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調査目的
本調査は、過去に当機構が実施した「情報セキュリティの脅威に対する意識調査」を継承し、インターネット利用者を対象としたアン
ケート調査を実施することで、パソコンおよびスマートデバイスの個人利用者が、情報セキュリティ関連の脅威に対する認識をどの程
度深めているか、どの程度対策を進めているか等を把握し、今後の普及啓発活動に役立てることを目的とする。

調査対象者

【対象者条件】
全国13歳以上の、①パソコンでのインターネット利用者ならびに②スマートデバイス（スマートフォンまたはタブレット端末）でのイン
ターネット利用者。それぞれの利用者の性別・年代別構成をもとに割り付けて回収（下表参照）。
【納品サンプル数および割付】
①パソコンでの情報セキュリティの脅威に対する意識調査（以下「パソコン調査」） 5,000サンプル
②スマートデバイスでの情報セキュリティの脅威に対する意識調査（以下「スマートデバイス調査」） 5,000サンプル

※①②の振り分けにあたっては、事前調査にて、①は「インターネットはパソコンのみで行う」または「インターネットの利用時間がス
マートデバイスよりパソコンの方が長い」回答者を、②は「インターネットはスマートデバイスのみで行う」または「インターネットの利用
時間がパソコンよりスマートデバイスの方が長い」回答者を抽出。

調査手法 インターネット調査

調査時期 2019年12月6日（金）～12月17日（火）

調査実施会社 株式会社ネオマーケティング

調査結果の見方

• nは回答者数を表している。
• 回答率（％）は小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位までを表示している。このため、合計数値は必ずしも100％とはならない

場合がある。
• 設問の回答には、単一回答と複数回答がある。複数回答の設問は、回答率（％）の合計が100％を超える場合がある。
• nが30未満の数値は参考値とする。

1.調査概要

n数 ％ n数 ％ n数 ％ n数 ％ n数 ％ n数 ％

13-14歳 31 0.6% 34 0.7% 65 1.3% 13-14歳 37 0.7% 52 1.0% 89 1.8%

15-19歳 120 2.4% 115 2.3% 235 4.7% 15-19歳 184 3.7% 180 3.6% 364 7.3%

20-29歳 369 7.4% 355 7.1% 724 14.5% 20-29歳 404 8.1% 413 8.3% 817 16.3%

30-39歳 451 9.0% 383 7.7% 834 16.7% 30-39歳 462 9.2% 479 9.6% 941 18.8%

40-49歳 599 12.0% 485 9.7% 1,084 21.7% 40-49歳 557 11.1% 577 11.5% 1,134 22.7%

50-59歳 521 10.4% 384 7.7% 905 18.1% 50-59歳 419 8.4% 434 8.7% 853 17.1%

60-69歳 452 9.0% 246 4.9% 698 14.0% 60-69歳 288 5.8% 275 5.5% 563 11.3%

70歳以上 321 6.4% 134 2.7% 455 9.1% 70歳以上 121 2.4% 118 2.4% 239 4.8%

合計 2,864 57.3% 2,136 42.7% 5,000 100.0% 合計 2,472 49.4% 2,528 50.6% 5,000 100.0%

①パソコン調査 ②スマートデバイス調査

男性 女性 合計 男性 女性 合計
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2.回答者属性 【パソコン調査】
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2.回答者属性 【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要
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3.調査結果概要 （1）インターネットサービスの利用状況

パソコンは「Windows10」、スマートデバイスは「Android」「iOS」が利用OSの主流。

インターネットは主に情報収集や買い物目的で利用されており、スマートデバイスでは「SNS」の利用も多い。

パソコン利用者の使用機器のOS

 使用機器のOSについて最も高いのは､「Windows 10」(67.5％)である。次いで「Windows 7」(14.4％)､「Windows 8 / 8.1」(9.2％)､「Mac OS / Mac OS X
（Macintoshシリーズ）」(4.2％)と続く。

 2018年と比較すると､「Windows 10」の割合が上昇している。「Windows 7」の割合が低下している。

【Q1】使用機器のOS（p21-22）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者の使用機器のOS

 使用機器のOSについて最も高いのは､「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、MediaPad、ZenPadなど）」(48.5％)である。次いで「iOS（iPhone
シリーズ、iPadシリーズ）」(46.2％)､「Windows（Windows Phone、Windows Mobile、Windows RT、Windows 8／8.1、Windows 10）」(2.2％)､「Fire OS（Kindle Fireな
ど）」(0.3％)と続く。

 年代別でみると､10代､20代は「iOS（iPhoneシリーズ、iPadシリーズ）」が最も高い。
 職業別では､会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者）､高校生､大学生は「iOS（iPhoneシリーズ、iPadシリーズ）」が最も高い。
 2018年と比較すると､「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、MediaPad、ZenPadなど）」の割合が上昇している。「iOS（iPhoneシリーズ、iPadシ

リーズ）」の割合が低下している。

【Q1】使用機器のOS（p76）【スマートデバイス調査】

パソコン利用者のウェブサイト・インターネットサービスの利用用途

 ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途について最も高いのは､「検索サイト・ポータルサイト」(87.3％)である。次いで「インターネットショッピング
（Amazon、楽天など）」(67.7％)､「ニュースサイト」(63.9％)､「Webメール（Gmail、Yahoo!メールなど）」(46.5％)と続く。

 年代別でみると､20代は「動画共有サイト（YouTube、ニコニコ動画など）」の割合が全体よりも高い。
 2018年と比較すると､「懸賞サイト」の割合が上昇している。「インターネットショッピング（Amazon、楽天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」の

割合が低下している。

【Q3】ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途（p29）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者のウェブサイト・インターネットサービスの利用用途

 ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途について最も高いのは､「検索サイト・ポータルサイト」(84.2％)である。次いで「ニュースサイト」(63.9％)､「イン
ターネットショッピング（Amazon、楽天など）」(61.3％)､「SNS（Facebook、mixi、Google+、Twitter、LINEなど）」(55.4％)と続く。

 年代別でみると､60代は「ニュースサイト」の割合が全体よりも高い。
 2018年と比較すると､「商品比較・クチコミなどのコミュニティサイト」「辞書・百科事典サイト（Wikipedia、goo辞書など）」「インターネットショッピング（Amazon、楽

天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」の割合が低下している。

【Q3】ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途（p88）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （2）インターネット利用時の脅威や被害①

情報セキュリティに関する攻撃・脅威の中では、各利用者ともに「フィッシング詐欺」「ワンクリック請求」の認知度が
高い。前年と比較すると「ワンクリック請求」の認知度は低下している。

各利用者ともに「フィッシング詐欺」「ワンクリック請求」は全問正解の割合が2割未満に留まっており、認知度の割
に内容が正しく理解されているとは言い難いのが現状。

さらに、パソコン利用者は「フィッシング詐欺」、スマートデバイス利用者は「ワンクリック請求」の全問正解の割合が
低下。正しく理解されていない状況が常態化している

パソコン利用者の情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知・理解

 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知について最も高いのは､「フィッシング詐欺」(88.8％)である。次いで「ワンクリック請求」(85.0％)､「セキュリティ
ホール（脆弱性）」(71.4％)､「マルウェア」(60.6％)と続く。

 パソコン習熟度でみると､レベル4は「DoS（サービス妨害）攻撃」「セキュリティホール（脆弱性）」「セクストーション（性的脅迫）」「パスワードリスト攻撃（リスト型
アカウントハッキング）」「ビジネスメール詐欺（BEC）」「マルウェア」「ランサムウェア」「偽セキュリティソフト」「偽警告（サポート詐欺）」「標的型攻撃」の割合が
全体よりも高い。

 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」「セキュリティホール（脆弱性）」「標的型攻撃」「ランサムウェア」の割合が低下している。

 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度について、全問正解の割合をみると、「セキュリティホール（脆弱性）」(19.8％)が最も高い。次いで「フィッシン
グ詐欺」(17.1％)、「ワンクリック請求」(17.0％)、「マルウェア」(13.6％)、「ランサムウェア」(10.9％)と続く。

 2018年と比較すると「フィッシング詐欺」の全問正解の割合が低下している。

【Q5】情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知（p31-33）【パソコン調査】
【Q6】情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度（p34-40）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者の情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知・理解

 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知について最も高いのは､「ワンクリック請求」(82.6％)である。次いで「フィッシング詐欺」(80.9％)､「セキュリティ
ホール（脆弱性）」(60.3％)､「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング）」(52.1％)と続く。

 年代別でみると､60代､70代以上は「フィッシング詐欺」が最も高い。
 SD習熟度でみると､レベル4は「DoS（サービス妨害）攻撃」「セキュリティホール（脆弱性）」「セクストーション（性的脅迫）」「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウ

ントハッキング）」「ビジネスメール詐欺（BEC）」「マルウェア」「ランサムウェア」「偽セキュリティソフト」「偽警告（サポート詐欺）」「標的型攻撃」が全体よりも高い。
 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」「偽セキュリティソフト」「ビジネスメール詐欺（BEC）」の割合が低下している。

 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度について、全問正解の割合について最も高いのは､「ワンクリック請求」(14.7％)である。次いで「フィッシング
詐欺」(12.8％)､「セキュリティホール（脆弱性）」(12.5％)､「マルウェア」(8.3％)と続く。

 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」の全問正解の割合が低下している。

【Q5】情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知（p90-92）【スマートデバイス調査】
【Q6】情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度（p93-99）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （2）インターネット利用時の脅威や被害②

過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルの経験率は、各利用者ともに約4割。

インターネット上に漏洩したら困る情報は、各利用者ともに「パスワード」で6割弱。

パソコン利用者の情報セキュリティに関する被害・トラブル経験

 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「本文中のURLにアクセスするように促す不審なメールを受信した」(34.1％)であ
る。次いで「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された」(26.7％)､「添付ファイルを開くように促す不審なメールを受信した」(25.8％)､
「身に覚えのない支払いを求める（架空請求）メールを受信した」(19.7％)と続く。

 2018年と比較すると､「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された」の割合が低下している。

 インターネット上に漏えいしたら特に困る情報について最も高いのは､「パスワード」(66.0％)である。次いで「クレジットカード番号・使用期限・セキュリティコー
ド」(63.9％)､「マイナンバー（個人番号）」(56.7％)､「金融機関の口座番号」(47.1％)と続く

【Q8】過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル（p42）【パソコン調査】
【Q9】インターネット上に漏えいしたら特に困る情報（p44）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者の情報セキュリティに関する被害・トラブル経験

 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「本文中のURLにアクセスするように促す不審なメールを受信した」(32.8％)であ
る。次いで「添付ファイルを開くように促す不審なメールを受信した」(26.6％)､「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された」(21.7％)､
「身に覚えのない支払いを求める（架空請求）メールを受信した」(19.9％)と続く。

 インターネット上に漏えいしたら困る情報について最も高いのは､「パスワード」(60.5％)である。次いで「クレジットカード番号・使用期限・セキュリティコード」
(58.6％)､「マイナンバー（個人番号）」(55.6％)､「住所」(44.4％)と続く。

【Q8】過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル（p101）【スマートデバイス調査】
【Q9】インターネット上に漏えいしたら特に困る情報（p103）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （3）アカウントの管理方法①

パソコン利用者の約4割が「6個以上」のアカウントを保有している。

パスワードは「他人が推測しにくい内容」「初期パスワードを使わない」「長い文字数」に設定するなど、セキュリティ
対策を行っている。一方、「面倒」を理由に対策をとらない。

ID・パスワードの管理方法は「自分で記憶している」「手帳などの紙にメモをしている」がそれぞれ半数を占める

パソコン利用者のパスワード設定・管理状況

 インターネットサービス利用のための保有アカウント数で最も高いのは､「1個」(19.3％)である。次いで「6～10個」(13.4％)､「2個」(12.3％)､「3個」(12.1％)と続く。

 パスワード設定を「実施している」割合が最も高いのは「パスワードは他人が推測しにくい内容を設定している」（75.1％）である。次いで「初期パスワードが設
定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している」（62.7％）、「パスワードはできるだけ長い文字数を設定している」（59.8％）、「サービス毎に異なるパ
スワードを設定している（使い回しをしていない）」（50.2％）と続く。

 パスワード設定の非実施理由はどの項目も「対策を実施するのが面倒だから」が最も高い。

 ID・パスワードの管理方法について最も高いのは､「自分で記憶している」(53.3％)である。次いで「手帳などの紙にメモをしている」(52.1％)､「ブラウザの保存
機能を使っている」(15.5％)､「電子ファイル（メモ帳や表計算ソフト）に記録し管理している（ファイルにパスワードロックなどはしていない）」(8.5％)と続く。

 性別でみると､女性は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。
 年代別でみると､60代､70代以上は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。
 パソコン習熟度でみると､レベル1・2は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

【Q11】インターネットサービス利用のための保有アカウント数（p51）【パソコン調査】
【Q12】パスワード設定の実施状況（p52-53）【パソコン調査】

【Q14】パスワード設定の非実施理由（p57-59）【パソコン調査】
【Q15】ID・パスワードの管理方法（p60）【パソコン調査】
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3.調査結果概要 （3）アカウントの管理方法②

スマートデバイス利用者の約3割が「6個以上」のアカウントを保有している。

パスワードは「他人が推測しにくい内容」「初期パスワードを使わない」「長い文字数」に設定するなど、セキュリティ
対策を行っている。
一方、「面倒」を理由に対策をとらない人も多い。

スマートデバイス利用者のパスワード設定・管理状況

 インターネットサービス利用のための保有アカウント数で最も高いのは､「1個」(21.3％)である。次いで「6～10個」(14.7％)､「2個」(13.7％)､「3個」(13.6％)と続く。
 プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0個（自分以外の家族や契約者が管理しているなど）」が最も高い。
 2018年と比較すると､「６個以上 計」の割合が低下している。

 パスワード設定を「実施している」割合が最も高いのは「パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している」
（69.4％）である。次いで「初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している」（61.5％）、「パスワードはできるだけ長い文字数を設
定している」（56.6％）、「サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）」（41.5％）、と続く。

 パスワード設定の非実施理由はどの項目も「対策を実施するのが面倒だから」が最も高い。

 ID・パスワードの管理方法について最も高いのは､「自分で記憶している」(60.7％)である。次いで「手帳などの紙にメモをしている」(45.1％)､「ブラウザの保存
機能を使っている」(14.0％)､「電子ファイル（メモ帳や表計算ソフト）に記録し管理している（ファイルにパスワードロックなどはしていない）」(9.0％)と続く。

 年代別でみると､60代､70代以上は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

【Q11】インターネットサービス利用のための保有アカウント数（p110）【スマートデバイス調査】
【Q12】パスワード設定の実施状況（p111-113）【スマートデバイス調査】

【Q14】パスワード設定の非実施理由（p117-119）【スマートデバイス調査】
【Q15】ID・パスワードの管理方法（p120）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （4）脆弱性対策に関して

脆弱性対策の必要性について、パソコン利用者は6割強、スマートデバイス利用者は5割強が認知

パソコン利用者約4割強、スマートデバイス利用者は4割弱が実際に対策までしている

パソコン利用者の脆弱性対策

 ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知割合は64.4％。
 パソコン習熟度が高いほど、脆弱性対策の必要性の認知割合が高くなる。

 脆弱性対策については､「対策を全てできている」は4.7％､「対策をほとんどできている」(37.7％)を合計すると42.4％である。
 パソコン習熟度が高いほど､「対策できている(計)」の割合がも高い。

【Q16】ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知（p61）【パソコン調査】
【Q17】脆弱性対策（p62）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者の脆弱性対策

 ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知割合は52.9％。
 SD習熟度が高いほど、脆弱性対策の必要性の認知割合が高くなる。

 脆弱性対策については､「対策を全てできている」は5.7％､「対策をほとんどできている」(30.5％)を合計すると36.2％である。
 SD習熟度が高いほど､「対策できている(計)」の割合がも高い。

【Q16】ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知（p121）【スマートデバイス調査】
【Q17】脆弱性対策（p122）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （5）セキュリティ対策の実施状況①

情報セキュリティ対策は、パソコン利用者では「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」、スマートデバイス利用
者では「OSのアップデート」がトップである。
前回調査に比べ、パソコン利用者で「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」が低下している。

パソコン利用者の情報セキュリティ対策の実施状況

 情報セキュリティ対策について最も高いのは､「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」(55.1％)である。次いで「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッ
チの更新」(50.8％)､「不審な電子メールの添付ファイルは開かない」(45.8％)､「怪しいと思われるウェブサイトにはアクセスしない」(44.4％)と続く。

 年代別でみると､70代以上は「怪しいと思われるウェブサイトにはアクセスしない」「不審な電子メールの添付ファイルは開かない」の割合が全体よりも高い。
 パソコン習熟度でみると､レベル4は「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチの更新」が最も高い。
 2018年と比較すると､「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」の割合が低下している。

【Q18】情報セキュリティ対策（p63）【パソコン調査】
スマートデバイス利用者の情報セキュリティ対策の実施状況

 スマートデバイスのセキュリティ対策の実施状況について最も高いのは､「（可能な場合）OS（オペレーティングシステム）のアップデート」(46.5％)である。次い
で「信頼できる場所（公式サイト）からアプリをインストールする」(41.6％)､「インストールしたアプリのアップデート」(35.4％)､「パスワードやパターン、顔認証など
による画面ロック機能」(24.7％)と続く。

 2018年と比較すると､「（可能な場合）OS（オペレーティングシステム）のアップデート」「信頼できる場所（公式サイト）からアプリをインストールする」「インストー
ルしたアプリのアップデート」「アプリをインストールする前にレビューやコメントなどを確認する」の割合が低下している。

【Q19】スマートデバイスのセキュリティ対策の実施状況（p124）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （5）セキュリティ対策の実施状況②

セキュリティに関する問題意識は、パソコン利用者では「ウイルス対策ソフトは一度インストールしておけば安全」、
スマートデバイス利用者では「警告画面から誘導されたアプリをインストールした」がトップである。
多くの項目が6割以上を超えており、問題意識は高い。
前回調査に比べ、パソコン利用者で「有料の対策ソフトをインストールした」割合が低下している。

パソコン利用者の情報セキュリティに関する問題意識

 情報セキュリティに関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「ウイルス対策ソフトは一度インストールしておけば更新しなくても安全である」
(66.2％)である。次いで「「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッセージの案内に
従って要求された金額を支払った」(65.5％)､「ホームページにあるバナーをクリックしたら、アプリケーションのインストールを要求されたので、インストールし
た」(63.7％)､「インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従って有料の
対策ソフトをインストールした」(63.6％)と続く。

 2018年と比較すると､「インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従っ
て有料の対策ソフトをインストールした」「「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッ
セージの案内に従って要求された金額を支払った」の割合が低下している。

【Q21】情報セキュリティに関する問題意識（p69-70）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者のスマートデバイス利用に関する問題意識

 スマートデバイス利用に関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「「ウイルスに感染している」などの警告画面から誘導されたアプリをイン
ストールした」(67.9％)である。次いで「「不正ログインされた」などのパスワード変更を推奨するメールの案内に従ってID、パスワードを入力した」(65.9％)､「画
面ロックのPINを誕生日にしている」(61.9％)､「セキュリティアプリをインストールしていない」(57.5％)と続く。

 2018年と比較すると､「画面ロックのPINを誕生日にしている」「「ウイルスに感染している」などの警告画面から誘導されたアプリをインストールした」「「不正ロ
グインされた」などのパスワード変更を推奨するメールの案内に従ってID、パスワードを入力した」の割合が低下している。

【Q20】スマートデバイス利用に関する問題意識（p125-126）【スマートデバイス調査】



16

3.調査結果概要 （6）情報セキュリティに関する情報収集

各利用者が知りたいと思ったセキュリティ情報は、「予防策・対応策の具体的事例」「被害の情報」「相談や届出に
関する情報」「セキュリティサービス・製品に関する情報」が高い
セキュリティ情報を収集する際の問題点としては、「知らない用語が多い」「内容が難しい」「情報が多すぎる」など

パソコン利用者の情報セキュリティに関する情報収集状況

 過去1年間に知りたいと思ったセキュリティ情報について最も高いのは､「被害を防ぐための予防策や被害が生じた場合の対応策などの具体的事例に関する
情報」(32.0％)である。次いで「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」(31.4％)､「被害が起きたときの相談や届出に関する情報」
(22.1％)､「市販されているセキュリティサービス・製品に関する情報」(19.1％)と続く。

 パソコン習熟度でみると､レベル4は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。

 セキュリティ情報を収集する際の問題点について最も高いのは､「知らない用語が多い」(49.2％)である。次いで「内容が難しい」(49.0％)､「情報が多すぎる」
(35.9％)､「自分から情報収集や勉強をするのが面倒」(23.7％)と続く。

 年代別でみると､70代以上は「自分に関係がある情報なのかわからない」の割合が全体よりも高い。

【Q23】過去1年間に知りたいと思ったセキュリティ情報（p72）【パソコン調査】
【Q24】セキュリティ情報を収集する際の問題点（p73）【パソコン調査】

スマートデバイス利用者の情報セキュリティに関する情報収集状況

 過去１年間に知りたいと思ったセキュリティ情報について最も高いのは､「被害を防ぐための予防策や被害が生じた場合の対応策などの具体的事例に関する
情報」(35.2％)である。次いで「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」(34.8％)､「被害が起きたときの相談や届出に関する情報」
(23.7％)､「市販されているセキュリティサービス・製品に関する情報」(18.0％)と続く。

 年代別でみると､10代は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。
 SD習熟度でみると､レベル4は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。

 セキュリティ情報を収集する際の問題点について最も高いのは､「知らない用語が多い」(53.0％)である。次いで「内容が難しい」(50.1％)､「情報が多すぎる」
(38.0％)､「自分から情報収集や勉強をするのが面倒」(24.7％)と続く。

 プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「情報が多すぎる」が最も高い。
 2018年と比較すると､「知らない用語が多い」の割合が低下している。

【Q27】過去1年間に知りたいと思ったセキュリティ情報（p133）【スマートデバイス調査】
【Q28】セキュリティ情報を収集する際の問題点（p134）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （7）スマートデバイスの利用状況

ルート化やJailBreakを設定している割合は1割弱である。

スマートデバイス利用者のアプリ連携の設定利用率は約3割で、前回調査よりも低下している。

スマートデバイス利用者のスマートデバイスの利用状況

 ルート化やJailBreakの設定経験について最も高いのは､「ルート化やJail Breakがどういうことか、わからない」(58.9％)である。次いで「していない」(34.1％)､
「している」(7.1％)と続く。

 SD習熟度でみると､レベル4は「している」の割合が全体よりも高い。
 プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「していない」の割合が全体よりも高い。

