある。 

 

 

表 センキョンの認知度(Q40k) 

回
収
数

知

っ
て
い
る

知
ら
な
い

不
明

全体 1201 28.6 70.8 0.6

20～24歳 37 51.4 48.6 0.0

25～29歳 72 36.1 63.9 0.0

30～39歳 183 41.0 59.0 0.0

40～49歳 166 42.2 57.8 0.0

50～59歳 207 28.0 71.5 0.5

60～69歳 297 19.9 79.8 0.3

70歳以上 235 15.7 83.0 1.3

不明 4 0.0 50.0 50.0

非常に関心を持った 274 27.7 71.5 0.7

多少は関心を持った 490 29.8 69.6 0.6

あまり関心を持たなかった 283 30.7 68.6 0.7

全く関心を持たなかった 92 23.9 76.1 0.0

どちらともいえない 54 18.5 81.5 0.0

不明 8 37.5 62.5 0.0

かならず投票している 624 29.6 69.4 1.0

だいたい投票している 397 29.0 71.0 0.0

あまり投票していない 137 24.8 75.2 0.0

投票したことがない 17 23.5 76.5 0.0

今回はじめて 6 33.3 66.7 0.0

答えたくない 15 26.7 73.3 0.0

不明 5 0.0 80.0 20.0

年
齢
別

市
議
選
へ
の

関
心
度
別

こ
れ
ま
で
の
投
票
状
況
別

 
                              注)数値は回収数を100とした％ 
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