 アプリ連携の設定・利用状況について最も高いのは､「アプリ連携を設定・利用しているかよくわからない」(37.2％)である。次いで「利用している」(28.5％)､「利
用していない」(23.2％)､「アプリ連携が提供されているサービスを利用していない」(11.1％)と続く。

 SD習熟度でみると､レベル4は「利用している」の割合が全体よりも高い。
 プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「利用していない」の割合が全体よりも高い。
 2018年と比較すると､「利用している」の割合が低下している。

【Q21】ルート化やJailBreakの設定経験（p127）【スマートデバイス調査】
【Q22】アプリ連携の設定・利用状況（p128）【スマートデバイス調査】
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3.調査結果概要 （8）位置情報について

位置情報を開示することのリスクがある割合は約7割いることから、位置情報の提供割合が半数に留まっているか。

「災害・緊急情報通知」ならば、9割弱が位置情報を提供しても良いと思っている。

スマートデバイス利用者の位置情報について

 サービス利用のための位置情報の提供割合は52.2％である。
 SD習熟度が高いほど、提供割合が高い。

 位置情報を開示することのリスクがある割合は71.3％である。
 SD習熟度が高いほど、位置情報を開示することのリスクがあると思う割合が高い。

 位置情報を提供しても良いサービスについて最も高いのは､「災害・緊急情報通知」(87.4％)である。次いで「交通情報通知」(66.9％)､「企業による地図ナビ
ゲーション」(46.2％)､「企業による最寄りの店舗情報」(31.3％)と続く。

【Q24】5-5-4.サービス利用のための位置情報の提供状況（p130）【スマートデバイス調査】
【Q25】5-5-5.位置情報を開示することのリスク（p131）【スマートデバイス調査】

【Q26】5-5-6.位置情報を提供しても良いサービス（p132）【スマートデバイス調査】



4.調査結果詳細 【パソコン調査】
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◼ パソコンの習熟度について最も高いのは､「パソコンに関する基本的な知識を有しており、具体的な操作方法やトラブル発生時の対応等は自分で調べて対処す
ることができるレベル」(39.8％)である。次いで「パソコンの基本的な操作や簡単な設定変更はでき、予期せぬ挙動やエラーが発生した場合も他者からの説明が
あれば理解、対処できるレベル」(31.7％)､「パソコンの基本的な操作はできるが、設定変更等は自分ではできず他者にお願いをする必要があるレベル」
(17.2％)､「パソコンに関する十分な知識を有しており、具体的な操作方法やトラブル発生時の対応等について他者に説明することができるレベル」(11.2％)と続
く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「パソコンの基本的な操作や簡単な設定変更はでき、予期せぬ挙動やエラーが発生した場合も他者からの説明があれば理解、対
処できるレベル」が最も高い。

4-1.インターネットサービスの利用状況
4-1-1.パソコンの習熟度

SC6_1 あなたのパソコンの習熟度として、最もあてはまるレベルを回答してください。（お答えは1つ）

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

非常に習熟している 習熟している 基本操作は習熟 入門・初心者

n=

パソコンに関する十分な知識を
有しており、具体的な操作方法
やトラブル発生時の対応等につ
いて他者に説明することができ

るレベル

パソコンに関する基本的な知識
を有しており、具体的な操作方

法やトラブル発生時の対応等は
自分で調べて対処することがで

きるレベル

パソコンの基本的な操作や簡単
な設定変更はでき、予期せぬ挙
動やエラーが発生した場合も他
者からの説明があれば理解、対

処できるレベル

パソコンの基本的な操作はでき
るが、設定変更等は自分ではで
きず他者にお願いをする必要が

あるレベル

全体 5000 11.2 39.8 31.7 17.2 
10代 300 12.7 34.3 25.0 28.0 
20代 724 17.5 44.3 26.2 11.9 
30代 834 10.2 46.0 30.0 13.8 
40代 1084 12.2 40.3 31.6 15.9 
50代 905 10.6 39.6 33.4 16.5 
60代 698 8.2 35.0 36.2 20.6 
70代以上 455 5.5 31.9 38.0 24.6 
経営者・役員 94 22.3 34.0 33.0 10.6 
会社員・公務員・教員（管理職） 440 18.2 45.9 25.0 10.9 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 177 44.1 39.0 14.1 2.8 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 922 12.0 46.7 31.3 9.9 
医者・弁護士等の専門職 84 4.8 50.0 23.8 21.4 
契約社員・派遣社員 264 8.3 43.9 34.1 13.6 
自営業・自由業 460 16.1 46.1 27.4 10.4 
専業主婦・主夫 626 2.7 20.8 39.5 37.1 
無職（定年退職・家事手伝い含む） 854 6.8 42.3 35.1 15.8 
パート・アルバイト 624 5.6 36.2 37.0 21.2 
中学生 91 12.1 17.6 17.6 52.7 
高校生 91 8.8 39.6 27.5 24.2 
専門学校生 15 - 46.7 33.3 20.0 
短大生・高専生 7 28.6 14.3 42.9 14.3 
大学生 111 21.6 43.2 27.9 7.2 
大学院生 29 20.7 65.5 13.8 - 
その他 111 8.1 39.6 29.7 22.5 
2018年 5000 10.2 36.6 34.3 18.9 

年
代
別

職
業
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

11.2 

39.8 

31.7 

17.2 

10.2 

36.6 
34.3 

18.9 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2019年 2018年
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◼ 使用機器のOSについて最も高いのは､「Windows 10」(67.5％)である。次いで「Windows 7」(14.4％)､「Windows 8 / 8.1」(9.2％)､「Mac OS / Mac OS X

（Macintoshシリーズ）」(4.2％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「Windows 10」の割合が上昇している。「Windows 7」の割合が低下している。

4-1-2.使用機器のOS①

Q1 あなたが主に利用しているパソコンのOSについて、あてはまるものを選択してください。OSの異なるパソコンを複数台利用している場合は、その中で最もインターネットの利用時間が長いパソコンのOSを
選択してください。（お答えは1つ）

全体 (5000)  

10代 (300)

20代 (724)

30代 (834)

40代 (1084)

50代 (905)

60代 (698)

70代以上 (455)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

年
代
別

時
系
別

4.2

4.0

6.2

4.6

3.7

4.2

3.2

3.1

4.3

4.6

4.1

4.9

0.9

1.7

0.4

1.1

1.3

0.8

0.7

0.7

1.1

2.6

2.4

2.9

0.7

0.7

1.0

1.1

0.7

0.6

0.1

0.2

0.8

1.9

4.4

7.0

14.4

10.3

13.3

16.7

16.7

13.3

14.0

11.6

21.9

27.2

30.8

46.2

9.2

9.0

9.9

7.8

9.7

9.0

8.6

10.8

10.6

10.2

13.1

25.0

67.5

66.7

64.2

65.2

64.7

70.3

71.3

73.0

58.2

50.0

42.3

10.0

0.2

0.2

0.2

0.1

0.4

0.2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.1

0.5

0.1

0.4

0.2

0.0

0.1

2.9

7.3

4.7

3.5

2.8

1.9

1.6

0.4

2.5

3.0

2.4

3.6

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

Mac OS / Mac OS X（Macintoshシリーズ） Windows XP Windows Vista

Windows 7 Windows 8 / 8.1 Windows 10

Chrome OS Linux / Ubuntu その他

わからない
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◼ 職業別でみると、大学生は「Windows 10」の割合が全体よりも高い。

4-1-2.使用機器のOS②

Q1 あなたが主に利用しているパソコンのOSについて、あてはまるものを選択してください。OSの異なるパソコンを複数台利用している場合は、その中で最もインターネットの利用時間が長いパソコンのOSを
選択してください。（お答えは1つ）

全体 (5000)  

経営者・役員 (94)

会社員・公務員・教員（管理職） (440)

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） (177)

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） (922)

医者・弁護士等の専門職 (84)

契約社員・派遣社員 (264)

自営業・自由業 (460)

専業主婦・主夫 (626)

無職（定年退職・家事手伝い含む） (854)

パート・アルバイト (624)

中学生 (91)

高校生 (91)

専門学校生 (15)

短大生・高専生 (7)

大学生 (111)

大学院生 (29)

その他 (111)

職
業
別

4.2

5.3

2.5

4.5

3.3

6.0

4.2

8.0

5.0

2.6

4.0

5.5

1.1

6.7

7.2

6.9

6.3

0.9

0.5

0.8

1.2

1.1

0.4

1.4

1.1

1.3

3.3

0.9

0.9

0.7

0.9

1.1

0.7

1.2

0.4

1.0

0.4

0.8

1.1

3.6

14.4

21.3

16.8

16.4

15.5

10.7

12.1

15.4

13.1

11.9

17.1

15.4

11.0

20.0

6.3

6.9

11.7

9.2

5.3

7.5

7.3

9.3

9.5

10.2

8.3

9.7

10.0

11.4

7.7

8.8

6.7

3.6

10.3

8.1

67.5

66.0

68.6

67.8

68.1

69.0

70.5

66.5

64.5

71.3

61.9

58.2

69.2

53.3

85.7

78.4

75.9

68.5

0.3

1.1

0.6

0.2

0.4

0.2

0.4

0.3

1.1

0.9

2.9

1.1

3.2

2.3

2.2

2.4

1.5

0.9

5.1

2.5

3.2

8.8

8.8

13.3

14.3

2.7

0.9

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

Mac OS / Mac OS X（Macintoshシリーズ） Windows XP Windows Vista

Windows 7 Windows 8 / 8.1 Windows 10

Chrome OS Linux / Ubuntu その他

わからない
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◼ パソコンでのインターネットの利用場所について最も高いのは､「自宅（無線LAN）」(61.6％)である。次いで「自宅（有線）」(41.2％)､「職場」(29.4％)､「外出先（公
衆無線LAN）」(4.2％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「学校」の割合が全体よりも高い。

◼ 職業別でみると､経営者・役員､会社員・公務員・教員（管理職）､会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者）は「職場」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「職場」の割合が低下している。

4-1-3.パソコンでのインターネットの利用場所

Q2 あなたがパソコンでインターネットを利用する場所はどこですか。主に利用しているパソコンに限らず、パソコンでインターネットを利用することのある場所をすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

※「インターネットカフェ、マンガ喫茶など」→2017年度以前は「インターネットカフェ、マンガ喫茶等」

n= 職場 学校 自宅（有線） 自宅（無線LAN）
自宅（データ通信

カード・端末利用）

外出先（データ通信

カード・端末利用）

外出先（公衆無線

LAN）

インターネットカ

フェ、マンガ喫茶な
ど

その他

全体 5000 29.4 3.9 41.2 61.6 2.4 3.8 4.2 2.9 0.1 

男性 2864 35.0 3.9 46.9 58.0 2.3 4.3 4.8 3.4 0.1 

女性 2136 21.9 3.8 33.5 66.4 2.5 3.1 3.4 2.2 0.1 

10代 300 15.0 25.7 30.3 70.0 3.0 3.3 4.0 5.7 0.3 

20代 724 30.5 10.8 30.0 68.6 2.6 5.4 5.8 5.4 0.3 

30代 834 35.5 1.7 42.3 59.8 4.0 4.9 5.4 4.6 - 

40代 1084 35.8 1.3 41.9 60.1 3.2 3.5 4.5 3.3 0.1 

50代 905 38.2 0.7 46.9 57.7 1.3 3.6 3.0 1.3 0.2 

60代 698 21.8 0.6 43.1 62.6 1.3 3.0 3.7 0.1 0.1 

70代以上 455 4.6 - 48.1 57.6 0.2 1.8 1.8 0.2 - 

経営者・役員 94 73.4 1.1 28.7 57.4 2.1 10.6 10.6 3.2 - 
会社員・公務員・教員（管理職） 440 66.6 4.1 37.0 58.6 3.4 5.2 4.5 4.3 - 

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 177 67.2 5.1 47.5 56.5 4.5 7.3 5.6 6.2 - 

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 922 59.5 2.8 42.8 58.5 2.5 5.1 6.1 4.2 - 
医者・弁護士等の専門職 84 56.0 1.2 31.0 61.9 1.2 1.2 2.4 2.4 - 

契約社員・派遣社員 264 47.7 1.5 40.9 62.1 3.0 4.5 6.1 3.0 0.4 
自営業・自由業 460 21.7 1.1 51.5 60.4 2.4 5.7 6.7 2.8 0.2 

専業主婦・主夫 626 1.0 0.3 32.1 69.8 1.3 0.8 1.8 0.6 - 

無職（定年退職・家事手伝い含む） 854 0.7 0.2 49.5 57.0 2.0 2.2 1.9 0.8 0.1 
パート・アルバイト 624 17.1 1.1 38.8 64.4 2.4 2.9 2.2 2.2 0.2 

中学生 91 12.1 16.5 36.3 65.9 1.1 2.2 3.3 4.4 1.1 
高校生 91 12.1 27.5 24.2 73.6 4.4 4.4 3.3 8.8 - 

専門学校生 15 6.7 26.7 26.7 86.7 - - - - - 

短大生・高専生 7 - 42.9 42.9 85.7 14.3 - - - - 
大学生 111 9.0 46.8 23.4 73.0 2.7 4.5 10.8 8.1 - 

大学院生 29 20.7 58.6 44.8 55.2 - - 10.3 6.9 - 
その他 111 7.2 1.8 46.8 58.6 0.9 4.5 1.8 0.9 1.8 

2018年 5000 34.5 3.5 44.5 61.2 2.7 4.9 5.2 3.1 0.2 

2017年 5000 34.3 2.7 48.5 62.4 4.2 7.4 7.9 5.2 0.4 

2016年 5000 27.2 3.2 47.7 60.2 4.0 5.5 5.6 4.1 0.1 

2015年 5000 28.1 5.6 48.7 58.9 3.6 5.7 5.9 3.1 0.2 

時

系

別

性

別

年
代

別

職

業
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下

　（属性n=30以上）

29.4 

3.9 

41.2 

61.6 

2.4 3.8 4.2 2.9 
0.1 

34.5 

3.5 

44.5 

61.2 

2.7 4.9 5.2 3.1 
0.2 

34.3 

2.7 

48.5 

62.4 

4.2 
7.4 7.9 

5.2 
0.4 

27.2 

3.2 

47.7 

60.2 

4.0 5.5 5.6 4.1 
0.1 

28.1 

5.6 

48.7 

58.9 

3.6 5.7 5.9 
3.1 

0.2 
0%

20%

40%

60%

80%
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◼ パソコンでのインターネット利用時間は、平日は「2時間～3時間未満」(20.1％)、休日は「3時間～5時間未満」(20.9％)が最も高い。

4-1-4.パソコンでのインターネット利用時間

SC5 あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。（お答えはそれぞれ1つ）

n= 30分未満
 30分～
 　1時間未満

1時間～
 1時間半未満

 1時間半～
 　2時間未満

 2時間～
   3時間未満

 3時間～
   5時間未満

 5時間～
   7時間未満

 7時間～
  10時間未満

10時間以上

平日 5,000 4.7 8.6 12.9 15.1 20.1 17.6 10.9 5.5 4.6 

休日 5,000 5.5 6.9 11.3 13.2 19.8 20.9 11.9 4.8 5.7 

0%

10%

20%

30%

平日 休日
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◼ パソコンでのインターネット利用時間（平日）について最も高いのは､「2時間～3時間未満」(20.1％)である。次いで「3時間～5時間未満」(17.6％)､「1時間半～2

時間未満」(15.1％)､「1時間～1時間半未満」(12.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「30分未満」が最も高い。

4-1-5.パソコンでのインターネット利用時間（平日）①

SC5S1 [平日のパソコンの利用時間] あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのお
よその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 5,000 4.7 8.6 12.9 15.1 20.1 17.6 10.9 5.5 4.6

男性 2,864 3.1 8.0 12.3 15.3 20.4 17.8 11.6 6.3 5.2

女性 2,136 6.9 9.3 13.8 14.9 19.7 17.3 10.0 4.4 3.8

10代 300 26.3 21.3 14.7 13.3 10.0 7.0 3.0 - 4.3

20代 724 6.9 8.8 14.4 15.5 16.7 14.0 13.0 6.9 3.9

30代 834 5.4 8.4 12.2 13.9 17.3 16.7 12.7 6.1 7.3

40代 1,084 3.0 7.7 11.7 13.7 21.2 18.2 11.4 7.4 5.6

50代 905 1.7 7.1 12.6 15.9 22.2 19.4 10.4 6.0 4.8

60代 698 1.4 6.9 13.3 16.5 22.9 22.1 9.7 4.3 2.9

70代以上 455 1.1 7.7 13.4 17.8 25.9 19.8 11.2 2.0 1.1

2018年 5,000 4.8 8.0 11.8 13.9 18.1 19.1 11.9 8.0 4.4

年
代
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性
別

4.7

8.6

12.9
15.1

20.1
17.6

10.9

5.5 4.64.8

8.0

11.8
13.9

18.1 19.1

11.9

8.0

4.4

0%

20%

40%

2019年 2018年
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◼ 職業別でみると､医者・弁護士等の専門職は「3時間～5時間未満」､中学生､高校生は「30分未満」が最も高い。

4-1-5.パソコンでのインターネット利用時間（平日）②

SC5S1 [平日のパソコンの利用時間] あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのお
よその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～2
時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 5,000 4.7 8.6 12.9 15.1 20.1 17.6 10.9 5.5 4.6

経営者・役員 94 5.3 9.6 14.9 19.1 14.9 13.8 11.7 5.3 5.3

会社員・公務員・教員（管理職） 440 5.2 14.3 15.2 17.3 18.0 14.1 8.6 5.5 1.8

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 177 7.3 4.0 13.0 13.0 17.5 13.6 10.7 12.4 8.5

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 922 4.7 10.7 15.6 19.4 19.7 14.5 7.6 5.0 2.7

医者・弁護士等の専門職 84 3.6 11.9 14.3 17.9 17.9 26.2 4.8 2.4 1.2

契約社員・派遣社員 264 2.3 9.1 16.3 17.0 24.2 17.8 6.4 5.3 1.5

自営業・自由業 460 1.3 3.5 9.3 11.5 19.1 19.3 18.7 8.9 8.3

専業主婦・主夫 626 3.4 8.3 14.2 15.7 23.2 21.1 8.3 3.2 2.7

無職（定年退職・家事手伝い含む） 854 1.5 4.4 6.8 10.2 21.5 21.7 16.6 7.7 9.5

パート・アルバイト 624 3.8 6.9 14.9 17.5 20.8 18.4 11.2 3.8 2.6

中学生 91 38.5 28.6 11.0 8.8 7.7 4.4 1.1 - -

高校生 91 28.6 22.0 14.3 12.1 8.8 5.5 3.3 1.1 4.4

専門学校生 15 6.7 - 13.3 20.0 13.3 6.7 26.7 - 13.3

短大生・高専生 7 42.9 - - 28.6 - 14.3 14.3 - -

大学生 111 9.9 9.9 18.0 15.3 17.1 15.3 9.0 2.7 2.7

大学院生 29 6.9 20.7 13.8 10.3 6.9 17.2 17.2 3.4 3.4

その他 111 1.8 3.6 9.0 9.0 30.6 19.8 11.7 4.5 9.9

2018年 5,000 4.8 8.0 11.8 13.9 18.1 19.1 11.9 8.0 4.4

職
業
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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◼ パソコンでのインターネット利用時間（休日）について最も高いのは､「3時間～5時間未満」(20.9％)である。次いで「2時間～3時間未満」(19.8％)､「1時間半～2

時間未満」(13.2％)､「5時間～7時間未満」(11.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「30分未満」､70代以上は「2時間～3時間未満」が最も高い。

4-1-6.パソコンでのインターネット利用時間（休日）①

SC5S4 [休日のパソコンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのお
よその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
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満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
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満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 5,000 5.5 6.9 11.3 13.2 19.8 20.9 11.9 4.8 5.7

男性 2,864 3.5 5.8 9.8 13.0 19.9 22.3 12.9 5.9 6.9

女性 2,136 8.1 8.4 13.4 13.5 19.7 19.0 10.4 3.3 4.2

10代 300 20.7 14.0 14.0 14.3 14.3 12.7 3.0 3.0 4.0

20代 724 7.3 7.2 11.2 12.3 16.6 19.1 14.0 6.5 5.9

30代 834 7.3 6.6 12.1 11.9 15.0 19.8 13.3 5.6 8.4

40代 1,084 4.5 5.4 11.3 11.8 17.9 22.4 13.5 5.5 7.7

50代 905 3.2 6.1 10.4 13.1 23.2 22.3 11.5 4.8 5.4

60代 698 2.1 6.7 10.6 14.9 24.5 23.2 11.3 3.2 3.4

70代以上 455 1.1 7.7 11.6 17.4 28.1 21.1 9.5 2.4 1.1

2018年 5,000 7.0 6.9 11.1 13.4 19.6 19.1 12.7 4.8 5.4

年
代
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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◼ 職業別でみると､中学生､高校生は「30分未満」が最も高い。

4-1-6.パソコンでのインターネット利用時間（休日）②

SC5S4 [休日のパソコンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのお
よその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～2
時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 5,000 5.5 6.9 11.3 13.2 19.8 20.9 11.9 4.8 5.7

経営者・役員 94 12.8 8.5 13.8 19.1 18.1 16.0 3.2 4.3 4.3

会社員・公務員・教員（管理職） 440 6.8 10.2 14.5 14.3 18.0 19.8 9.8 3.4 3.2

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 177 3.4 7.9 7.3 13.6 19.8 19.2 12.4 9.6 6.8

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 922 6.0 7.4 12.1 14.9 20.1 21.5 11.2 2.4 4.6

医者・弁護士等の専門職 84 6.0 7.1 16.7 14.3 19.0 20.2 11.9 1.2 3.6

契約社員・派遣社員 264 4.9 3.0 10.2 13.3 20.1 25.8 13.3 4.5 4.9

自営業・自由業 460 5.0 4.1 9.3 9.6 20.2 20.4 15.0 8.5 7.8

専業主婦・主夫 626 5.6 9.1 15.8 17.4 20.3 19.3 8.1 2.1 2.2

無職（定年退職・家事手伝い含む） 854 1.3 4.2 6.7 10.2 20.5 23.2 16.7 8.0 9.3

パート・アルバイト 624 3.5 6.6 11.5 11.9 21.5 22.0 11.1 4.8 7.2

中学生 91 31.9 16.5 15.4 15.4 8.8 8.8 1.1 2.2 -

高校生 91 22.0 12.1 12.1 14.3 11.0 16.5 5.5 2.2 4.4

専門学校生 15 6.7 - 6.7 6.7 26.7 13.3 26.7 - 13.3

短大生・高専生 7 28.6 - - 14.3 14.3 28.6 - 14.3 -

大学生 111 5.4 8.1 10.8 14.4 18.9 17.1 14.4 6.3 4.5

大学院生 29 6.9 6.9 17.2 10.3 20.7 13.8 13.8 3.4 6.9

その他 111 1.8 5.4 9.0 9.0 24.3 22.5 13.5 4.5 9.9

2018年 5,000 7.0 6.9 11.1 13.4 19.6 19.1 12.7 4.8 5.4

職
業
別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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◼ ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途について最も高いのは､「検索サイト・ポータルサイト」(87.3％)である。次いで「インターネットショッピング
（Amazon、楽天など）」(67.7％)､「ニュースサイト」(63.9％)､「Webメール（Gmail、Yahoo!メールなど）」(46.5％)と続く。

◼ 年代別でみると､20代は「動画共有サイト（YouTube、ニコニコ動画など）」の割合が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「懸賞サイト」の割合が上昇している。「インターネットショッピング（Amazon、楽天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」の
割合が低下している。

4-1-7.ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途

Q3 あなたがパソコンでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）
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全体 5000 87.3 63.9 27.7 22.5 30.2 19.6 27.7 44.9 21.2 10.3 4.7 67.7 18.6 33.5 13.5 1.3 4.8 22.3 11.2 8.5 5.2 3.2 31.9 46.5 8.0 12.6 10.3 0.6 0.4 

男性 2864 87.5 68.3 29.7 22.1 29.6 19.3 30.6 49.3 23.3 17.2 6.3 68.6 22.6 38.8 17.7 2.0 6.6 23.0 12.9 10.2 5.8 3.1 34.1 48.1 9.3 13.8 12.3 0.6 0.5 

女性 2136 87.0 58.1 25.0 23.1 30.9 19.9 23.9 39.1 18.4 1.0 2.7 66.5 13.2 26.5 7.8 0.3 2.4 21.3 9.0 6.3 4.5 3.2 28.9 44.3 6.3 11.0 7.8 0.7 0.4 

10代 300 78.7 43.3 15.0 16.7 18.3 13.7 20.3 42.7 8.0 3.7 2.7 30.7 11.0 9.0 3.7 1.7 2.0 4.7 16.7 4.7 2.0 3.0 23.7 22.3 5.7 10.3 7.0 1.0 1.3 

20代 724 86.6 49.0 27.9 26.1 26.1 19.3 27.1 61.5 15.1 13.0 6.4 59.9 11.3 18.2 8.3 2.1 2.3 15.9 18.5 11.5 4.7 4.3 45.6 48.5 11.2 22.5 10.4 1.5 0.1 

30代 834 90.4 62.9 30.1 29.9 30.8 22.8 26.4 53.7 18.6 14.3 6.0 65.2 17.0 32.7 12.6 2.4 3.5 21.8 15.6 11.2 6.6 4.1 39.7 52.9 11.2 17.4 14.9 1.1 0.2 

40代 1084 90.3 67.4 29.2 28.4 34.4 21.7 28.6 46.1 22.9 12.7 6.5 72.3 23.6 40.4 14.0 1.3 3.3 22.2 12.3 9.8 5.1 2.9 33.9 50.8 9.0 11.9 12.9 0.7 0.4 

50代 905 89.4 69.4 30.5 21.2 33.6 20.9 28.1 41.2 25.4 9.2 4.0 71.4 23.4 40.2 12.8 0.8 5.1 24.4 6.6 7.6 5.2 2.5 26.5 45.0 6.5 8.7 9.4 0.1 0.4 

60代 698 87.0 72.9 28.2 14.2 30.8 17.0 28.8 34.5 23.9 7.6 2.7 78.7 19.2 37.7 16.9 0.4 8.6 28.9 4.3 7.6 5.3 3.0 22.3 44.8 5.6 8.6 7.2 - 0.4 

70代以上 455 77.8 69.9 21.5 8.6 25.5 14.3 31.6 24.6 27.7 3.5 1.5 74.3 15.4 39.3 24.8 - 10.1 30.3 5.5 1.8 5.9 2.0 22.0 42.6 2.6 5.3 4.8 - 0.9 

レベル4 560 86.4 67.1 35.9 27.9 33.8 26.1 29.8 44.5 19.5 14.5 12.0 65.0 22.9 42.1 18.9 3.4 9.8 26.6 16.3 17.5 7.5 7.0 39.3 49.1 18.6 18.2 15.5 0.9 0.5 

レベル3 1992 90.2 68.6 33.4 27.1 37.3 23.2 33.8 53.6 23.1 13.0 6.0 73.4 22.4 40.6 15.2 1.6 5.9 26.4 14.5 11.3 6.8 4.0 39.8 53.7 11.2 16.3 12.9 0.7 0.4 

レベル2 1586 89.0 64.8 24.8 20.9 27.6 18.0 26.2 43.5 22.8 8.4 2.6 69.2 17.2 31.4 11.4 0.5 3.2 21.2 8.4 5.4 4.3 2.2 27.9 46.8 3.8 10.3 7.8 0.4 0.4 

レベル1 862 78.2 49.3 14.5 11.5 16.2 9.7 15.1 27.8 15.0 4.8 0.9 53.7 9.5 15.4 10.0 0.7 1.9 11.7 5.8 2.1 1.7 0.6 16.1 27.6 1.4 4.8 5.8 0.8 0.7 

2018年 5000 86.3 65.7 29.6 24.7 35.1 20.5 30.2 43.4 14.8 10.2 5.7 75.0 21.5 35.8 14.6 1.7 7.7 30.0 12.8 11.6 7.1 4.2 28.8 44.4 9.3 12.2 12.2 0.6 0.5 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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◼ インターネットへの依存について最も高いのは､「気がつくと、思っていたより長い時間インターネットをしていることがある」(35.4％)である。次いで「インターネット
のない生活は、退屈で、むなしく、わびしいだろうと不安に思うことがある」(19.8％)､「配偶者や友だちと過ごすよりも、インターネットを利用したいと思うことがあ
る」(18.7％)､「気がつけば、また次のインターネット利用を楽しみにしていることがある」(17.0％)と続く。

4-1-8.インターネットへの依存

Q4 あなたが最近インターネットを利用する中で、次のようなことはどの程度ありますか。それぞれについて、ひとつずつお選びください。（お答えはそれぞれ1つ） ※値は「いつもある」
「よくある」の合計値
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こ

と

が

あ

る

日

々

の

生

活

の

問

題

か

ら

気

を

そ

ら

す

た

め

に

、
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

で

時

間

を

過

ご

す

こ

と

が

あ

る

気

が

つ

け

ば

、
ま

た

次

の

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

利

用

を

楽

し

み

に

し

て

い

る

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

の

な

い

生

活

は

、
退

屈

で

、

む

な

し

く

、
わ

び

し

い

だ

ろ

う

と

不

安

に

思

う

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

し

て

い

る

最

中

に

誰

か

に

邪

魔

を

さ

れ

る

と

、
い

ら

い

ら

し

た

り

、
怒

っ

た

り

、
言

い

返

し

た

り

す

る

こ

と

が

あ

る

夜

遅

く

ま

で

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

す

る
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と
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原

因

で

、
睡

眠

時
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が
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タ
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ネ

ッ
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を
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と
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で

も

、
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

の

こ

と

を

考

え

て

ぼ

ん

や

り

し

た

り

、

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

し

て

い

る

と

こ

ろ

を

空

想

し

た

り

す

る

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

し

て

い

る

と

き

「
あ

と

数

分

だ

け

」
と

自
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で

言

い

訳

し

て

い

る

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

す

る

時

間

や

頻

度

を

減

ら

そ

う

と

し

て

も

、
で

き

な

い

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

し

て

い

る

時

間

や

頻

度

を

、
人

に

隠

そ

う

と

す

る

こ

と

が

あ

る

誰

か

と

外

出

す

る

よ

り

、
イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

利

用

す

る

こ

と

を

選

ぶ

こ

と

が

あ

る

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

を

し

て

い

な

い

と

憂

う

つ

に

な

っ
た

り

、
い

ら

い

ら

し

た

り

し

て

も

、
再

開

す

る

と

嫌

な

気

持

ち

が

消

え

て

し

ま

う

こ

と

が

あ

る

全体 5000 35.4 12.5 18.7 7.0 6.9 7.3 7.0 14.7 7.1 13.6 17.0 19.8 9.3 15.2 6.9 12.6 12.2 7.3 12.3 7.3

男性 2864 33.0 11.4 18.9 6.6 6.6 7.3 7.1 14.0 7.1 12.8 16.3 19.4 8.7 14.5 6.8 10.9 11.1 7.1 12.4 6.8

女性 2136 38.7 14.0 18.4 7.6 7.2 7.3 7.0 15.5 7.1 14.7 17.9 20.4 10.1 16.1 7.0 14.9 13.8 7.6 12.2 7.9

10代 300 30.0 16.0 19.7 14.7 16.3 13.0 13.0 16.7 14.0 16.3 22.0 21.3 16.0 18.0 10.7 19.0 16.0 10.7 14.0 10.7

20代 724 42.5 18.6 26.2 13.5 10.8 13.0 12.7 17.1 14.2 23.2 26.1 29.0 15.3 20.7 11.5 20.0 18.9 13.1 20.7 11.3

30代 834 41.4 17.0 22.4 7.7 7.6 10.0 10.0 17.6 10.3 18.5 22.8 24.6 11.9 22.1 10.6 18.0 17.6 10.8 16.3 11.6

40代 1084 37.6 13.0 20.8 7.1 7.2 7.5 6.1 16.1 5.5 13.8 17.8 22.0 8.7 15.8 6.6 11.7 13.0 7.0 14.5 7.5

50代 905 33.1 9.5 15.0 4.6 4.9 4.9 5.3 13.5 4.2 10.5 13.0 15.5 7.8 12.0 4.1 9.4 8.3 5.0 7.5 4.6

60代 698 28.5 6.6 11.7 2.3 3.2 1.7 2.1 10.7 2.3 5.4 9.3 11.7 3.2 7.9 2.4 5.7 6.0 2.3 6.3 3.0

70代以上 455 26.6 6.2 12.3 2.0 2.0 2.2 2.0 9.2 2.4 5.9 6.2 11.6 4.4 7.7 3.1 5.7 4.8 2.4 3.7 2.0

レベル4 560 33.6 15.7 22.3 14.3 13.0 12.5 12.1 19.1 12.3 18.4 21.1 23.9 13.6 19.1 10.2 14.6 15.7 12.0 16.3 12.3

レベル3 1992 36.8 11.6 19.2 8.2 5.5 6.6 6.2 15.1 7.8 13.6 18.3 20.4 9.1 15.6 7.1 13.0 12.5 7.8 12.7 7.5

レベル2 1586 35.4 11.8 17.5 4.1 5.6 6.2 6.1 13.0 4.7 11.9 14.2 18.5 7.3 14.3 5.2 10.8 10.7 4.9 11.0 4.8

レベル1 862 33.4 13.9 17.4 4.8 8.2 7.3 7.5 14.0 6.7 13.9 16.4 18.2 10.6 13.2 7.1 13.8 12.3 7.4 11.3 8.1

2018年 5000 35.6 13.0 16.9 5.0 4.5 5.3 5.2 12.8 4.6 12.4 15.9 18.5 5.7 12.1 4.3 8.4 9.2 4.4 9.2 4.5

2017年 5000 52.3 19.4 19.6 6.4 6.6 7.6 7.4 16.5 7.1 16.1 19.1 20.3 7.6 16.4 6.8 11.6 13.1 6.7 11.0 7.0

　■全体+10Pt以上

　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下

　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン

習熟度

時系別
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7.0

0%

20%

40%

60%
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◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知（計）について最も高いのは､「フィッシング詐欺」(88.8％)である。次いで「ワンクリック請求」(85.0％)､「セキュリティ
ホール（脆弱性）」(71.4％)､「マルウェア」(60.6％)と続く。

4-2.インターネット利用時の脅威や被害
4-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知①

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

認知(計)

ワンクリック請求 (5000)  85.0

パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング） (5000) 54.4

フィッシング詐欺 (5000) 88.8

セキュリティホール（脆弱性） (5000) 71.4

標的型攻撃 (5000) 49.9

マルウェア (5000) 60.6

偽セキュリティソフト (5000) 58.2

DoS（サービス妨害）攻撃 (5000) 41.2

ビジネスメール詐欺（BEC） (5000) 47.5

偽警告（サポート詐欺） (5000) 54.0

ランサムウェア (5000) 57.0

セクストーション（性的脅迫） (5000) 31.5

13.2

7.5

12.8

9.6

7.1

8.1

7.5

6.6

6.5

8.6

6.6

4.5

37.1

20.9

34.4

28.4

17.1

20.4

19.8

13.9

16.4

19.6

16.4

10.3

34.6

26.0

41.6

33.3

25.8

32.0

30.8

20.8

24.7

25.7

34.0

16.7

15.0

45.6

11.2

28.6

50.1

39.4

41.8

58.8

52.5

46.0

43.0

68.5

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

詳しい内容を知っている 概要をある程度知っている 名前を聞いたことがある程度 名前も概要も知らない



32

◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の「認知」について、2018年と比較すると、「ワンクリック請求」「セキュリティホール（脆弱性）」「標的型攻撃」「ランサムウェ
ア」の割合が低下している。

4-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知②

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

ワ

ン

ク
リ
ッ

ク
請

求

85.0

91.4

91.3

88.7

89.1

15.0

8.6

8.7

11.3
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知 非認知

2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

パ
ス

ワ
ー

ド
リ

ス

ト
攻

撃

（
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ン
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）
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55.8
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41.6

42.5
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44.2
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2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

フ
ィ
ッ

シ
ン

グ

詐
欺

88.8

92.9

91.1

87.2

87.6

11.2

7.1

8.9

12.8

12.4

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

認知 非認知

2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

セ
キ
ュ

リ

テ
ィ

ホ
ー

ル

（

脆

弱
性
）

71.4

77.9

74.1

72.1

73.3

28.6

22.1

25.9

27.9

26.7

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

認知 非認知

2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

標
的

型
攻

撃

49.9

56.5

53.1

51.9

51.2
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ア
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38.2
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44.3
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撃
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ラ

ン
サ

ム
ウ
ェ

ア
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62.1
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34.1

26.9
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39.3

65.9
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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セ
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

認知 非認知
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◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知について最も高いのは､「フィッシング詐欺」(88.8％)である。次いで「ワンクリック請求」(85.0％)､「セキュリティホー
ル（脆弱性）」(71.4％)､「マルウェア」(60.6％)と続く。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「DoS（サービス妨害）攻撃」「セキュリティホール（脆弱性）」「セクストーション（性的脅迫）」「パスワードリスト攻撃（リスト型ア
カウントハッキング）」「ビジネスメール詐欺（BEC）」「マルウェア」「ランサムウェア」「偽セキュリティソフト」「偽警告（サポート詐欺）」「標的型攻撃」の割合が全体よ
りも高い。

◼ 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」「セキュリティホール（脆弱性）」「標的型攻撃」「ランサムウェア」の割合が低下している。

4-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知③

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

※値は「詳しい内容を知っている」
「概要をある程度知っている」

「名前を聞いたことがある程度」
の合計値

n=
ワンクリック

請求

パスワードリ
スト攻撃（リス
ト型アカウント
ハッキング）

フィッシング
詐欺

セキュリティ
ホール

（脆弱性）
標的型攻撃 マルウェア

偽セキュリ
ティソフト

DoS（サービ
ス妨害）攻撃

ビジネスメー
ル詐欺
（BEC）

偽警告
（サポート詐

欺）

ランサムウェ
ア

セクストー
ション

（性的脅迫）

全体 5000 85.0 54.4 88.8 71.4 49.9 60.6 58.2 41.2 47.5 54.0 57.0 31.5 

男性 2864 88.4 61.4 91.8 79.8 60.5 71.1 64.8 51.6 56.4 61.9 66.2 38.1 

女性 2136 80.4 44.9 84.9 60.2 35.8 46.4 49.3 27.2 35.6 43.4 44.6 22.6 

10代 300 80.0 54.0 78.7 63.7 50.3 54.7 57.0 45.0 47.0 51.3 52.7 42.3 

20代 724 88.5 63.0 85.5 72.5 55.4 67.3 61.9 54.7 53.5 61.7 62.3 41.6 

30代 834 89.8 59.8 89.4 72.2 50.1 68.3 58.0 49.0 50.7 55.0 63.9 36.7 

40代 1084 87.2 56.4 90.5 73.3 50.6 66.4 60.0 45.7 49.2 57.1 61.1 32.1 

50代 905 83.6 49.5 90.8 71.9 49.0 57.1 56.0 36.8 47.1 51.3 56.6 27.7 

60代 698 78.9 45.7 90.8 69.9 46.8 51.7 55.4 28.5 41.3 49.1 48.3 22.9 

70代以上 455 80.4 49.0 88.8 70.1 45.7 45.9 57.4 20.2 38.7 47.0 43.1 18.0 

レベル4 560 91.6 80.4 93.4 89.1 80.7 87.3 83.8 79.1 77.3 77.9 83.0 63.0 

レベル3 1992 91.1 63.1 93.1 83.2 59.5 74.8 66.2 51.8 56.3 63.7 69.1 36.9 

レベル2 1586 84.2 46.3 90.0 67.0 41.3 51.1 52.2 28.6 38.7 47.5 49.2 23.6 

レベル1 862 68.0 32.3 73.8 40.8 23.8 27.5 33.9 15.1 24.0 28.1 26.3 13.1 

2018年 5000 91.4 58.4 92.9 77.9 56.5 61.8 62.2 44.5 50.9 56.4 62.1 32.1 

性別

年代別

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度について、全問正解の割合をみると、「セキュリティホール（脆弱性）」(19.8％)が最も高い。次いで「フィッシング
詐欺」(17.1％)、「ワンクリック請求」(17.0％)、「マルウェア」(13.6％)、「ランサムウェア」(10.9％)と続く。

◼ 2018年と比較すると「フィッシング詐欺」の全問正解の割合が低下している。

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度①

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

※インターネット上での各攻撃・脅威を問う設問において、全3問正解の場合を「全問正解」、正解が2問以下の場合を「不正解あり」と定義している。
※n数を調査対象者全体として算出。 2019年：n=5000、2018年：n=5000、2017年：n=5000、2016年：n=5000、2015年：n=5000
※Q6はQ5で「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人に対して実施。そのため棒グラフの高さはQ5で「詳しい内容を知っ
ている」または「概要をある程度知っている」と回答した人の割合に相当
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◼ ワンクリック請求について、全問正解率は33.8％である。

◼ 正解率が最も高いのは「突然、アダルトサイトの会員登録完了などの画面が表示された場合、時間が経つと追加請求されることがあるので、すぐに誤登録である
ことを電話やメールで伝えることが大切です」(77.9％)である。2018年と比較すると、低下している。

◼ パスワードリスト攻撃について、全問正解率は13.5％である。 2018年よりも10.5ポイント上昇している。

◼ 正解率が最も高いのは「被害を防ぐには利用しているインターネットサービス毎に、異なるパスワードを設定することが有効です」(75.6％)である。

正解

×

突然、アダルトサイトの会員登録完
了などの画面が表示された場合、時
間が経つと追加請求されることがあ
るので、すぐに誤登録であることを電
話やメールで伝えることが大切です

×

パソコンの被害では不正プログラム
をインストールしたことにより登録完
了画面が繰り返し表示される症状が
出ることがありますが、パソコンを再
起動すれば簡単に解消できます

○

スマートフォンの場合、会員登録完
了画面を表示する際にシャッター音を
鳴らすことで、自分の写真が送信さ
れてしまったと誤認させて無視をしに
くくするといった手口もあります

77.9

64.3

49.0

87.2 

70.2 

47.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=2517) 2018年(n=2906)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度②

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)

ワンクリック請求 パスワードリスト攻撃

全問正解 不正解あり

2019年 13.5％ 86.5％

2018年 3.0％ 97.0％

2017年 15.9％ 84.1％

2016年 10.1％ 89.9％

2015年 15.9％ 84.1％

全問正解 不正解あり

2019年 33.8％ 66.2％

2018年 36.9％ 63.1％

正解

流出した利用者のアカウント情報の
リストを利用し、別のサービスへの不
正ログインを試みる攻撃のことです

辞書や人名録などのリストに載って
いる単語やそれらを組み合わせたパ
スワードを総当たりする攻撃手法で
す

被害を防ぐには利用しているインター
ネットサービス毎に、異なるパスワー
ドを設定することが有効です

○

×

○

66.8

22.8

75.6

69.2 

9.9 

78.9 

66.9 

22.7 

80.6 

59.3 

20.7 

71.2 

62.8 

25.5 

76.8 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1419) 2018年(n=1508) 2017年(n=1394)

2016年(n=1370) 2015年(n=1351)
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◼ フィッシング詐欺について、全問正解率は36.1％である。

◼ 正解率が最も高いのは「金融機関に限らず、オークションサイトやオンラインゲームを騙ったフィッシング詐欺もあります」(78.9％)である。

◼ セキュリティホールについて、全問正解率は52.0％である。

◼ 正解率が最も高いのは「WindowsUpdateなどを利用して常にパソコンを最新の状態にしておくことは、セキュリティホールを解消するのに有効です」(76.0％)で
ある。

正解

×

セキュリティホールが発見されるの
は、WindowsやMacなどのOSのみで
あり、ブラウザなどOS以外でセキュリ
ティホールが発見されることはありま
せん

○

セキュリティホールがあると、メール
を開いたり、ホームページを見ただけ
で、ウイルスに感染する可能性があ
ります

○

WindowsUpdateなどを利用して常に
パソコンを最新の状態にしておくこと
は、セキュリティホールを解消するの
に有効です

67.2

71.9

76.0

73.6 

74.8 

79.8 

77.6 

77.0 

82.6 

67.8 

70.0 

72.5 

73.3 

71.3 

75.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1904) 2018年(n=2082) 2017年(n=1843)

2016年(n=1795) 2015年(n=1868)

正解

×

メールのタイトルや本文については
偽装できても、メールの送信者欄
（Fromアドレス）まで偽装することは
不可能です

○

カード番号や暗証番号の入力を依頼
するメールが届いたときは、そのメー
ル自身や記載された情報の真偽を
確認することが大切です

○
金融機関に限らず、オークションサイ
トやオンラインゲームを騙ったフィッシ
ング詐欺もあります

50.3

71.4

78.9

58.7 

74.0 

82.7 

63.2 

72.0 

83.1 

56.5 

66.5 

79.9 

59.5 

67.5 

82.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=2361) 2018年(n=2549) 2017年(n=2260)

2016年(n=2176) 2015年(n=2200)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度③

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

フィッシング詐欺 セキュリティホール

全問正解 不正解あり

2019年 36.1％ 63.9％

2018年 45.0％ 55.0％

2017年 47.3％ 52.7％

2016年 39.2％ 60.8％

2015年 41.9％ 58.1％

全問正解 不正解あり

2019年 52.0％ 48.0％

2018年 59.2％ 40.8％

2017年 64.6％ 35.4％

2016年 52.3％ 47.7％

2015年 55.8％ 44.2％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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◼ 標的型攻撃について、全問正解率は17.0％である。2018年よりも上昇している。

◼ 正解率が最も高いのは「攻撃者が用意したサーバから不正なプログラムをダウンロードさせるために、まずはそれを実行するために必要なウイルスを、パソコン
に感染させるタイプがあります」(68.9％)である。

◼ マルウェアについて、全問正解率は47.8％である。

◼ 正解率が最も高いのは「コンピュータウイルスやスパイウェアなどがマルウェアに含まれます」(71.2％)である。

正解

○
悪意のあるソフトウェアのことを総称
してマルウェアと呼びます

○
コンピュータウイルスやスパイウェア
などがマルウェアに含まれます

×

マルウェアは電子メールの添付ファイ
ルを介して頒布され、インターネット
上のウェブサイトを利用して頒布され
ることはありません

68.7

71.2

64.7

65.8 

73.2 

73.6 

72.4 

77.5 

76.5 

63.3 

68.2 

64.0 

68.2 

70.7 

70.3 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1426) 2018年(n=1475) 2017年(n=1330)

2016年(n=1234) 2015年(n=1150)
正解

○
攻撃対象となるのは、不特定多数の
一般ユーザではなく、特定の組織や
特定の個人になります

○

攻撃者が用意したサーバから不正な
プログラムをダウンロードさせるため
に、まずはそれを実行するために必
要なウイルスを、パソコンに感染させ
るタイプがあります

×
メールの差出人のアドレスや本文の
内容から疑わしい要素を見つけやす
いので、対策が比較的容易です

37.9

68.9

49.5

18.0 

74.4 

51.4 

44.0 

73.3 

58.9 

39.3 

68.5 

51.1 

40.7 

71.2 

56.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1206) 2018年(n=1381) 2017年(n=1197)

2016年(n=1248) 2015年(n=1186)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度④

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

標的型攻撃 マルウェア

全問正解 不正解あり

2019年 17.0％ 83.0％

2018年 5.4％ 94.6％

2017年 24.0％ 76.0％

2016年 18.6％ 81.4％

2015年 22.5％ 77.5％

全問正解 不正解あり

2019年 47.8％ 52.2％

2018年 50.4％ 49.6％

2017年 58.8％ 41.2％

2016年 45.4％ 54.6％

2015年 50.2％ 49.8％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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◼ 偽セキュリティソフトについて、全問正解率は5.9％である。

◼ 正解率が最も高いのは「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された後、偽セキュリティソフトのダウンロードページに誘導されることがあ
ります」(75.5％)である。

◼ DoS攻撃について、全問正解率は21.0％である。2018年よりも上昇している。

◼ 正解率が最も高いのは「特定のサービスやサーバに対して、過剰なアクセスによる負荷をかけるなどによって利用できない状況にする攻撃です」(70.3％)である。

正解

○

特定のサービスやサーバに対して、
過剰なアクセスによる負荷をかける
などによって利用できない状況にす
る攻撃です

×

他者のアカウントに不正ログインをし
て、各種設定を変更するなどで当該
サービスを利用できない状況にする
攻撃です

×

ショッピングサイトにおいて被害を防
ぐためには、大量の発注でもサービ
スが低下しないように作業員や在庫
を十分に確保しておくことが重要です

70.3

36.1

46.4

73.8 

9.2 

45.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1021) 2018年(n=1080)

正解

×

セキュリティベンダが販売するセキュ
リティソフトの名前やデザインに酷似
した製品であるため、ショッピングサ
イトから誤って購入してしまうケース
が多くあります

○

正常なパソコンにも関わらず、不具合
が多数発見されたという表示をして、
対処するために対策ソフトを購入する
よう促します

○

ブラウザに突然「ウイルスに感染し
た」などの警告画面が表示された
後、偽セキュリティソフトのダウンロー
ドページに誘導されることがあります

13.8

72.1

75.5

8.4 

72.1 

80.2 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1366) 2018年(n=1425)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑤

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

偽セキュリティソフト DoS攻撃

全問正解 不正解あり

2019年 5.9％ 94.1％

2018年 2.9％ 97.1％

全問正解 不正解あり

2019年 21.0％ 79.0％

2018年 2.8％ 97.2％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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◼ ビジネスメール詐欺について、全問正解率は7.5％である。

◼ 正解率が最も高いのは「実際に取引関係にある企業の担当者を装い、振込先の口座が変更になったなどのメールを送信して金銭を詐取する手口です」(69.0％)

である。

◼ 偽警告について、全問正解率は11.0％である。

◼ 正解率が最も高いのは「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面と電話番号を表示させ、不安を煽って電話をかけるように誘導する手口です」
(77.5％)である。

正解

○

ブラウザに突然「ウイルスに感染し
た」などの警告画面と電話番号を表
示させ、不安を煽って電話をかけるよ
うに誘導する手口です

○

遠隔操作でパソコンを調査すると提
案され、調査の結果パソコンに問題
が見つかったとして有償のサポート
契約を持ちかけられます

×

自宅にサポートデスクの担当者が訪
問し、パソコンをチェックするとパ
フォーマンスが低下しているという診
断結果を告げられて新しいパソコン
の購入を迫られます

77.5

68.8

22.0

80.4 

73.3 

11.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1414) 2018年(n=1537)

正解

×

簡単に儲かる仕事があるといった内
容のメールが届き、そのために必要
な教材や商材などの購入を促す手口
です

○

実際に取引関係にある企業の担当
者を装い、振込先の口座が変更に
なったなどのメールを送信して金銭を
詐取する手口です

○

取引先だけでなく会社の取締役や弁
護士などにもなりすまし、早急な送金
が必要と思いこませる様々な緊迫し
た事由を持ち出して送金指示をしてく
るケースもあります

17.6

69.0

68.6

8.0 

76.7 

75.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1141) 2018年(n=1222)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑥

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

ビジネスメール詐欺 偽警告

全問正解 不正解あり

2019年 7.5％ 92.5％

2018年 1.5％ 98.5％

全問正解 不正解あり

2019年 11.0％ 89.0％

2018年 4.2％ 95.8％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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◼ ランサムウェアについて、全問正解率は47.4％である。

◼ 正解率が最も高いのは「コンピュータウイルスの一種で、パソコンが感染するとデータなどが正常に利用できなくなります」(72.7％)である。

◼ セクストーションについて、全問正解率は49.3％である。

◼ 正解率が最も高いのは「被害を防ぐためには、他人に見られると困るようなプライベートな写真や動画を撮影したり、送ったりしないことが大事です」(70.5％)であ
る。

正解

×
被害に遭ってしまった場合は、要求
がエスカレートしないように相手の要
求に従うことが重要です

○

SNSなどで知り合った異性からプライ
ベートな写真や動画のやりとりを持ち
かけられた後、その写真や動画をば
ら撒かれたくなければ金銭を支払え
などと脅迫されます

○

被害を防ぐためには、他人に見られ
ると困るようなプライベートな写真や
動画を撮影したり、送ったりしないこ
とが大事です

61.4

67.7

70.5

67.3 

71.4 

75.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=740) 2018年(n=730)

正解

○
コンピュータウイルスの一種で、パソ
コンが感染するとデータなどが正常
に利用できなくなります

○

データを暗号化するなどして読み取
れなくし、そのデータを使えるように
するために金銭を要求することがあり
ます

×
使えなくなったデータを元に戻すため
には、警告画面に従って金銭を支払
えば確実に使えるようになります

72.7

71.8

59.0

78.8 

77.5 

68.9 

82.8 

83.9 

74.7 

63.5 

62.8 

58.1 

60.5 

60.0 

57.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1150) 2018年(n=1189) 2017年(n=1159)

2016年(n=786) 2015年(n=532)

4-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑦

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

ランサムウェア セクストーション

全問正解 不正解あり

2019年 47.4％ 52.6％

2018年 57.0％ 43.0％

2017年 67.9％ 32.1％

2016年 42.2％ 57.8％

2015年 41.0％ 59.0％

全問正解 不正解あり

2019年 49.3％ 50.7％

2018年 54.7％ 45.3％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の情報入手について最も高いのは､「ニュースサイト」(38.0％)である。次いで「新聞・雑誌の特集など」(15.4％)､「セキュリ
ティベンダーのウェブサイト」(14.2％)､「セキュリティ専門家のブログ・SNS」(8.1％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「新聞・雑誌の特集など」の割合が全体よりも高い。

4-2-3.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の情報入手

Q7 あなたは前問で挙げたような攻撃や脅威などのセキュリティに関する情報を、どこで確認、入手していますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
専
門
家
の

ブ
ロ
グ
・
S
N
S

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
ベ
ン
ダ
ー

の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
ベ
ン
ダ
ー

の
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
関
連
の
イ

ベ
ン
ト
・
セ
ミ
ナ
ー

I
P
A
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ

ト
・
S
N
S

I
P
A
の
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ

ン I
P
A
の
発
行
書
籍

（
情

報
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
白
書
な

ど

）

ニ

ュ
ー

ス
サ
イ
ト

セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
関
連
の
書

籍 新
聞
・
雑
誌
の
特
集
な
ど

警
察
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
・

S
N
S

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

の

ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
・
S
N
S

銀
行
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト

携
帯
電
話
会
社
の
ウ

ェ
ブ

サ
イ
ト

そ
の
他

特
に
な
い

全体 5000 8.1 14.2 7.8 2.3 3.0 1.2 0.9 38.0 4.7 15.4 3.3 4.1 5.7 5.1 3.2 43.3 

男性 2864 9.6 17.7 9.4 2.8 4.2 1.6 1.2 40.8 6.4 17.1 3.9 4.6 6.9 5.7 2.5 39.3 

女性 2136 6.2 9.4 5.7 1.5 1.5 0.6 0.6 34.2 2.4 13.2 2.6 3.4 4.0 4.3 4.0 48.6 

10代 300 14.3 13.0 8.3 4.3 4.7 2.0 1.3 27.3 6.3 10.7 3.3 2.7 3.3 5.3 3.3 47.3 

20代 724 12.3 12.2 5.4 4.0 5.0 1.4 1.8 29.6 5.2 8.3 4.0 3.7 4.6 3.6 4.4 47.0 

30代 834 7.9 11.6 4.7 2.0 2.5 1.3 0.7 36.1 4.3 9.2 3.0 3.0 3.5 3.6 2.0 49.4 

40代 1084 9.6 14.1 7.4 1.9 2.7 1.4 1.3 41.3 3.1 12.7 3.5 3.1 5.4 4.1 3.2 43.6 

50代 905 6.1 14.6 9.5 1.9 3.0 1.0 0.7 42.5 4.0 16.2 3.3 4.1 5.0 4.6 3.3 41.7 

60代 698 4.3 17.3 10.6 1.6 1.6 0.4 0.3 41.7 5.7 23.8 2.0 5.4 8.7 8.7 2.7 36.5 

70代以上 455 4.2 17.1 10.5 1.3 3.1 1.1 0.2 39.3 6.8 33.4 4.6 8.1 10.5 8.1 3.5 36.3 

レベル4 560 18.2 25.7 15.0 7.1 10.2 4.6 4.1 38.9 11.8 13.9 5.2 5.7 6.3 3.6 2.0 31.4 

レベル3 1992 9.2 17.3 8.5 2.4 3.5 1.1 0.7 44.7 5.2 15.9 3.9 3.8 6.4 5.6 3.2 35.4 

レベル2 1586 5.5 10.9 7.4 1.1 1.1 0.4 0.3 37.1 3.3 17.4 2.7 4.4 6.0 5.6 3.9 46.0 

レベル1 862 3.8 5.3 2.2 1.0 0.8 0.6 0.7 23.4 1.4 11.8 2.1 3.2 3.1 4.1 2.7 64.2 

2018年 5000 9.7 17.7 9.2 2.6 2.7 1.1 1.2 38.4 5.6 20.4 3.9 4.6 7.8 5.8 4.7 37.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

8.1 

14.2 

7.8 

2.3 3.0 1.2 0.9 

38.0 

4.7 

15.4 

3.3 4.1 5.7 5.1 3.2 

43.3 

9.7 

17.7 

9.2 

2.6 2.7 1.1 1.2 

38.4 

5.6 

20.4 

3.9 4.6 
7.8 5.8 4.7 

37.2 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年
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◼ 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「本文中のURLにアクセスするように促す不審なメールを受信した」(34.1％)である。
次いで「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された」(26.7％)､「添付ファイルを開くように促す不審なメールを受信した」(25.8％)､「身に

覚えのない支払いを求める（架空請求）メールを受信した」(19.7％)と続く。

◼ PC習熟度別では「上記のようなトラブルや被害があったかどうかわからない」(34.7％)の割合が全体よりも高い。

4-2-4.過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル①

Q8_1 あなたは過去1年間、インターネット利用中に次に挙げるような経験をしたことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=

添

付

フ

ァ
イ

ル

を

開

く

よ

う

に

促

す

不

審

な

メ
ー

ル

を

受

信

し

た

本

文

中

の

U

R

L

に

ア

ク

セ

ス

す

る

よ

う

に

促

す

不

審

な

メ
ー

ル

を

受

信

し

た

第

三

者

に

よ

る

不

正

ア

ク

セ

ス

を

試

み

ら

れ

た

と

い

う

メ
ー

ル

を

受

信

し

た

（
実

際

の

不

正

ア

ク

セ

ス

被

害

に

は

至

ら

な

い

）

身

に

覚

え

の

な

い

支

払

い

を

求

め

る

（
架

空

請

求

）

メ
ー

ル

を

受

信

し

た

ブ

ラ

ウ

ザ

に

突

然

「
ウ

イ

ル

ス

に

感

染

し

た

」
な

ど

の

警

告

画

面

が

表

示

さ

れ

た

カ
ー

ド

会

社

か

ら

ク

レ

ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

の

不

正

利

用

の

可

能

性

が

あ

る

と

い

う

連

絡

を

受

け

た

（
実

際

の

金

銭

被

害

ま

で

に

は

至

ら

な

い

）

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

バ

ン

キ

ン

グ

利

用

中

に

い

つ

も

と

異

な

る

不

審

な

認

証

画

面

が

表

示

さ

れ

た

ア

ダ

ル

ト

サ

イ

ト

の

登

録

完

了

画

面

が

突

然

表

示

さ

れ

た 過

去

1

年

間

で

上

記

の

よ

う

な

経

験

は

な

い

上

記

の

よ

う

な

ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

が

あ

っ
た

か

ど

う

か

わ

か

ら

な

い

全体 5000 25.8 34.1 19.6 19.7 26.7 7.4 2.2 7.0 20.9 21.6 

男性 2864 28.7 36.1 20.8 21.4 29.1 8.7 2.8 10.6 19.9 19.7 

女性 2136 21.8 31.3 18.1 17.5 23.5 5.5 1.5 2.2 22.3 24.1 

10代 300 23.7 19.7 14.7 11.3 16.0 3.3 3.0 3.0 25.0 27.3 

20代 724 17.4 25.7 12.0 13.1 22.8 4.3 1.9 5.1 21.3 28.7 

30代 834 19.5 33.5 18.2 16.9 24.6 4.7 1.8 5.8 18.7 27.9 

40代 1084 25.9 38.7 23.1 21.2 26.8 6.2 1.6 6.4 20.3 20.2 

50代 905 29.9 37.5 23.4 24.0 29.1 9.7 2.4 8.1 19.2 19.2 

60代 698 32.5 36.4 21.5 23.1 31.2 11.3 2.3 9.2 24.2 15.2 

70代以上 455 32.7 36.5 18.9 23.7 31.9 11.9 3.7 11.2 21.3 12.5 

レベル4 560 33.2 39.1 25.4 24.1 29.3 8.8 4.6 10.5 16.1 17.7 

レベル3 1992 26.8 39.3 22.0 22.0 29.2 8.0 2.0 7.8 20.1 17.8 

レベル2 1586 26.4 33.8 19.1 19.2 27.0 7.8 2.1 6.5 21.9 20.6 

レベル1 862 17.4 19.1 11.4 12.5 18.7 4.3 1.3 3.9 23.9 34.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

25.8 

34.1 

19.6 19.7 

26.7 

7.4 
2.2 

7.0 

20.9 21.6 

0%

20%

40%

60%

2019年
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◼ 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「過去1年間で上記のような被害はない」(52.5％)である。次いで「上記のようなトラ
ブルや被害があったかどうかわからない」(23.8％)､「ウイルスに感染した（セキュリティソフトによる検出で実害には至らなかったケースを含む） 」(9.2％)､「パソコ
ンが突然動作しなくなってしまった（原因はウイルスや不正アクセスに限らず、故障や劣化なども含む） 」(8.0％)と続く。

4-2-4.過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル②

Q8_2 あなたは過去1年間、インターネット利用中に次に挙げるような被害に遭ったことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=

ウ

イ

ル

ス

に

感

染

し

た

（
セ

キ

ュ
リ

テ

ィ
ソ

フ

ト

に

よ

る

検

出

で

実

害

に

は

至

ら

な

か

っ
た

ケ
ー

ス

を

含

む

）

利

用

し

て

い

る

サ
ー

ビ

ス

の

ア

カ

ウ

ン

ト

が

第

三

者

に

不

正

ア

ク

セ

ス

さ

れ

た

不

審

な

メ
ー

ル

送

信

の

踏

み

台

と

さ

れ

た

（
身

に

覚

え

の

な

い

メ
ー

ル

を

送

信

さ

れ

て

い

た

）

サ
ー

ビ

ス

に

登

録

し

て

い

た

個

人

情

報

や

パ

ソ

コ

ン

ま

た

は

ク

ラ

ウ

ド

に

保

存

し

て

い

た

デ
ー

タ

が

流

出

し

た

パ

ソ

コ

ン

に

保

存

し

て

い

た

フ

ァ
イ

ル

が

暗

号

化

さ

れ

て

し

ま

い

利

用

で

き

な

く

な

っ
た

不

審

な

メ
ー

ル

（
お

よ

び

、
そ

の

後

の

電

話

対

応

な

ど

）
の

誘

導

に

従

っ
て

金

銭

を

支

払

っ
て

し

ま

っ
た

ブ

ラ

ウ

ザ

の

警

告

画

面

（
お

よ

び

、
そ

の

後

の

ソ

フ

ト

購

入

や

電

話

対

応

な

ど

）
の

誘

導

に

従

っ
て

金

銭

を

支

払

っ
て

し

ま

っ
た

ア

ダ

ル

ト

サ

イ

ト

の

登

録

完

了

画

面

（
お

よ

び

、
そ

の

後

の

電

話

対

応

な

ど

）
の

誘

導

に

従

っ
て

金

銭

を

支

払

っ
て

し

ま

っ
た

暗

号

化

さ

れ

た

フ

ァ
イ

ル

を

復

号

す

る

た

め

の

手

順

と

い

う

誘

導

に

従

っ
て

金

銭

を

支

払

っ
て

し

ま

っ
た

ク

レ

ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

が

不

正

利

用

さ

れ

た

（
実

際

に

金

銭

被

害

に

至

っ
た

）

イ

ン

タ
ー

ネ

ッ
ト

バ

ン

キ

ン

グ

の

口

座

で

不

正

送

金

の

被

害

に

遭

っ
た

偽

E

C

サ

イ

ト

で

の

シ

ョ

ッ
ピ

ン

グ

や

オ
ー

ク

シ

ョ
ン

な

ど

、
支

払

い

を

し

て

も

商

品

が

届

か

な

い

ま

た

は

別

商

品

で

あ

っ
た

と

い

っ
た

詐

欺

の

被

害

に

遭

っ
た

パ

ソ

コ

ン

が

突

然

動

作

し

な

く

な

っ
て

し

ま

っ
た

（
原

因

は

ウ

イ

ル

ス

や

不

正

ア

ク

セ

ス

に

限

ら

ず

、
故

障

や

劣

化

な

ど

も

含

む

）

過

去

1

年

間

で

上

記

の

よ

う

な

被

害

は

な

い

上

記

の

よ

う

な

ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

が

あ

っ
た

か

ど

う

か

わ

か

ら

な

い

全体 5000 9.2 5.7 4.3 2.5 1.2 1.1 0.9 0.6 0.4 1.5 0.3 0.7 8.0 52.5 23.8 

男性 2864 10.9 5.8 4.6 2.2 1.3 1.2 1.1 0.7 0.4 1.6 0.4 0.7 8.1 52.0 23.0 

女性 2136 6.8 5.6 3.9 2.9 1.0 1.0 0.6 0.4 0.4 1.3 0.2 0.7 7.8 53.2 24.8 

10代 300 9.0 8.0 6.0 5.3 2.3 2.0 1.3 1.0 1.7 0.3 0.7 1.3 6.0 47.7 27.7 

20代 724 8.7 5.2 5.0 2.8 1.7 1.2 1.1 0.8 0.3 1.0 0.6 1.1 5.2 50.4 27.8 

30代 834 6.6 5.3 3.4 3.1 1.4 1.1 0.8 0.5 0.4 1.2 0.1 0.1 6.7 51.3 28.2 

40代 1084 9.9 6.6 4.3 2.6 1.5 0.8 0.6 0.5 0.5 1.8 0.3 1.1 7.7 51.8 23.9 

50代 905 8.3 5.5 3.6 2.4 0.9 1.1 0.9 0.4 0.2 1.7 0.6 0.7 7.2 55.1 22.4 

60代 698 8.9 5.9 3.7 1.1 0.1 0.7 0.7 0.6 - 2.1 0.1 0.6 9.7 56.4 19.1 

70代以上 455 15.2 3.7 6.4 1.1 0.9 2.0 1.3 0.7 0.4 1.3 0.2 - 15.8 51.9 16.5 

レベル4 560 15.7 8.9 7.3 5.0 3.0 2.7 2.0 1.3 1.3 2.1 0.9 1.8 6.1 47.0 21.4 

レベル3 1992 8.3 6.7 4.5 2.8 1.0 1.1 0.8 0.6 0.3 1.4 0.3 0.9 7.8 55.2 20.2 

レベル2 1586 9.3 4.8 3.6 2.0 0.8 0.8 0.6 0.4 0.2 1.2 0.3 0.3 8.8 53.3 23.8 

レベル1 862 6.6 3.1 3.5 1.0 1.2 0.9 1.0 0.5 0.5 1.6 0.2 0.3 8.1 48.5 33.5 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

9.2 
5.7 4.3 2.5 1.2 1.1 0.9 0.6 0.4 1.5 0.3 0.7 

8.0 

52.5 

23.8 

0%

20%

40%

60%

2019年
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◼ インターネット上に漏えいしたら特に困る情報について最も高いのは､「パスワード」(66.0％)である。次いで「クレジットカード番号・使用期限・セキュリティコード」
(63.9％)､「マイナンバー（個人番号）」(56.7％)､「金融機関の口座番号」(47.1％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「パスワード」の割合が全体よりも高い。

4-2-5.インターネット上に漏えいしたら特に困る情報

Q9 次に挙げる情報の中でインターネット上に漏えいしたら（第三者に知られたら）特に困るという上位5つの情報を選択してください。（お答えは5つまで）

n=

メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス

パ
ス
ワ
ー

ド

電
話
番
号

氏
名

住
所

生
年
月
日

性
別

マ
イ
ナ
ン
バ
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（
個
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番
号

）

職
業

家
族
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（
配
偶
者
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子
供
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ど
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・
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学
先

ク
レ
ジ

ッ
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ド
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号
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限
・
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
コ
ー

ド 金
融
機
関
の
口
座
番
号

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
ピ
ン

グ
の
購
入
履
歴

ウ

ェ
ブ
の
検
索
履
歴
・
閲
覧
履

歴 位
置
情
報

(

現
在
地
・
ロ
ケ
ー

シ

ョ
ン
履
歴

)

パ
ソ
コ
ン
に
保
存
し
て
い
る

デ
ー

タ

(

写
真
や
ド
キ

ュ
メ
ン

ト
な
ど

)

ク
ラ
ウ
ド
ス
ト
レ
ー

ジ
に
ア

ッ

プ
ロ
ー

ド
し
た
デ
ー

タ

(

写
真

や
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
な
ど

)

そ
の
他

特
に
な
い

全体 5000 28.1 66.0 35.2 39.0 42.2 6.8 0.9 56.7 0.7 2.8 4.7 63.9 47.1 2.2 1.8 7.2 14.4 2.3 0.1 7.0 

男性 2864 29.1 68.3 35.6 35.8 38.2 6.7 0.8 57.4 0.9 2.8 5.6 63.7 45.1 2.4 1.9 6.0 16.2 2.5 0.1 7.5 

女性 2136 26.6 62.9 34.8 43.4 47.5 6.9 0.9 55.9 0.4 2.7 3.6 64.2 49.7 1.9 1.8 8.7 11.9 2.1 0.1 6.4 

10代 300 29.0 53.3 36.3 48.0 48.0 8.0 2.0 45.7 1.3 4.0 11.0 37.3 29.3 1.3 2.0 6.7 12.3 4.0 - 9.3 

20代 724 25.8 52.9 36.6 38.4 53.9 5.5 1.2 46.8 1.1 3.0 7.2 51.9 38.5 1.8 2.2 11.7 13.4 2.8 0.3 10.4 

30代 834 23.4 55.3 32.6 37.5 49.6 5.2 1.3 48.7 1.2 3.0 6.4 59.8 43.5 2.9 3.2 9.4 13.7 2.6 - 10.7 

40代 1084 25.3 65.3 39.9 42.0 47.1 7.7 0.8 56.0 0.3 2.8 4.7 64.7 44.4 2.2 2.3 7.7 13.8 2.5 0.2 6.4 

50代 905 28.5 69.3 35.7 40.1 38.8 7.4 0.3 62.4 0.6 2.4 3.6 70.8 50.2 1.8 0.8 5.0 13.4 2.1 - 6.0 

60代 698 31.1 79.7 31.1 33.8 27.7 7.6 0.3 68.1 0.4 2.0 2.1 74.6 58.6 2.6 1.0 4.3 15.2 1.9 - 3.9 

70代以上 455 40.7 88.6 31.6 35.6 23.1 6.4 0.9 67.7 0.2 2.9 - 75.8 61.3 2.4 0.9 3.7 20.9 0.9 - 2.0 

レベル4 560 27.1 60.2 33.6 33.2 32.5 7.7 1.6 52.0 1.3 2.9 5.7 57.3 35.9 3.6 1.8 6.8 17.9 5.5 - 8.9 

レベル3 1992 25.6 67.0 35.4 38.4 43.2 6.3 0.8 59.0 0.7 3.5 5.2 67.2 46.1 2.5 1.9 8.1 16.9 2.7 0.2 5.4 

レベル2 1586 29.1 68.5 35.5 39.7 43.1 7.1 0.6 58.8 0.5 1.8 4.7 67.1 52.6 1.8 1.8 7.4 13.3 1.5 - 6.2 

レベル1 862 32.5 62.8 35.4 43.2 44.3 7.0 1.0 50.8 0.7 2.8 3.1 54.6 46.4 1.5 1.7 4.8 8.4 1.0 - 11.1 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

28.1 

66.0 

35.2 
39.0 

42.2 

6.8 
0.9 

56.7 

0.7 2.8 4.7 

63.9 

47.1 

2.2 1.8 
7.2 

14.4 

2.3 0.1 
7.0 

0%

20%

40%

60%

80%

2019年
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◼ 情報漏えいによるサービス提供側の補償額についてみると、「サービス利用に必要なIDと、暗号化されているパスワード」「サービス利用に必要なIDと、暗号化さ
れていないパスワード」「クレジットカード情報」「パスポートの情報」「氏名と、住所や電話番号などの連絡先」「氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情
報」は「50,001円以上」が最も高い。それ以外は全て「0円（特に補償などは不要）」が最も高い。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額①

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

・・・1位の補償額

n=
0円（特に補償
などは不要）

1～1,000円 1,001～5,000
円

5,001～10,000
円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

10,001円
以上　計

サービス利用に必要なIDと、暗号化され

ているパスワード
5,000 25.2 12.1 10.6 9.1 8.5 34.5 43.0 

サービス利用に必要なIDと、暗号化され
ていないパスワード

5,000 26.4 12.6 11.0 9.0 9.0 31.9 40.9 

メールアドレス 5,000 29.7 16.1 12.4 9.3 7.9 24.5 32.5 

クレジットカード情報 5,000 19.6 7.5 6.5 7.6 8.1 50.8 58.8 

パスポートの情報 5,000 25.2 8.0 6.7 7.8 8.7 43.6 52.3 

氏名と、住所や電話番号などの連絡先 5,000 23.4 9.9 9.2 9.5 9.6 38.4 48.0 

氏名と、生年月日や血液型などの個人に

関する情報
5,000 26.0 10.9 9.4 9.8 9.9 34.1 44.0 

趣味や嗜好に関する情報（登録したプロ
フィール情報や閲覧・購入履歴など）

5,000 33.4 14.1 11.0 9.7 7.5 24.3 31.8 

学歴または職歴 5,000 37.0 12.9 10.7 9.6 7.1 22.7 29.8 

既往歴や健康診断結果などの情報 5,000 31.4 12.3 10.2 9.3 8.1 28.7 36.8 
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◼ サービス利用に必要なIDと、暗号化されているパスワードについて最も高いのは､「50,001円以上」(34.5％)である。次いで「0円」(25.2％)､「1～1,000円」
(12.1％)､「1,001～5,000円」(10.6％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「0円」が最も高い。

◼ サービス利用に必要なIDと、暗号化されていないパスワードについて最も高いのは､「50,001円以上」(31.9％)である。次いで「0円」(26.4％)､「1～1,000円」
(12.6％)､「1,001～5,000円」(11.0％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「0円」が最も高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1は「0円」が最も高い。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額②

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 25.2 12.1 10.6 9.1 8.5 34.5 全体 5000 26.4 12.6 11.0 9.0 9.0 31.9 

男性 2864 26.3 11.0 9.7 8.9 8.1 36.1 男性 2864 27.5 11.5 10.4 8.9 8.7 33.0 

女性 2136 23.6 13.7 11.8 9.5 9.1 32.4 女性 2136 25.0 14.1 11.8 9.0 9.5 30.6 

10代 300 34.7 12.3 13.3 8.7 8.3 22.7 10代 300 33.7 12.3 15.0 7.3 8.3 23.3 

20代 724 24.4 13.5 13.3 10.1 7.9 30.8 20代 724 25.6 14.1 14.8 8.4 9.4 27.8 

30代 834 28.2 15.3 9.0 8.9 7.4 31.2 30代 834 28.8 15.0 10.3 8.6 7.9 29.4 

40代 1084 22.5 13.7 11.1 8.9 8.2 35.5 40代 1084 23.4 14.9 10.0 10.0 7.4 34.4 

50代 905 25.2 11.7 9.4 8.5 8.3 36.9 50代 905 26.3 12.2 9.7 8.5 9.2 34.1 

60代 698 22.3 8.9 8.9 9.3 9.2 41.4 60代 698 25.4 8.6 8.9 9.5 10.0 37.7 

70代以上 455 25.3 5.9 11.2 9.7 11.6 36.3 70代以上 455 27.9 7.9 12.1 9.5 12.7 29.9 

レベル4 560 27.5 12.7 9.5 8.2 8.0 34.1 レベル4 560 25.7 13.0 13.0 8.2 7.0 33.0 

レベル3 1992 22.9 13.3 11.3 10.3 8.5 33.6 レベル3 1992 24.1 14.3 11.3 10.2 8.8 31.2 

レベル2 1586 23.7 12.0 10.2 8.2 8.5 37.4 レベル2 1586 25.5 12.0 10.5 8.2 9.3 34.5 

レベル1 862 31.6 9.3 10.4 8.7 8.7 31.3 レベル1 862 33.9 9.6 10.1 8.0 10.2 28.2 

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

25.2 

12.1 10.6 9.1 8.5 

34.5 

0%

20%

40%

60%
2019年

26.4 

12.6 11.0 9.0 9.0 

31.9 

0%

20%

40%

60%
2019年

サービス利用に必要なIDと、暗号化されている
パスワード

サービス利用に必要なIDと、暗号化されていない
パスワード
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◼ メールアドレスについて最も高いのは､「0円」(29.7％)である。次いで「50,001円以上」(24.5％)､「1～1,000円」(16.1％)､「1,001～5,000円」(12.4％)と続く。

◼ クレジットカード情報について最も高いのは､「50,001円以上」(50.8％)である。次いで「0円」(19.6％)､「10,001～50,000円」(8.1％)､「5,001～10,000円」(7.6％)

と続く。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額③

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 29.7 16.1 12.4 9.3 7.9 24.5 全体 5000 19.6 7.5 6.5 7.6 8.1 50.8 

男性 2864 31.1 15.4 11.9 9.3 7.5 24.8 男性 2864 20.2 6.7 6.2 7.9 7.9 51.1 

女性 2136 27.9 16.9 13.1 9.4 8.5 24.2 女性 2136 18.8 8.4 6.8 7.3 8.3 50.3 

10代 300 35.0 17.0 14.7 9.3 7.0 17.0 10代 300 29.3 8.0 9.3 7.0 10.0 36.3 

20代 724 27.2 18.1 13.8 10.5 7.0 23.3 20代 724 20.0 7.9 8.7 9.7 7.9 45.9 

30代 834 32.0 18.5 12.6 7.6 7.3 22.1 30代 834 22.9 9.1 6.2 5.2 8.3 48.3 

40代 1084 25.8 17.3 12.7 8.3 6.7 29.2 40代 1084 18.1 7.8 7.0 7.8 7.9 51.3 

50代 905 29.2 16.4 10.6 9.3 9.0 25.6 50代 905 19.7 7.4 5.2 9.3 6.2 52.3 

60代 698 30.8 11.5 11.7 10.7 8.6 26.6 60代 698 16.0 6.0 5.7 5.7 7.6 58.9 

70代以上 455 34.9 11.4 12.1 11.2 10.8 19.6 70代以上 455 15.4 4.8 3.7 8.6 11.6 55.8 

レベル4 560 31.3 17.3 15.5 7.3 4.6 23.9 レベル4 560 21.3 9.6 7.1 6.6 7.5 47.9 

レベル3 1992 27.8 18.3 13.8 8.9 7.6 23.6 レベル3 1992 17.3 7.6 6.8 8.5 8.8 51.0 

レベル2 1586 29.1 14.9 10.2 10.5 8.9 26.4 レベル2 1586 17.8 7.1 6.1 7.1 7.6 54.4 

レベル1 862 34.5 12.1 11.3 9.5 9.0 23.7 レベル1 862 27.3 6.3 5.8 7.3 7.8 45.6 

パソコン
習熟度

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

29.7 

16.1 
12.4 

9.3 7.9 

24.5 

0%

20%

40%

60%
2019年

19.6 

7.5 6.5 7.6 8.1 

50.8 

0%

20%

40%

60%
2019年

メールアドレス クレジットカード情報
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◼ パスポートの情報について最も高いのは､「50,001円以上」(43.6％)である。次いで「0円」(25.2％)､「10,001～50,000円」(8.7％)､「1～1,000円」(8.0％)と続く。

◼ 氏名と、住所や電話番号などの連絡先について最も高いのは､「50,001円以上」(38.4％)である。次いで「0円」(23.4％)､「1～1,000円」(9.9％)､「10,001～
50,000円」(9.6％)と続く。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額④

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 25.2 8.0 6.7 7.8 8.7 43.6 全体 5000 23.4 9.9 9.2 9.5 9.6 38.4 

男性 2864 25.6 7.6 6.7 8.4 8.7 42.8 男性 2864 24.5 9.4 9.5 10.2 9.5 36.9 

女性 2136 24.5 8.5 6.7 7.0 8.7 44.7 女性 2136 21.9 10.4 8.9 8.6 9.7 40.4 

10代 300 32.0 9.7 8.0 10.7 8.0 31.7 10代 300 30.3 9.0 11.3 7.7 10.7 31.0 

20代 724 22.9 9.0 8.6 9.0 9.5 41.0 20代 724 21.1 11.7 9.9 9.5 8.7 39.0 

30代 834 26.0 9.6 7.0 5.5 7.8 44.1 30代 834 24.8 11.0 7.6 7.8 8.8 40.0 

40代 1084 22.0 8.7 6.2 7.8 8.3 47.0 40代 1084 19.5 10.2 8.5 9.5 8.7 43.6 

50代 905 25.5 8.5 5.7 7.6 8.3 44.3 50代 905 23.6 9.0 7.8 10.3 9.3 40.0 

60代 698 24.9 5.4 5.6 8.2 9.6 46.3 60代 698 23.2 9.0 9.9 10.5 11.0 36.4 

70代以上 455 29.7 3.7 7.3 8.1 9.9 41.3 70代以上 455 29.2 7.5 13.4 10.8 12.5 26.6 

レベル4 560 26.6 8.4 8.2 7.0 7.3 42.5 レベル4 560 25.7 10.4 10.0 10.0 7.5 36.4 

レベル3 1992 21.7 9.0 7.6 8.7 8.7 44.2 レベル3 1992 20.2 11.1 9.6 10.3 10.5 38.3 

レベル2 1586 24.1 7.5 5.7 7.4 9.0 46.3 レベル2 1586 22.7 9.3 8.9 9.0 9.3 40.8 

レベル1 862 34.0 6.3 5.5 7.2 9.2 37.9 レベル1 862 30.7 7.5 8.6 8.2 9.4 35.5 

パソコン
習熟度

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

25.2 

8.0 6.7 7.8 8.7 

43.6 

0%

20%

40%

60%
2019年

23.4 

9.9 9.2 9.5 9.6 

38.4 

0%

20%

40%

60%
2019年

パスポートの情報 氏名と、住所や電話番号などの連絡先
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◼ 氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情報について最も高いのは､「50,001円以上」(34.1％)である。次いで「0円」(26.0％)､「1～1,000円」(10.9％)､
「10,001～50,000円」(9.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「0円」が最も高い。

◼ 趣味や嗜好に関する情報（登録したプロフィール情報や閲覧・購入履歴など）について最も高いのは､「0円」(33.4％)である。次いで「50,001円以上」(24.3％)､「1

～1,000円」(14.1％)､「1,001～5,000円」(11.0％)と続く。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額⑤

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 26.0 10.9 9.4 9.8 9.9 34.1 全体 5000 33.4 14.1 11.0 9.7 7.5 24.3 

男性 2864 27.0 11.0 9.3 10.4 9.3 33.1 男性 2864 34.1 13.9 11.0 9.7 6.8 24.3 

女性 2136 24.6 10.8 9.6 8.8 10.8 35.4 女性 2136 32.4 14.3 11.0 9.6 8.5 24.2 

10代 300 31.0 12.0 10.0 9.7 9.0 28.3 10代 300 36.7 16.0 12.7 10.0 5.7 19.0 

20代 724 24.0 12.4 10.6 8.6 9.8 34.5 20代 724 29.6 16.2 12.2 10.6 7.2 24.3 

30代 834 27.3 10.9 8.5 9.1 10.0 34.2 30代 834 34.2 14.6 10.2 8.2 7.0 25.9 

40代 1084 21.5 11.5 10.1 10.1 8.2 38.6 40代 1084 28.7 15.8 11.9 8.5 5.9 29.2 

50代 905 26.7 10.1 8.0 9.2 10.4 35.7 50代 905 33.9 13.1 9.3 11.3 7.3 25.1 

60代 698 26.5 9.6 8.5 11.7 11.2 32.5 60代 698 34.1 11.6 10.5 11.0 10.5 22.3 

70代以上 455 31.4 9.7 11.2 10.3 11.6 25.7 70代以上 455 45.3 10.1 11.6 8.4 10.3 14.3 

レベル4 560 27.5 10.2 10.4 10.9 7.9 33.2 レベル4 560 32.1 16.8 11.3 9.6 5.5 24.6 

レベル3 1992 23.1 12.2 9.9 10.6 10.6 33.5 レベル3 1992 30.6 15.7 11.9 11.1 7.1 23.6 

レベル2 1586 25.3 10.2 9.5 9.0 9.9 36.2 レベル2 1586 33.4 12.8 11.2 8.6 8.3 25.7 

レベル1 862 32.6 9.5 7.4 8.6 9.6 32.3 レベル1 862 40.7 10.9 8.5 8.4 8.6 23.0 

パソコン
習熟度

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

26.0 

10.9 9.4 9.8 9.9 

34.1 

0%

20%

40%

60%
2019年

33.4 

14.1 
11.0 9.7 7.5 

24.3 

0%

20%

40%

60%
2019年

氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情報
趣味や嗜好に関する情報

（登録したプロフィール情報や閲覧・購入履歴など）
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◼ 学歴または職歴について最も高いのは､「0円」(37.0％)である。次いで「50,001円以上」(22.7％)､「1～1,000円」(12.9％)､「1,001～5,000円」(10.7％)と続く。

◼ 既往歴や健康診断結果などの情報について最も高いのは､「0円」(31.4％)である。次いで「50,001円以上」(28.7％)､「1～1,000円」(12.3％)､「1,001～5,000円」
(10.2％)と続く。

◼ 年代別でみると､40代は「50,001円以上」が最も高い。

4-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額⑥

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 37.0 12.9 10.7 9.6 7.1 22.7 2019年 全体 5000 31.4 12.3 10.2 9.3 8.1 28.7 

男性 2864 37.9 12.4 10.8 9.8 6.2 22.8 男性 2864 31.8 12.2 10.1 9.5 8.1 28.4 

女性 2136 35.8 13.6 10.4 9.3 8.2 22.6 女性 2136 30.8 12.5 10.3 9.1 8.2 29.1 

10代 300 41.3 11.3 13.3 9.0 5.3 19.7 10代 300 36.7 13.3 12.7 8.0 5.0 24.3 

20代 724 32.5 15.2 11.7 9.9 7.0 23.6 20代 724 29.0 14.2 12.4 10.5 8.0 25.8 

30代 834 36.8 13.2 9.4 10.6 6.7 23.4 30代 834 33.6 11.4 10.6 8.8 6.1 29.6 

40代 1084 33.6 14.9 10.0 8.3 5.7 27.5 40代 1084 27.4 14.5 9.2 8.5 7.8 32.6 

50代 905 36.5 12.2 10.6 9.5 6.9 24.4 50代 905 31.3 11.6 9.2 9.9 7.7 30.3 

60代 698 39.1 11.3 11.3 9.7 9.2 19.3 60代 698 31.1 10.5 9.7 9.3 9.9 29.5 

70代以上 455 47.9 9.2 10.3 10.5 9.2 12.7 70代以上 455 37.6 9.2 9.5 10.3 13.0 20.4 

レベル4 560 36.3 14.6 10.7 9.3 4.3 24.8 レベル4 560 31.1 14.6 9.8 8.0 7.1 29.3 

レベル3 1992 34.7 14.8 11.6 10.3 6.6 21.9 レベル3 1992 28.5 13.4 11.1 11.3 7.9 27.8 

レベル2 1586 36.9 11.9 9.8 9.5 7.9 24.0 レベル2 1586 31.2 11.5 9.2 8.3 8.8 31.0 

レベル1 862 43.0 9.5 9.9 8.2 8.4 21.0 レベル1 862 38.5 9.6 10.1 7.5 8.2 26.0 

パソコン
習熟度

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

37.0 

12.9 
10.7 9.6 

7.1 

22.7 

0%

20%

40%

60%
2019年

31.4 

12.3 10.2 9.3 8.1 

28.7 

0%

20%

40%

60%
2019年

学歴または職歴 既往歴や健康診断結果などの情報
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◼ インターネットサービス利用のための保有アカウント数について最も高いのは､「1個」(19.3％)である。次いで「6～10個」(13.4％)､「2個」(12.3％)､「3個」(12.1％)

と続く。

4-3.アカウントの管理方法
4-3-1.インターネットサービス利用のための保有アカウント数

Q11 あなたが現在所有、管理しているインターネットサービス利用のためのアカウント数について、あてはまるものを選択してください。メールアドレスなど同一のIDを設定していても、対象となるインターネットサービス
が異なれば別のアカウントとして計算してください。（お答えは1つ）

n=

1
個

2
個

3
個

4
個

5
個

6
～

1
0
個

1
1

～

2
0
個

2
1

～

5
0
個

5
1

～

1
0
0
個

1
0
1
個
以
上

0
個

（
自
分
以
外
の
家
族

や
契
約
者
が
管
理
し
て
い

る
な
ど

）

６
個
以
上
 

計

全体 5000 19.3 12.3 12.1 3.1 6.8 13.4 9.8 10.0 3.4 1.5 8.4 38.1 

男性 2864 18.8 12.4 12.4 2.8 6.9 13.9 9.6 10.5 3.8 2.1 6.7 39.9 

女性 2136 19.9 12.1 11.7 3.4 6.6 12.7 10.0 9.3 2.9 0.7 10.8 35.5 

10代 300 30.7 12.0 11.3 2.7 6.7 8.0 4.7 4.0 0.3 0.7 19.0 17.7 

20代 724 17.1 11.0 11.9 3.2 5.8 14.8 12.3 10.1 2.9 1.1 9.8 41.2 

30代 834 18.1 11.4 10.9 3.1 4.3 13.1 11.4 11.6 4.9 2.0 9.1 43.0 

40代 1084 19.0 9.9 12.7 2.8 6.6 13.9 9.1 12.5 3.7 1.9 7.8 41.1 

50代 905 21.2 12.9 11.5 3.0 8.1 12.0 9.5 10.2 3.2 1.1 7.3 36.0 

60代 698 17.5 15.2 13.9 3.7 8.3 12.5 9.5 8.5 3.2 1.7 6.2 35.2 

70代以上 455 17.1 16.0 11.6 2.9 8.6 18.0 8.8 7.0 3.5 1.1 5.3 38.5 

レベル4 560 14.8 8.6 10.7 5.0 7.5 11.6 10.4 14.5 6.8 4.5 5.7 47.7 

レベル3 1992 13.9 12.3 13.7 2.9 7.3 14.1 12.3 12.6 4.0 1.9 4.9 45.0 

レベル2 1586 22.6 13.6 11.9 2.9 6.5 14.9 8.6 8.2 2.5 0.6 7.8 34.8 

レベル1 862 28.7 12.2 9.6 2.4 5.8 10.1 5.6 4.4 1.5 0.2 19.5 21.8 

2018年 5000 18.8 13.0 11.6 3.8 7.8 17.2 11.4 9.2 2.1 1.3 3.8 41.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

19.3 

12.3 12.1 

3.1 
6.8 

13.4 
9.8 10.0 

3.4 1.5 

8.4 

38.1 

18.8 

13.0 11.6 

3.8 
7.8 

17.2 

11.4 
9.2 

2.1 1.3 
3.8 

41.2 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年
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4-3-2.パスワード設定の実施状況①

Q12 アカウントのパスワード設定における対策の実施について、あてはまるものを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』を「実施している」割合は36.3％である。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』を「実施している」割合は75.1％である。

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』を「実施している」割合は59.8％である。

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4578 36.3 63.7 

男性 2672 33.5 66.5 

女性 1906 40.2 59.8 

10代 243 39.1 60.9 

20代 653 38.0 62.0 

30代 758 35.0 65.0 

40代 999 33.5 66.5 

50代 839 35.8 64.2 

60代 655 37.1 62.9 

70代以上 431 40.6 59.4 

レベル4 528 48.7 51.3 

レベル3 1894 36.4 63.6 

レベル2 1462 34.1 65.9 

レベル1 694 31.1 68.9 

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

36.3 

63.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2019年

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4578 59.8 40.2 

男性 2672 60.0 40.0 

女性 1906 59.4 40.6 

10代 243 54.7 45.3 

20代 653 62.6 37.4 

30代 758 64.2 35.8 

40代 999 62.7 37.3 

50代 839 55.3 44.7 

60代 655 56.2 43.8 

70代以上 431 58.0 42.0 

レベル4 528 68.8 31.3 

レベル3 1894 64.1 35.9 

レベル2 1462 56.3 43.7 

レベル1 694 48.6 51.4 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

59.8 

40.2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4578 75.1 24.9 

男性 2672 74.4 25.6 

女性 1906 76.0 24.0 

10代 243 64.6 35.4 

20代 653 70.9 29.1 

30代 758 73.2 26.8 

40代 999 75.8 24.2 

50代 839 77.4 22.6 

60代 655 75.9 24.1 

70代以上 431 83.3 16.7 

レベル4 528 80.7 19.3 

レベル3 1894 78.1 21.9 

レベル2 1462 73.9 26.1 

レベル1 694 65.0 35.0 

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

75.1 

24.9 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年
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4-3-2.パスワード設定の実施状況②

Q12 アカウントのパスワード設定における対策の実施について、あてはまるものを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』を「実施している」割合は50.2％である。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1~2は「実施していない」が高い。

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』を「実施している」割合は62.7％である。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』を「実施している」割合は23.0％である。

サービス毎に異なるパスワードを設定している
（使い回しをしていない）

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 3613 50.2 49.8 

男性 2133 49.7 50.3 

女性 1480 51.0 49.0 

10代 151 51.0 49.0 

20代 529 53.3 46.7 

30代 607 51.2 48.8 

40代 793 48.4 51.6 

50代 647 49.3 50.7 

60代 533 47.8 52.2 

70代以上 353 53.0 47.0 

レベル4 445 60.7 39.3 

レベル3 1617 51.6 48.4 

レベル2 1104 46.7 53.3 

レベル1 447 43.4 56.6 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

50.2 49.8 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4578 62.7 37.3 

男性 2672 61.9 38.1 

女性 1906 63.8 36.2 

10代 243 53.5 46.5 

20代 653 62.3 37.7 

30代 758 60.6 39.4 

40代 999 61.3 38.7 

50代 839 66.6 33.4 

60代 655 62.7 37.3 

70代以上 431 68.0 32.0 

レベル4 528 67.2 32.8 

レベル3 1894 66.2 33.8 

レベル2 1462 61.6 38.4 

レベル1 694 52.2 47.8 

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

62.7 

37.3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4578 23.0 77.0 

男性 2672 23.0 77.0 

女性 1906 23.0 77.0 

10代 243 29.6 70.4 

20代 653 27.6 72.4 

30代 758 24.7 75.3 

40代 999 21.5 78.5 

50代 839 22.5 77.5 

60代 655 21.4 78.6 

70代以上 431 16.2 83.8 

レベル4 528 36.7 63.3 

レベル3 1894 23.1 76.9 

レベル2 1462 20.2 79.8 

レベル1 694 18.2 81.8 

パソコン
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

23.0 

77.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

n=現在所有、管理しているアカウントがある方
※ 「サービス毎に異なるパスワードを設定している」のみ

アカウントを複数保持している方（Q11）
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4-3-3.パスワード設定の実施理由①

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」(61.8％)である。次いで「対策を実
施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(22.8％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の実施が必須となっているから」
(20.2％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(4.4％)と続く。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必
要性を感じているから」(66.7％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(25.0％)､「アカウント登録やサービス利用などシス
テム上の制限で対策の実施が必須となっているから」(16.9％)､「対策を実施している理由はよくわからない」(4.0％)と続く。

n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している

n=

対
策
を
実
施
す
る
意
味
を
理
解

し
て
い
て
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
か
ら

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
や
サ
ー

ビ
ス

利
用
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の
制
限

で
対
策
の
実
施
が
必
須
と
な

っ

て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い
う

情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ

る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し
な

か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ
イ
ン

な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た
こ
と
が

あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な
い

か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由
は

よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 1661 61.8 20.2 22.8 4.4 3.8 3.5 3.5 

男性 894 64.1 18.3 19.9 5.3 4.7 3.5 3.5 

女性 767 59.2 22.3 26.2 3.4 2.7 3.5 3.5 

10代 95 55.8 26.3 23.2 7.4 4.2 4.2 1.1 

20代 248 56.9 16.9 24.6 6.9 4.0 7.3 3.2 

30代 265 63.0 23.0 18.1 6.0 3.8 2.3 6.0 

40代 335 60.9 21.2 23.0 5.4 5.4 3.0 3.9 

50代 300 64.0 20.3 19.0 2.7 2.7 4.7 3.0 

60代 243 65.0 18.9 27.2 2.1 4.1 0.4 2.5 

70代以上 175 64.0 16.6 27.4 1.1 1.7 2.9 2.9 

レベル4 257 67.3 17.1 15.6 5.4 4.7 2.7 3.5 

レベル3 690 65.5 19.7 22.9 4.8 3.9 2.8 2.8 

レベル2 498 58.2 23.1 25.5 4.4 3.6 3.4 4.0 

レベル1 216 51.9 18.5 25.0 1.9 2.8 6.9 4.6 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

61.8 

20.2 22.8 

4.4 3.8 3.5 3.5 

0%

20%

40%

60%

80%
2019年

n=

対
策
を
実
施
す
る
意
味
を
理
解

し
て
い
て
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
か
ら

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
や
サ
ー

ビ
ス

利
用
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の
制
限

で
対
策
の
実
施
が
必
須
と
な

っ

て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い
う

情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ

る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し
な

か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ
イ
ン

な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た
こ
と
が

あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な
い

か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由
は

よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 3437 66.7 16.9 25.0 3.5 2.6 4.0 3.8 

男性 1989 69.1 16.6 22.5 3.6 2.5 3.6 3.8 

女性 1448 63.3 17.4 28.3 3.3 2.6 4.5 3.8 

10代 157 63.1 23.6 25.5 5.7 1.9 3.2 2.5 

20代 463 63.7 17.7 28.3 4.8 3.5 6.3 4.3 

30代 555 64.5 17.8 23.4 4.1 1.8 6.3 4.3 

40代 757 68.2 16.8 25.9 3.8 3.6 3.4 4.1 

50代 649 66.6 16.6 22.3 3.1 1.7 3.4 4.5 

60代 497 66.6 15.7 26.6 3.0 2.8 2.6 2.6 

70代以上 359 72.4 14.2 23.4 0.3 1.9 1.9 2.5 

レベル4 426 73.9 18.1 19.0 3.3 3.5 2.6 2.3 

レベル3 1480 71.1 17.0 24.3 4.3 2.2 2.8 3.4 

レベル2 1080 61.9 18.0 26.9 2.8 2.8 5.0 4.5 

レベル1 451 56.8 13.1 28.4 2.4 2.4 6.9 4.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

66.7 

16.9 

25.0 

3.5 2.6 4.0 3.8 

0%
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80%
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4-3-3.パスワード設定の実施理由②

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」(64.3％)である。次
いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(24.6％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の実施が必須となって
いるから」(18.5％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(4.1％)と続く。

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」
(68.3％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(26.6％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の
実施が必須となっているから」(14.6％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(3.8％)と続く。

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している
サービス毎に異なるパスワードを設定している

（使い回しをしていない）
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感
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全体 2737 64.3 18.5 24.6 4.1 2.8 3.9 3.4 

男性 1604 66.2 17.5 22.8 4.2 3.0 3.6 3.4 

女性 1133 61.6 19.9 27.2 3.9 2.6 4.4 3.4 

10代 133 56.4 27.1 25.6 6.8 0.8 4.5 2.3 

20代 409 61.1 19.3 26.9 5.9 2.9 6.8 3.9 

30代 487 65.7 20.5 22.8 4.1 2.3 4.5 4.1 

40代 626 63.4 18.5 25.7 5.0 4.5 3.7 3.0 

50代 464 67.9 15.9 21.3 3.0 1.5 3.7 3.4 

60代 368 63.6 15.8 27.2 3.5 3.3 1.6 4.1 

70代以上 250 67.6 17.2 23.2 0.4 2.8 2.0 1.6 

レベル4 363 67.2 17.9 20.1 5.5 3.6 2.5 2.5 

レベル3 1214 69.7 18.6 24.2 4.3 1.8 2.9 3.0 

レベル2 823 59.1 20.2 26.4 3.6 3.6 4.9 3.8 

レベル1 337 54.6 14.5 26.4 3.0 3.9 6.8 5.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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習熟度
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全体 1815 68.3 14.6 26.6 3.8 3.2 3.5 3.2 

男性 1060 70.8 14.1 24.4 3.9 4.0 3.1 2.9 

女性 755 64.8 15.4 29.5 3.7 2.1 4.1 3.6 

10代 77 63.6 15.6 29.9 7.8 2.6 2.6 2.6 

20代 282 63.1 15.6 30.5 5.0 3.9 7.4 2.5 

30代 311 70.7 14.5 26.0 4.2 3.9 3.9 3.9 

40代 384 67.4 14.8 28.6 4.4 4.4 2.9 3.4 

50代 319 66.8 12.5 21.6 4.1 1.6 4.4 3.4 

60代 255 69.0 17.3 29.0 2.4 1.6 1.2 2.4 

70代以上 187 77.0 12.3 20.9 - 3.7 0.5 3.7 

レベル4 270 71.9 13.7 21.9 4.4 4.1 1.9 2.6 

レベル3 835 70.9 15.2 25.9 4.2 2.6 2.8 2.6 

レベル2 516 65.9 14.7 29.1 3.7 4.1 3.7 3.7 

レベル1 194 58.2 12.9 29.4 1.5 2.1 8.8 5.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

68.3 
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26.6 
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20%

40%

60%

80%
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n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)



56

4-3-3.パスワード設定の実施理由③

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じている
から」(61.5％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(21.9％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対
策の実施が必須となっているから」(16.2％)､「対策を実施している理由はよくわからない」(6.1％)と続く。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要
性を感じているから」(54.6％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(17.9％)､「アカウント登録やサービス利用などシステ
ム上の制限で対策の実施が必須となっているから」(15.7％)､「対策を実施している理由はよくわからない」(8.5％)と続く。

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している
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全体 2871 61.5 16.2 21.9 3.6 2.3 6.1 6.1 

男性 1655 64.8 15.2 20.4 3.9 2.7 5.6 5.9 

女性 1216 56.9 17.4 24.0 3.3 1.8 6.9 6.5 

10代 130 53.8 13.8 26.2 8.5 - 5.4 7.7 

20代 407 57.5 20.9 26.8 4.7 1.7 7.9 6.6 

30代 459 60.8 17.0 21.1 4.4 3.3 6.3 7.2 

40代 612 62.6 16.2 21.6 4.2 3.3 6.5 5.6 

50代 559 64.2 14.7 16.6 3.0 1.6 6.3 5.4 

60代 411 62.5 15.3 23.6 2.2 1.9 4.9 5.8 

70代以上 293 62.5 13.3 22.9 0.7 2.7 4.4 6.1 

レベル4 355 69.0 15.8 16.9 5.9 2.5 3.1 3.9 

レベル3 1253 67.4 16.8 21.1 4.0 1.9 4.5 5.3 

レベル2 901 55.7 16.2 24.2 2.7 2.7 7.3 8.0 

レベル1 362 47.8 14.1 23.8 2.5 2.8 11.9 6.6 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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全体 1053 54.6 15.7 17.9 5.9 3.5 8.5 6.4 

男性 614 58.1 15.5 17.6 7.0 4.7 7.5 5.9 

女性 439 49.7 15.9 18.2 4.3 1.8 10.0 7.1 

10代 72 47.2 19.4 31.9 5.6 - 6.9 4.2 

20代 180 50.6 18.3 21.1 8.9 2.2 9.4 3.3 

30代 187 54.5 17.1 17.6 9.1 3.7 9.6 5.9 

40代 215 57.2 11.6 15.3 5.6 7.4 7.0 8.4 

50代 189 59.3 13.8 14.3 3.7 1.6 9.5 6.3 

60代 140 50.7 20.7 20.7 3.6 3.6 5.7 7.1 

70代以上 70 60.0 8.6 7.1 1.4 2.9 12.9 10.0 

レベル4 194 59.3 16.5 16.5 8.8 3.1 6.2 3.6 

レベル3 437 56.8 14.0 19.5 5.9 3.0 7.6 6.2 

レベル2 296 54.1 17.6 16.9 4.1 3.7 9.5 6.8 

レベル1 126 41.3 15.9 16.7 5.6 5.6 13.5 10.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)
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4-3-4.パスワード設定の非実施理由①

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(42.9％)である。次いで「これまで対策を実施していなくても特
に問題が発生していないから」(17.1％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(9.0％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(5.6％)

と続く。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」
(27.3％)である。次いで「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(11.7％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」
(11.1％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(4.7％)と続く。

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している
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全体 2917 5.6 42.9 9.0 17.1 4.1 28.0 4.4 

男性 1778 4.3 41.6 10.8 17.1 3.7 30.1 4.8 

女性 1139 7.5 44.9 6.1 17.0 4.7 24.8 3.8 

10代 148 8.8 32.4 10.1 12.8 2.7 35.8 6.1 

20代 405 4.7 44.0 9.1 17.3 3.7 29.6 5.4 

30代 493 5.5 43.6 12.4 12.4 3.7 29.0 3.4 

40代 664 6.0 39.9 9.9 15.4 4.7 29.7 5.6 

50代 539 5.4 47.5 7.8 16.5 3.5 25.4 4.8 

60代 412 5.3 42.5 6.6 23.1 5.3 24.8 2.9 

70代以上 256 4.7 44.1 5.5 24.2 3.9 25.4 2.0 

レベル4 271 4.4 42.1 14.4 11.8 4.8 29.2 6.6 

レベル3 1204 4.3 45.6 11.3 17.7 4.7 26.0 4.6 

レベル2 964 4.3 42.8 6.7 18.7 3.2 28.4 4.6 

レベル1 478 11.9 36.4 4.6 15.3 3.8 31.6 2.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

5.6 

42.9 

9.0 

17.1 

4.1 

28.0 

4.4 

0%

20%

40%

60%
2019年

n=

具
体
的
に
ど
う
対
策
を
実
施
し

て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
の
が
面
倒
だ

か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑
問

を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て
い

な
く
て
も
特
に
問
題
が
発
生
し

て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い
る

か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1141 11.1 27.3 4.7 11.7 3.2 42.1 4.2 

男性 683 7.3 25.2 4.8 11.6 3.4 47.4 4.5 

女性 458 16.8 30.6 4.6 11.8 2.8 34.1 3.7 

10代 86 17.4 17.4 2.3 11.6 4.7 41.9 5.8 

20代 190 12.6 28.9 9.5 9.5 0.5 39.5 4.7 

30代 203 9.9 28.6 4.4 11.3 3.4 43.8 2.5 

40代 242 11.6 23.6 4.5 11.2 3.7 44.6 5.4 

50代 190 8.9 29.5 4.2 9.5 2.1 45.8 5.8 

60代 158 11.4 29.1 2.5 16.5 5.1 36.7 2.5 

70代以上 72 6.9 34.7 2.8 15.3 4.2 37.5 1.4 

レベル4 102 10.8 25.5 9.8 10.8 2.9 37.3 6.9 

レベル3 414 9.9 28.7 4.3 11.4 3.4 43.0 5.1 

レベル2 382 9.4 27.7 4.7 11.5 3.7 43.5 3.4 

レベル1 243 16.0 25.1 3.3 12.8 2.1 40.3 2.9 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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4-3-4.パスワード設定の非実施理由②

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(36.3％)である。次いで「これまで対策を実施し
ていなくても特に問題が発生していないから」(13.3％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(7.9％)､「対策を実施する効果に疑問を感じてい
るから」(5.9％)と続く。

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(45.7％)である。次いで「こ
れまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(15.0％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(6.5％)､「対策を実施する効
果に疑問を感じているから」(6.4％)と続く。

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している
サービス毎に異なるパスワードを設定している

（使い回しをしていない）

n=

具
体
的
に
ど
う
対
策
を
実
施
し

て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
の
が
面
倒
だ

か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑
問

を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て
い

な
く
て
も
特
に
問
題
が
発
生
し

て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い
る

か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1841 7.9 36.3 5.9 13.3 2.8 34.9 4.7 

男性 1068 5.4 33.9 6.7 13.1 2.3 39.4 5.0 

女性 773 11.4 39.7 4.7 13.6 3.5 28.7 4.3 

10代 110 12.7 31.8 4.5 9.1 2.7 38.2 4.5 

20代 244 7.4 38.5 9.4 10.7 1.6 35.2 4.9 

30代 271 7.7 37.3 7.4 10.7 1.1 38.0 3.7 

40代 373 7.8 32.2 5.4 11.8 4.3 39.9 4.8 

50代 375 5.3 38.7 5.1 14.4 2.7 33.3 6.1 

60代 287 7.7 39.0 3.8 17.1 4.9 30.0 4.2 

70代以上 181 12.2 34.3 5.5 18.2 1.1 28.7 3.3 

レベル4 165 7.9 36.4 12.1 11.5 2.4 31.5 6.1 

レベル3 680 6.9 39.0 7.4 13.4 3.2 34.1 4.6 

レベル2 639 7.4 36.9 4.2 13.0 2.8 34.9 5.3 

レベル1 357 10.9 30.3 3.1 14.6 2.2 38.1 3.1 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

7.9 

36.3 

5.9 

13.3 

2.8 

34.9 

4.7 

0%

20%

40%
2019年

n=

具
体
的
に
ど
う
対
策
を
実
施
し

て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
の
が
面
倒
だ

か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑
問

を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て
い

な
く
て
も
特
に
問
題
が
発
生
し

て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い
る

か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1798 6.5 45.7 6.4 15.0 3.5 26.5 4.3 

男性 1073 4.8 43.1 7.4 15.8 3.5 29.1 4.8 

女性 725 8.8 49.5 5.0 13.8 3.4 22.8 3.6 

10代 74 8.1 43.2 8.1 16.2 - 31.1 4.1 

20代 247 7.3 45.3 9.7 13.0 2.0 28.3 2.8 

30代 296 7.1 48.0 5.4 11.5 2.7 29.1 3.0 

40代 409 6.6 43.0 7.1 13.4 4.2 28.6 5.9 

50代 328 4.3 47.9 6.4 19.2 3.4 21.6 7.0 

60代 278 6.1 45.7 5.4 15.1 5.0 25.5 3.2 

70代以上 166 7.8 45.2 2.4 19.3 4.8 23.5 1.8 

レベル4 175 7.4 45.1 8.0 10.3 5.7 26.9 6.3 

レベル3 782 5.2 48.1 7.7 15.9 3.5 24.7 5.0 

レベル2 588 5.3 45.6 5.1 16.2 3.4 27.6 3.4 

レベル1 253 12.3 38.7 4.3 13.0 2.4 29.6 3.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

6.5 

45.7 

6.4 

15.0 

3.5 

26.5 

4.3 

0%

20%

40%

60%
2019年

n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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4-3-4.パスワード設定の非実施理由③

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(27.6％)である。次い
で「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(10.7％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(8.3％)､「対策を実施す
る効果に疑問を感じているから」(5.9％)と続く。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(23.5％)

である。次いで「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(14.7％)､「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(12.2％)､
「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(6.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」が最も高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1は「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」が最も高い。

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している

n=

具
体
的
に
ど
う
対
策
を
実
施
し

て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
の
が
面
倒
だ

か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑
問

を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て
い

な
く
て
も
特
に
問
題
が
発
生
し

て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い
る

か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1707 8.3 27.6 5.9 10.7 4.0 41.6 5.7 

男性 1017 5.3 25.6 6.7 10.7 4.8 44.9 5.8 

女性 690 12.8 30.6 4.8 10.6 2.9 36.7 5.5 

10代 113 14.2 23.0 7.1 7.1 6.2 43.4 4.4 

20代 246 7.7 28.0 9.8 9.8 1.2 44.3 3.3 

30代 299 7.0 30.1 4.7 10.7 2.0 45.2 4.3 

40代 387 8.8 25.6 6.7 10.9 4.7 41.3 7.2 

50代 280 6.1 29.6 6.1 8.9 3.2 41.4 7.5 

60代 244 8.2 26.6 2.9 11.9 5.7 41.4 5.3 

70代以上 138 10.9 28.3 3.6 15.9 8.7 29.0 6.5 

レベル4 173 8.7 23.7 12.1 8.7 5.2 38.2 8.7 

レベル3 641 6.7 30.0 5.9 12.2 4.4 40.2 5.9 

レベル2 561 6.6 27.8 5.2 10.5 4.3 43.3 5.3 

レベル1 332 14.2 24.7 3.9 9.0 2.4 43.1 4.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

8.3 

27.6 

5.9 
10.7 

4.0 

41.6 

5.7 

0%

20%

40%

60%
2019年

n=

具
体
的
に
ど
う
対
策
を
実
施
し

て
よ
い
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
の
が
面
倒
だ

か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑
問

を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て
い

な
く
て
も
特
に
問
題
が
発
生
し

て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い
る

か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 3525 14.7 23.5 6.9 12.2 2.6 39.3 5.9 

男性 2058 11.7 23.9 7.7 12.6 2.8 40.2 6.8 

女性 1467 19.0 23.0 5.7 11.6 2.3 38.0 4.8 

10代 171 17.5 20.5 8.2 12.3 1.8 42.1 5.3 

20代 473 12.3 27.1 9.9 10.8 2.1 41.4 3.4 

30代 571 13.7 24.0 6.7 11.0 1.8 42.0 3.3 

40代 784 11.5 23.7 6.8 13.1 3.7 40.7 6.9 

50代 650 12.6 26.2 6.8 10.8 2.0 38.3 7.4 

60代 515 17.5 21.0 6.2 15.3 3.5 35.5 6.8 

70代以上 361 25.2 18.0 3.9 11.9 2.5 35.2 7.8 

レベル4 334 6.6 27.2 15.0 10.5 3.0 34.1 10.2 

レベル3 1457 11.5 26.8 8.3 13.5 3.2 37.6 6.0 

レベル2 1166 16.5 21.5 5.0 11.7 2.2 41.6 5.5 

レベル1 568 24.1 16.9 2.3 10.7 1.6 42.1 4.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

14.7 

23.5 

6.9 
12.2 

2.6 

39.3 

5.9 

0%

20%

40%

60%
2019年

n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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4-3-5.ID・パスワードの管理方法

◼ ID・パスワードの管理方法について最も高いのは､「自分で記憶している」(53.3％)である。次いで「手帳などの紙にメモをしている」(52.1％)､「ブラウザの保存機
能を使っている」(15.5％)､「電子ファイル（メモ帳や表計算ソフト）に記録し管理している（ファイルにパスワードロックなどはしていない）」(8.5％)と続く。

◼ 性別でみると､女性は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

◼ 年代別でみると､60代､70代以上は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1~2は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

Q15 インターネット上のサービス、及び電子メールのアカウント（IDやパスワード）の管理方法について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)

n= 自分で記憶している
手帳などの紙にメモ

をしている

パソコンにインストー
ルして使うアカウント
管理ソフトウェアを

使っている

ネットワーク上のア
カウント管理サービ

スを使っている

ブラウザの保存機能
を使っている

電子ファイル（メモ帳
や表計算ソフト）に
記録し管理している
（ファイルにパスワー
ドロックなどはしてい

ない）

電子ファイル（メモ帳
や表計算ソフト）に
記録し管理している
（ファイルにパスワー
ドロックなどをしてい

る）

サービスを利用する
パソコンとは別の端
末に保存している

その他

全体 4578 53.3 52.1 8.1 4.0 15.5 8.5 3.9 5.2 0.5 

男性 2672 53.4 46.9 9.7 4.7 17.5 10.0 4.8 6.1 0.7 

女性 1906 53.2 59.3 5.8 3.1 12.7 6.4 2.6 4.0 0.3 

10代 243 65.0 46.1 10.3 4.5 13.2 5.8 3.7 4.5 0.4 

20代 653 61.1 40.6 9.0 7.0 15.0 8.6 4.0 6.6 0.8 

30代 758 61.2 42.1 9.1 4.2 15.2 9.4 3.6 4.9 0.3 

40代 999 58.7 46.6 8.9 4.2 17.1 8.7 4.2 4.3 0.4 

50代 839 51.4 55.7 7.2 3.1 15.0 8.7 4.1 4.4 0.7 

60代 655 40.0 64.4 7.5 3.2 15.4 8.2 4.0 6.0 0.8 

70代以上 431 32.7 77.3 4.4 1.6 15.3 8.1 3.0 7.0 0.2 

レベル4 528 58.1 29.7 17.0 10.4 18.0 12.5 6.6 8.1 1.1 

レベル3 1894 56.3 47.2 9.5 4.0 18.1 10.5 5.1 5.6 0.5 

レベル2 1462 51.3 60.2 5.1 2.8 14.4 7.0 2.4 4.4 0.4 

レベル1 694 45.8 65.3 3.7 2.0 8.6 3.2 1.6 3.6 0.3 

2018年 4809 56.0 52.4 7.3 3.2 13.1 9.0 3.6 4.4 0.6 

2017年 4064 54.7 51.2 6.9 2.6 12.7 8.7 3.5 3.8 0.7 

2016年 3740 52.0 53.6 7.0 2.7 12.0 6.2 2.9 3.4 0.4 

2015年 3822 53.9 49.0 6.4 2.1 10.4 7.8 3.7 3.1 0.8 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

時系別

性別

年代別

パソコン
習熟度

53.3 52.1 

8.1 
4.0 

15.5 

8.5 
3.9 5.2 

0.5 

56.0 
52.4 

7.3 
3.2 

13.1 
9.0 

3.6 4.4 
0.6 

54.7 
51.2 

6.9 
2.6 

12.7 
8.7 

3.5 3.8 
0.7 

52.0 53.6 

7.0 
2.7 

12.0 

6.2 
2.9 3.4 

0.4 

53.9 
49.0 

6.4 
2.1 

10.4 
7.8 

3.7 3.1 
0.8 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
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4-3-6. ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知

◼ ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知割合は64.4％である。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「はい」､レベル1は「いいえ」の割合が全体よりも高い。

Q16 ソフトウェア製品全般に脆弱性対策が必要であることをご存知ですか。（お答えは1つ）

全体 (5000)  

男性 (2864)

女性 (2136)

10代 (300)

20代 (724)

30代 (834)

40代 (1084)

50代 (905)

60代 (698)

70代以上 (455)

レベル4 (560)

レベル3 (1992)

レベル2 (1586)

レベル1 (862)

年
代
別

パ
ソ
コ
ン
習
熟
度

性
別

64.4

71.7

54.5

58.3

62.0

62.1

65.8

64.5

66.6

69.0

83.4

74.0

59.3

38.9

35.6

28.3

45.5

41.7

38.0

37.9

34.2

35.5

33.4

31.0

16.6

26.0

40.7

61.1

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

はい いいえ
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4-3-7. 脆弱性対策について

◼ 脆弱性対策については､「対策を全てできている」は4.7％､「対策をほとんどできている」(37.7％)を合計すると42.4％である。

◼ 年代別でみると､10代は「対策できている(計)」の割合が全体よりも高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「対策できている(計)」の割合が全体よりも高い。

Q17 脆弱性対策について、あなたの状況に近いものを選択してください。（お答えは1つ）

n=脆弱性対策の必要性の認知者(Q16)

対策でき
ている(計)

全体 (3218) 42.4

男性 (2053) 47.1

女性 (1165) 34.2

10代 (175) 52.6

20代 (449) 39.9

30代 (518) 38.4

40代 (713) 41.5

50代 (584) 47.9

60代 (465) 41.1

70代以上 (314) 40.8

レベル4 (467) 69.2

レベル3 (1475) 44.3

レベル2 (941) 32.2

レベル1 (335) 25.4

性
別

年
代
別

パ
ソ
コ
ン
習
熟
度

4.7

5.3

3.8

9.7

6.5

3.5

4.6

4.1

3.0

5.4

14.6

2.8

3.3

3.6

37.7

41.8

30.5

42.9

33.4

34.9

36.9

43.8

38.1

35.4

54.6

41.6

28.9

21.8

28.0

26.9

30.0

19.4

31.4

31.9

26.8

26.0

28.8

27.1

17.1

28.9

31.0

31.0

6.1

5.6

7.1

3.4

4.9

5.6

6.7

6.8

7.1

6.1

4.7

5.0

7.2

9.9

23.4

20.5

28.7

24.6

23.8

24.1

25.0

19.2

23.0

26.1

9.0

21.8

29.5

33.7

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

対策を全てできている 対策をほとんどできている 対策をほとんどできていない

対策を全くできていない 対策をできているかが分からない
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4-4.セキュリティ対策の実施状況
4-4-1.情報セキュリティ対策

◼ 情報セキュリティ対策について最も高いのは､「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」(55.1％)である。次いで「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチ
の更新」(50.8％)､「不審な電子メールの添付ファイルは開かない」(45.8％)､「怪しいと思われるウェブサイトにはアクセスしない」(44.4％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「怪しいと思われるウェブサイトにはアクセスしない」「不審な電子メールの添付ファイルは開かない」の割合が全体よりも高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチの更新」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」の割合が低下している。

Q18 あなた自身が所有するパソコンや自宅のネットワークについて、現在実施しているセキュリティ対策をすべて選択してください。（お答えはいくつでも）
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て
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特
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全体 5000 50.8 55.1 12.3 15.3 4.5 24.4 24.5 6.7 2.7 14.6 7.3 45.8 44.4 37.7 0.7 0.2 6.9 9.9 

男性 2864 59.4 59.5 14.0 18.9 4.9 27.6 29.4 8.6 3.3 15.9 7.6 46.1 44.8 38.5 0.3 0.3 4.8 9.5 

女性 2136 39.4 49.2 9.9 10.5 4.1 20.1 18.0 4.2 1.9 12.8 6.7 45.3 44.0 36.5 1.3 0.2 9.7 10.4 

10代 300 40.3 46.3 16.7 16.7 5.3 17.3 17.3 7.0 3.0 7.7 9.3 30.7 31.3 26.0 2.7 0.3 8.0 14.0 

20代 724 47.2 43.8 13.8 14.4 5.1 21.8 20.2 6.9 3.3 8.8 6.9 30.1 33.8 29.0 0.7 - 10.2 13.8 

30代 834 48.9 49.3 11.6 12.7 5.2 20.5 21.6 6.0 2.4 10.6 6.0 37.4 37.3 30.6 0.7 - 8.5 13.7 

40代 1084 55.8 58.3 13.0 17.8 4.2 23.6 25.6 7.7 3.0 14.5 5.6 47.0 43.5 37.8 0.2 0.3 5.3 9.3 

50代 905 52.7 60.2 11.6 15.6 5.0 25.5 26.4 7.3 2.9 14.0 7.3 50.2 48.8 41.3 0.9 0.3 6.2 8.5 

60代 698 52.4 61.0 10.6 15.8 4.4 28.9 29.4 5.9 2.4 21.1 9.6 58.6 54.2 46.1 0.3 0.3 5.9 5.4 

70代以上 455 49.0 62.4 10.1 13.8 2.0 33.2 28.1 5.5 1.5 27.3 9.0 64.4 61.5 51.6 1.3 0.7 4.8 4.8 

レベル4 560 69.5 59.5 21.4 28.9 9.6 37.5 35.9 16.1 8.2 21.4 12.0 43.2 40.7 39.5 - - 1.6 8.9 

レベル3 1992 61.9 62.7 13.9 19.4 5.7 29.2 31.7 8.2 2.7 17.0 7.9 51.7 48.9 41.9 0.2 0.4 3.3 7.5 

レベル2 1586 43.3 53.7 10.5 10.7 3.0 21.7 20.4 4.4 1.6 13.0 6.1 46.3 46.5 38.0 0.9 0.2 7.8 10.0 

レベル1 862 27.0 37.2 5.8 5.6 1.5 9.9 8.1 1.6 1.2 7.5 5.0 32.7 32.7 26.2 2.1 0.2 17.2 15.9 

2018年 5000 55.7 60.9 11.0 17.1 4.4 25.3 26.9 7.1 2.4 16.6 7.5 45.4 44.1 38.4 2.0 0.1 5.3 6.4 

2017年 5000 51.5 58.5 11.1 21.7 4.5 29.8 17.5 9.7 50.5 48.8 44.4 5.7 0.3 6.9 7.5 

2016年 5000 43.7 48.9 9.7 17.0 4.3 22.7 14.4 8.4 43.9 41.3 36.5 5.6 0.1 8.8 12.8 

2015年 5000 44.1 52.1 10.9 17.7 4.5 22.9 14.1 8.3 44.2 42.3 37.3 7.0 11.6 10.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別
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パソコン
習熟度
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※「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチの更新」→2017年以前は「WindowsUpdate等によるセキュリティパッチの更新」
※「インストールしたソフトウェアのバージョンアップ」 「無線LANルータの暗号化キーの変更」 「IoT機器（ネットワークカメラなど）の初期パスワードの変更」は今年度から追加した設問
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4-4-2.セキュリティ対策を実施しない理由①

Q19 対策を実施していない理由として、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 「WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチの更新」について最も高いのは､「具体的な方法がわからないから」(17.4％)である。次いで「設定などが面倒くさ
いから」(10.6％)､「費用がかかるから」(10.0％)､「対策をする理由がわからないから」(7.0％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「対策をする理由がわからないから」の割合が低下している。

◼ 「セキュリティソフト・サービスの導入・活用」について最も高いのは､「費用がかかるから」(23.8％)である。次いで「具体的な方法がわからないから」(11.7％)､「設
定などが面倒くさいから」(10.3％)､「対策をする理由がわからないから」(6.8％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「費用がかかるから」が上昇している。「対策をする理由がわからないから」「具体的な方法がわからないから」が低下している。

n=セキュリティ対策非実施者(Q18)

WindowsUpdateなどによるセキュリティパッチの更新 セキュリティソフト・サービスの導入・活用

n=
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る
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な
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感
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な
い
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ら
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い

）
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ら
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を
す
る
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と
で
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題

（
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ソ
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ン
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作
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す
る
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）
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か
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対
象
と
な
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

や
機
器
が
な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

全体 2458 7.0 10.0 10.6 17.4 2.6 2.8 2.5 3.5 49.8 

男性 1164 8.2 10.5 10.7 13.0 3.7 3.7 2.7 3.5 50.3 

女性 1294 6.0 9.6 10.5 21.4 1.7 1.9 2.4 3.5 49.4 

10代 179 7.8 12.8 11.7 17.3 2.8 2.8 1.7 2.2 43.0 

20代 382 7.9 11.0 8.9 18.1 3.4 3.4 1.3 2.1 51.0 

30代 426 8.2 13.1 11.0 15.7 3.3 2.8 3.3 2.1 47.9 

40代 479 5.0 9.4 10.4 14.4 3.3 2.9 3.1 3.8 54.9 

50代 428 7.5 8.6 9.6 15.2 1.9 2.3 2.3 6.1 50.7 

60代 332 5.4 7.5 11.4 23.5 1.5 2.7 3.0 3.6 47.3 

70代以上 232 8.2 7.8 12.5 21.1 1.7 2.2 2.2 3.9 47.8 

レベル4 171 11.7 11.1 9.4 7.0 5.8 5.8 4.7 3.5 46.8 

レベル3 759 7.6 12.9 12.0 11.9 3.8 3.4 3.3 4.2 46.8 

レベル2 899 6.0 9.1 11.1 18.8 2.3 2.7 2.3 3.0 51.3 

レベル1 629 6.4 7.5 8.4 25.0 0.8 1.3 1.3 3.3 52.1 

2018年 686 12.4 13.4 10.3 19.4 1.5 0.9 4.5 2.3 42.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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そ
の
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に
理
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は
な
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全体 2246 6.8 23.8 10.3 11.7 3.7 3.3 1.6 3.9 43.9 

男性 1160 7.1 26.2 9.8 7.7 4.7 4.4 1.4 3.8 43.7 

女性 1086 6.5 21.2 10.8 15.9 2.7 2.0 1.8 4.0 44.1 

10代 161 12.4 18.0 11.8 14.9 5.0 2.5 1.9 3.1 38.5 

20代 407 7.1 21.4 8.6 14.5 5.2 2.9 1.2 1.7 44.5 

30代 423 7.3 24.8 11.3 12.3 3.3 3.1 1.7 3.1 44.2 

40代 452 5.3 25.4 10.6 8.8 3.8 3.5 1.1 4.0 46.2 

50代 360 6.1 26.1 10.0 8.6 2.5 2.2 1.4 5.8 44.2 

60代 272 4.0 23.9 9.9 11.8 2.9 4.4 1.8 4.4 46.0 

70代以上 171 9.4 22.8 10.5 14.0 3.5 4.7 3.5 6.4 36.8 

レベル4 227 12.3 28.2 7.9 6.6 7.0 4.0 0.9 2.6 37.9 

レベル3 743 6.6 28.8 11.8 8.5 4.2 4.7 1.9 3.2 38.4 

レベル2 735 4.6 23.7 10.5 11.0 4.1 3.0 1.9 4.2 46.9 

レベル1 541 7.8 15.2 8.9 19.0 1.1 1.3 1.1 4.8 49.9 

2018年 686 12.1 15.3 9.8 19.0 0.9 1.0 4.1 2.3 41.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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全体 3779 5.7 9.6 18.0 15.1 4.8 2.0 1.8 3.9 44.7 

男性 2073 5.6 10.9 20.0 10.8 5.9 2.9 2.2 3.7 44.2 

女性 1706 5.7 8.0 15.5 20.3 3.4 0.9 1.3 4.0 45.3 

10代 248 10.5 9.3 15.7 14.5 6.5 2.0 1.2 1.6 41.5 

20代 566 5.5 11.7 16.1 16.6 5.8 3.0 2.8 1.8 43.5 

30代 663 6.8 11.9 19.6 13.9 4.2 2.3 2.0 2.1 45.2 

40代 828 4.5 11.8 19.9 12.3 5.2 1.8 1.0 4.0 45.0 

50代 674 4.6 7.3 18.5 12.6 3.6 1.8 1.8 5.8 47.0 

60代 496 5.2 6.5 15.7 21.0 3.6 1.4 2.2 5.6 44.6 

70代以上 304 5.9 5.3 16.8 18.8 6.3 1.6 2.0 5.9 42.1 

レベル4 350 9.1 14.9 17.1 7.4 9.1 4.3 1.1 2.9 40.0 

レベル3 1410 5.0 11.6 22.6 9.2 6.2 2.3 1.8 4.5 41.3 

レベル2 1242 4.8 8.5 17.2 18.1 4.1 1.6 2.2 3.5 46.4 

レベル1 777 6.6 5.4 11.1 24.3 1.4 1.2 1.7 3.7 50.2 

2018年 686 12.1 10.6 11.4 19.5 1.0 1.0 4.1 2.0 43.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

5.7 
9.6 

18.0 
15.1 

4.8 
2.0 1.8 3.9 

44.7 

12.1 10.6 11.4 

19.5 

1.0 1.0 
4.1 2.0 

43.0 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年

n=

対
策
を
す
る
理
由
が
わ
か
ら

な
い
か
ら

費
用
が
か
か
る
か
ら

設
定
な
ど
が
面
倒
く
さ
い
か

ら 具
体
的
な
方
法
が
わ
か
ら
な

い
か
ら

対
策
の
必
要
性
を
感
じ
な
い

（
メ
リ

ッ
ト
が
わ
か
ら
な

い

）
か
ら

対
策
を
す
る
こ
と
で
問
題

（
パ
ソ
コ
ン
の
動
作
に
影
響

す
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全体 4387 5.6 19.4 11.7 15.1 4.5 2.9 2.1 3.6 43.2 

男性 2463 5.4 22.0 11.9 11.8 6.3 3.9 2.3 3.5 41.9 

女性 1924 5.9 16.0 11.5 19.3 2.2 1.7 1.8 3.7 44.9 

10代 250 8.0 16.0 13.2 15.6 2.8 2.8 1.6 2.4 41.2 

20代 624 6.3 17.3 12.0 17.6 4.3 2.9 1.4 2.1 43.8 

30代 737 5.8 22.5 13.3 14.8 4.3 2.7 1.8 2.3 44.2 

40代 943 4.5 20.1 12.2 12.9 5.2 2.9 1.6 3.5 44.2 

50代 800 5.8 20.1 10.4 11.4 4.0 3.4 2.4 5.4 44.0 

60代 624 4.8 17.0 10.9 17.1 5.1 3.2 3.5 5.1 42.0 

70代以上 409 6.6 19.6 10.5 20.8 4.4 2.0 2.0 3.7 39.6 

レベル4 440 7.3 22.7 10.7 6.6 10.2 4.8 1.8 3.9 39.5 

レベル3 1715 5.6 22.7 12.7 11.1 5.5 3.7 2.1 3.7 40.8 

レベル2 1420 4.7 18.8 12.0 17.5 3.4 2.4 2.0 3.4 44.1 

レベル1 812 6.4 11.7 9.7 24.1 1.1 1.1 2.1 3.7 48.8 

2018年 686 12.2 13.8 9.8 20.4 1.3 0.7 4.4 1.5 42.4 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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4-4-2.セキュリティ対策を実施しない理由②

Q19 対策を実施していない理由として、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 「有害なウェブサイトへのアクセスを防止するソフトまたはサービスの導入・活用」について最も高いのは､「費用がかかるから」(19.4％)である。次いで「具体的な方法がわからな
いから」(15.1％)､「設定などが面倒くさいから」(11.7％)､「対策をする理由がわからないから」(5.6％)と続く。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1は「具体的な方法がわからないから」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「費用がかかるから」が上昇している。「対策をする理由がわからないから」「具体的な方法がわからないから」の割合が低下している。

◼ 「パソコンのデータのバックアップ」について最も高いのは､「設定などが面倒くさいから」(18.0％)である。次いで「具体的な方法がわからないから」(15.1％)､「費用がかかるから」
(9.6％)､「対策をする理由がわからないから」(5.7％)と続く。

◼ 年代別でみると､60代は「具体的な方法がわからないから」が最も高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル1は「具体的な方法がわからないから」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「設定などが面倒くさいから」の割合が上昇している。「対策をする理由がわからないから」の割合が低下している。

有害なウェブサイトへのアクセスを防止するソフトまたは
サービスの導入・活用

パソコンのデータのバックアップ

n=セキュリティ対策非実施者(Q18)
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n=
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が
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設
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な
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を
感
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い
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な

い
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か
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を
す
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と
で
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題

（
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ソ
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す
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か
ら

対
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な
る
ソ
フ
ト
ウ
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そ
の
他

特
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全体 4663 6.0 7.0 16.0 20.0 4.1 2.0 4.3 3.4 42.7 

男性 2617 6.3 7.6 18.3 15.9 4.9 2.6 5.1 3.5 41.7 

女性 2046 5.6 6.2 13.0 25.1 3.0 1.3 3.3 3.3 44.1 

10代 279 7.2 9.7 15.4 20.1 5.4 4.3 3.2 2.5 36.9 

20代 674 5.8 7.3 16.3 23.6 5.3 2.5 3.1 1.5 42.1 

30代 784 7.1 9.2 17.1 18.8 3.8 2.0 3.6 2.0 43.1 

40代 1000 5.2 7.7 17.0 15.6 3.6 1.8 5.1 3.3 45.1 

50代 839 4.4 5.8 15.6 18.4 3.3 1.9 5.0 4.9 44.8 

60代 657 6.1 5.9 15.5 22.8 4.1 1.8 4.9 4.0 40.9 

70代以上 430 7.9 3.3 13.3 25.3 4.0 0.9 4.2 5.8 39.8 

レベル4 470 8.1 8.3 20.4 9.4 6.8 4.5 4.0 3.6 39.4 

レベル3 1829 6.0 7.5 19.4 16.3 4.9 2.2 4.9 3.4 40.6 

レベル2 1516 4.9 7.1 14.5 23.5 3.5 1.6 4.6 3.0 43.3 

レベル1 848 6.7 5.0 9.1 27.4 1.7 1.2 2.7 3.9 48.2 

2018年 686 11.7 10.2 10.3 20.3 1.0 0.7 4.2 1.9 43.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

6.0 7.0 

16.0 
20.0 

4.1 2.0 
4.3 3.4 

42.7 

11.7 10.2 10.3 

20.3 

1.0 0.7 
4.2 

1.9 

43.0 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年

n=

対
策
を
す
る
理
由
が
わ
か
ら

な
い
か
ら

費
用
が
か
か
る
か
ら

設
定
な
ど
が
面
倒
く
さ
い
か

ら 具
体
的
な
方
法
が
わ
か
ら
な

い
か
ら

対
策
の
必
要
性
を
感
じ
な
い

（
メ
リ

ッ
ト
が
わ
か
ら
な

い

）
か
ら

対
策
を
す
る
こ
と
で
問
題

（
パ
ソ
コ
ン
の
動
作
に
影
響

す
る
な
ど

）
が
生
じ
る
か
ら

対
象
と
な
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

や
機
器
が
な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

全体 3773 5.6 10.0 14.4 15.4 3.5 2.7 2.1 3.7 47.4 

男性 2022 5.6 11.6 15.7 11.7 4.6 3.6 2.2 3.9 46.8 

女性 1751 5.5 8.2 13.0 19.8 2.2 1.6 2.1 3.4 48.2 

10代 248 8.9 10.9 14.5 16.1 3.6 2.4 2.4 1.6 41.9 

20代 578 5.0 10.4 15.2 15.6 5.5 2.6 2.4 2.6 46.5 

30代 654 7.2 10.6 14.5 14.8 2.9 2.6 1.5 1.8 49.1 

40代 807 4.5 11.0 16.1 12.5 4.6 3.0 2.2 4.0 47.5 

50代 666 4.1 10.1 12.9 13.2 2.1 3.0 2.9 4.8 50.6 

60代 493 5.3 8.1 14.2 20.5 2.2 1.6 2.0 5.3 45.8 

70代以上 327 7.0 7.6 11.9 19.9 3.1 3.1 0.9 5.5 45.9 

レベル4 359 7.5 12.8 15.9 10.3 5.3 5.6 2.2 3.6 41.8 

レベル3 1360 5.2 11.6 17.5 9.5 4.9 2.6 1.8 4.3 46.5 

レベル2 1262 4.6 9.8 14.4 18.1 2.7 2.7 2.8 3.1 47.6 

レベル1 792 6.8 6.2 8.5 23.7 1.6 1.3 1.5 3.7 51.4 

2018年 686 11.8 10.2 11.2 19.4 0.7 1.7 4.1 1.9 43.0 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

5.6 
10.0 

14.4 15.4 

3.5 2.7 2.1 3.7 

47.4 

11.8 10.2 11.2 

19.4 

0.7 1.7 
4.1 1.9 

43.0 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年

4-4-2.セキュリティ対策を実施しない理由③

Q19 対策を実施していない理由として、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 「インストールしたソフトウェアのバージョンアップ」について最も高いのは､「具体的な方法がわからないから」(15.4％)である。次いで「設定などが面倒くさいから」
(14.4％)､「費用がかかるから」(10.0％)､「対策をする理由がわからないから」(5.6％)と続く。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル3は「設定などが面倒くさいから」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「対策をする理由がわからないから」の割合が低下している。

◼ 「無線LANルータの暗号化キーの変更」について最も高いのは､「具体的な方法がわからないから」(20.0％)である。次いで「設定などが面倒くさいから」
(16.0％)､「費用がかかるから」(7.0％)､「対策をする理由がわからないから」(6.0％)と続く。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「設定などが面倒くさいから」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「設定などが面倒くさいから」の割合が上昇している。「対策をする理由がわからないから」の割合が低下している。

インストールしたソフトウェアのバージョンアップ 無線LANルータの暗号化キーの変更

n=セキュリティ対策非実施者(Q18)
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n=

対
策
を
す
る
理
由
が
わ
か
ら

な
い
か
ら

費
用
が
か
か
る
か
ら

設
定
な
ど
が
面
倒
く
さ
い
か

ら 具
体
的
な
方
法
が
わ
か
ら
な

い
か
ら

対
策
の
必
要
性
を
感
じ
な
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（
メ
リ

ッ
ト
が
わ
か
ら
な

い

）
か
ら

対
策
を
す
る
こ
と
で
問
題

（
パ
ソ
コ
ン
の
動
作
に
影
響

す
る
な
ど

）
が
生
じ
る
か
ら

対
象
と
な
る
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア

や
機
器
が
な
い
か
ら

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

全体 4865 5.6 6.6 13.5 16.2 3.9 1.6 9.4 4.3 43.5 

男性 2770 5.8 6.9 15.2 11.9 5.3 2.1 11.0 4.5 42.3 

女性 2095 5.3 6.3 11.3 21.9 2.1 1.1 7.4 3.9 45.2 

10代 291 9.3 10.0 11.7 19.6 4.1 2.4 6.5 3.1 37.8 

20代 700 5.4 8.0 13.7 18.9 6.1 1.9 7.7 2.4 42.6 

30代 814 6.4 7.7 15.5 16.3 4.4 1.7 8.4 2.6 43.1 

40代 1052 4.3 7.0 14.2 12.8 2.9 1.6 11.1 4.4 45.4 

50代 879 4.4 5.8 12.4 13.8 3.0 1.8 10.6 5.9 45.7 

60代 681 5.1 5.1 13.4 17.5 2.9 1.5 10.3 5.0 43.8 

70代以上 448 8.3 2.9 11.6 20.5 5.4 0.7 8.5 6.3 40.4 

レベル4 514 6.2 8.6 14.8 6.0 7.6 3.7 10.7 7.0 39.3 

レベル3 1938 5.5 7.1 15.5 12.7 4.2 1.8 12.4 4.1 40.9 

レベル2 1561 4.9 6.3 13.5 19.0 3.8 1.2 8.3 3.7 44.7 

レベル1 852 6.8 4.7 8.2 25.2 1.4 0.9 4.1 4.0 50.0 

2018年 686 11.8 9.5 10.3 20.4 1.2 0.9 6.0 0.9 42.9 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

5.6 6.6 

13.5 
16.2 

3.9 
1.6 

9.4 
4.3 

43.5 

11.8 
9.5 10.3 

20.4 

1.2 0.9 
6.0 

0.9 

42.9 
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20%

40%

60%

2019年 2018年

4-4-2.セキュリティ対策を実施しない理由④

Q19 対策を実施していない理由として、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 「IoT機器（ネットワークカメラなど）の初期パスワードの変更」について最も高いのは､「具体的な方法がわからないから」(16.2％)である。次いで「設定などが面倒
くさいから」(13.5％)､「対象となるソフトウェアや機器がないから」(9.4％)､「費用がかかるから」(6.6％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「対策をする理由がわからないから」の割合が低下している。

IoT機器（ネットワークカメラなど）の初期パスワードの変更

n=セキュリティ対策非実施者(Q18)
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4-4-3.利用しているセキュリティソフト・サービス

◼ 利用しているセキュリティソフト・サービスについて最も高いのは､「有償ソフト」(65.3％)である。次いで「無償ソフト（フリーソフト）」(27.0％)､「プロバイダのセキュリ
ティサービス」(18.5％)､「オンラインスキャン」(4.1％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「プロバイダのセキュリティサービス」の割合が全体よりも高い。

Q20 あなたがお使いのセキュリティソフト・サービスを以下から選択してください。（お答えはいくつでも）

n=セキュリティソフト・サービス導入・活用者(Q18)

n= 有償ソフト
無償ソフト

（フリーソフト）
プロバイダのセキュリティ

サービス
オンラインスキャン その他 わからない

全体 2754 65.3 27.0 18.5 4.1 0.6 3.3 

男性 1704 64.9 29.4 19.4 4.2 0.5 2.2 

女性 1050 65.9 23.0 17.0 4.0 0.7 5.1 

10代 139 53.2 36.0 17.3 5.0 - 5.8 

20代 317 63.4 31.9 11.0 2.8 0.3 4.1 

30代 411 61.1 31.1 11.7 6.6 - 4.4 

40代 632 63.4 30.4 15.3 3.8 0.6 3.3 

50代 545 68.1 25.1 18.5 4.2 0.4 2.2 

60代 426 70.9 19.5 24.4 2.6 0.5 2.8 

70代以上 284 69.7 18.3 35.2 4.6 2.5 2.5 

レベル4 333 61.9 41.4 18.3 6.6 0.9 0.6 

レベル3 1249 64.9 28.2 18.6 4.3 0.4 2.0 

レベル2 851 67.8 23.1 18.7 3.3 0.4 4.1 

レベル1 321 63.9 17.4 17.8 3.1 1.6 9.0 

2018年 3044 70.1 23.5 18.7 4.3 0.2 1.3 

2017年 3019 65.2 26.2 19.1 3.7 0.4 2.6 

2016年 2535 63.9 26.4 19.6 2.8 0.4 2.5 

2015年 2711 64.9 26.7 19.2 3.2 0.3 2.4 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

パソコン
習熟度

時系別

65.3 

27.0 

18.5 

4.1 
0.6 3.3 

70.1 

23.5 
18.7 

4.3 
0.2 1.3 

65.2 

26.2 

19.1 

3.7 
0.4 2.6 

63.9 

26.4 
19.6 

2.8 0.4 2.5 

64.9 

26.7 

19.2 

3.2 
0.3 2.4 

0%

20%

40%

60%

80%

2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
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4-4-4.情報セキュリティに関する問題意識①

◼ 情報セキュリティに関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「ウイルス対策ソフトは一度インストールしておけば更新しなくても安全である」
(66.2％)である。次いで「「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッセージの案内に
従って要求された金額を支払った」(65.5％)､「ホームページにあるバナーをクリックしたら、アプリケーションのインストールを要求されたので、インストールした」
(63.7％)､「インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従って有料の対策ソ
フトをインストールした」(63.6％)と続く。

Q21 以下の行為について、あなたはどのように思いますか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

問題が
ある(計)

パソコンにログインパスワードは設定していない (5000) 52.0

ウイルス対策ソフトは一度インストールしておけば更新しなくても安
全である

(5000) 66.2

個人情報を入力するときには、ブラウザに鍵マークが表示されてい
るか確認する

(5000) 22.6

1台のパソコンを複数人が同じアカウントで使用している (5000) 55.8

ホームページにあるバナーをクリックしたら、アプリケーションのイ
ンストールを要求されたので、インストールした

(5000) 63.7

表示できないサイトがあるため、ブラウザのセキュリティレベルを低
く設定すべきである

(5000) 60.2

OSのアップデートをしていれば、インストール済みのアプリケーショ
ンのアップデートはしなくても安全である

(5000) 58.7

インターネットで検索していたら、欲しかった有料のソフトウェアが
個人のホームページに無料で公開されていたので、ダウンロードし

てインストールした
(5000) 63.0

インターネットバンキングの利用中に、システムのアップデートのた
めに乱数表の全番号や合言葉などを確認する画面が表示された

ので、指示通りにすべての情報を入力した
(5000) 59.0

複数のウェブサービスで「秘密の質問」を覚えやすいよう、同じ内容
にしている

(5000) 60.4

インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパ
ソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従っ

て有料の対策ソフトをインストールした
(5000) 63.6

「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パ
ソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッセージの案内に

従って要求された金額を支払った
(5000) 65.5

4.1

1.6

11.2

2.5

1.4

1.6

1.8

1.7

1.9

1.8

2.0

1.6

8.9

3.7

11.4

5.4

2.9

3.5

3.5

3.2

3.8

4.4

2.9

3.1

22.8

17.2

11.3

23.7

19.0

21.0

20.1

18.2

19.5

20.7

18.1

16.7

25.1

19.3

12.3

24.9

17.1

25.3

23.0

16.1

12.9

27.5

12.5

9.9

26.9

46.9

22.6

30.9

46.6

34.9

35.7

47.0

46.1

32.9

51.1

55.5

12.2

11.4

21.5

12.5

12.9

13.8

15.8

13.8

15.9

12.7

13.4

13.1

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

まったく問題ない あまり問題ない どちらともいえない やや問題がある とても問題がある わからない
※「個人情報を入力するときには、ブラウザに鍵マークが表示されているか確
認する」は反転項目のため「まったく問題ない」＋「あまり問題ない」の合計値
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4-4-4.情報セキュリティに関する問題意識②

Q21 以下の行為について、あなたはどのように思いますか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 情報セキュリティに関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「ウイルス対策ソフトは一度インストールしておけば更新しなくても安全である」
(66.2％)である。次いで「「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッセージの案内に
従って要求された金額を支払った」(65.5％)､「ホームページにあるバナーをクリックしたら、アプリケーションのインストールを要求されたので、インストールした」
(63.7％)､「インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従って有料の対策ソ
フトをインストールした」(63.6％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「インターネットを閲覧中にサポートページが表示され、「あなたのパソコンでウイルスを検出した」と通知されたため、画面の指示に従って
有料の対策ソフトをインストールした」「「パソコンのファイルを暗号化した」というメッセージが表示され、パソコン内のファイルが利用できなくなったため、メッセー
ジの案内に従って要求された金額を支払った」の割合が低下している。

※値は「とても問題がある」
「やや問題がある」の合計値

※「個人情報を入力するときには、
ブラウザに鍵マークが表示
されているか確認する」は
反転項目のため
「まったく問題ない」
「あまり問題ない」の合計値
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ル

ス

を

検

出

し

た

」
と

通

知

さ

れ

た

た

め

、
画

面

の

指

示

に

従

っ
て

有

料

の

対

策

ソ

フ

ト

を

イ

ン

ス

ト
ー

ル

し

た

「
パ

ソ

コ

ン

の

フ

ァ
イ

ル

を

暗

号

化

し

た

」

と

い

う

メ

ッ
セ
ー

ジ

が

表

示

さ

れ

、
パ

ソ

コ

ン

内

の

フ

ァ
イ

ル

が

利

用

で

き

な

く

な

っ
た

た

め

、
メ

ッ
セ
ー

ジ

の

案

内

に

従

っ
て

要

求

さ

れ

た

金

額

を

支

払

っ
た

全体 5000 52.0 66.2 22.6 55.8 63.7 60.2 58.7 63.0 59.0 60.4 63.6 65.5 

男性 2864 52.0 67.7 23.6 57.5 65.8 61.9 62.0 64.9 59.8 61.3 65.5 66.6 

女性 2136 52.2 64.2 21.2 53.6 61.0 57.9 54.3 60.4 57.9 59.1 61.0 64.0 

10代 300 48.3 54.0 22.0 42.0 50.3 49.3 47.7 48.7 48.0 50.3 52.0 52.0 

20代 724 52.3 61.2 28.6 50.0 57.0 51.1 53.9 57.0 52.3 53.5 56.6 58.7 

30代 834 49.8 61.5 26.4 48.7 55.6 53.1 55.8 58.2 52.3 54.4 56.4 59.2 

40代 1084 52.6 69.2 23.2 57.5 67.6 62.8 63.7 66.4 61.8 63.1 67.5 68.1 

50代 905 52.9 68.4 20.3 60.9 66.3 63.2 59.6 65.1 61.9 63.1 66.4 68.5 

60代 698 55.3 72.1 19.1 61.0 70.8 68.9 64.9 68.6 65.8 66.6 69.3 71.3 

70代以上 455 50.1 70.1 14.5 65.3 73.0 69.0 56.3 70.1 66.4 67.3 71.9 75.2 

レベル4 560 54.8 68.0 23.1 58.9 66.3 62.1 67.0 64.5 61.4 62.9 66.6 68.4 

レベル3 1992 58.8 73.8 21.6 60.1 70.0 66.9 66.0 70.1 65.4 66.9 69.3 71.3 

レベル2 1586 49.1 64.7 24.2 55.5 63.9 59.5 57.0 62.2 57.4 58.6 62.5 65.1 

レベル1 862 40.0 50.0 32.7 44.5 47.2 44.7 39.7 47.1 45.7 46.8 50.5 50.8 

2018年 5000 54.6 73.1 26.4 58.0 70.5 67.0 64.5 69.6 65.3 65.2 71.7 74.9 

2017年 5000 61.3 75.9 20.6 66.2 74.8 71.8 67.6 74.9 67.6 73.3 74.3 77.9 

2016年 5000 53.2 69.8 10.8 59.8 67.8 64.2 60.2 67.0 62.9 67.0 65.7 69.8 

2015年 5000 57.1 73.7 28.0 62.6 72.4 67.8 64.1 71.6 67.6 71.1 69.5 

　■全体+10Pt以上

　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下

　（属性n=30以上）

時系別

性別

年代別

パソコン

習熟度

52.0 

66.2 
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63.7 
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59.0 60.4 
63.6 65.5 
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61.3 

75.9 

20.6 

66.2 

74.8 71.8 
67.6 

74.9 
67.6 

73.3 74.3 
77.9 

53.2 

69.8 

10.8 

59.8 
67.8 

64.2 
60.2 

67.0 
62.9 

67.0 65.7 
69.8 

57.1 

73.7 

28.0 

62.6 

72.4 
67.8 

64.1 
71.6 

67.6 
71.1 69.5 
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4-4-5.情報セキュリティに関する日常の行動

◼ 情報セキュリティに関する日常の行動について最も高いのは､「パソコンには、ログインパスワードを設定している」(62.9％)である。次いで「知らない人からの電子メールの添付
ファイルは、開かずに削除する」(56.8％)､「ウイルス対策ソフトのパターンファイルは常に最新の状態にしている」(49.3％)､「ウェブ閲覧中に、意図しないアプリケーションのインス
トールファイルがダウンロードされる場合は、キャンセルする」(45.6％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「知らない人からの電子メールの添付ファイルは、開かずに削除する」が最も高い。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「氏名や住所、クレジットカード番号などを入力する時は、アドレスバーのURLを必ずチェックし、安全な設定になっているかを確認する」の割
合が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「ウイルス対策ソフトのパターンファイルは常に最新の状態にしている」「ウェブ閲覧中に、意図しないアプリケーションのインストールファイルがダウンロード
される場合は、キャンセルする」「OSのアップデートと共に、インストールしているソフトウェアも最新のバージョンに更新している」「知らない人からの電子メールの添付ファイルは、
開かずに削除する」の割合が低下している。

Q22 あなたは以下の行動をとっていますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=
パソコンには、ログイ
ンパスワードを設定し

ている

ウイルス対策ソフトの
パターンファイルは常
に最新の状態にして

いる

氏名や住所、クレジッ
トカード番号などを入
力する時は、アドレス
バーのURLを必ず

チェックし、安全な設
定になっているかを確

認する

ブラウザのセキュリ
ティ設定は常に高く

し、表示されない場合
だけ指示に従って設

定している

ウェブ閲覧中に、意図
しないアプリケーショ
ンのインストールファ
イルがダウンロードさ
れる場合は、キャンセ

ルする

OSのアップデートと共
に、インストールして
いるソフトウェアも最

新のバージョンに更新
している

個人のホームページ
や怪しいサイトにある
ソフトウェアは、ウイル
スに感染する可能性
が高いので使わない

知らない人からの電
子メールの添付ファイ
ルは、開かずに削除

する

上記にあてはまるもの
はない

全体 5000 62.9 49.3 32.0 24.4 45.6 35.3 40.9 56.8 12.3 

男性 2864 62.0 54.9 34.2 26.1 47.5 40.5 41.3 54.7 12.3 

女性 2136 64.0 41.9 28.9 22.1 42.9 28.3 40.4 59.5 12.2 

10代 300 59.0 36.3 24.7 19.0 35.3 26.3 29.7 39.7 11.7 

20代 724 57.7 41.2 29.8 22.2 35.2 28.7 30.5 42.1 18.9 

30代 834 57.4 45.3 30.7 22.1 38.1 31.5 32.0 47.4 17.0 

40代 1084 60.8 51.0 33.6 26.9 47.7 36.3 39.9 57.4 12.5 

50代 905 67.7 53.7 33.4 27.6 49.2 38.7 44.6 61.5 9.4 

60代 698 68.1 55.0 34.0 26.1 52.1 41.3 51.0 69.1 7.2 

70代以上 455 70.8 56.9 32.7 20.4 60.0 40.2 60.9 78.7 6.2 

レベル4 560 63.9 59.6 50.2 35.2 48.8 48.0 41.3 50.4 11.6 

レベル3 1992 65.7 58.2 37.7 30.9 54.7 44.9 44.7 59.9 8.4 

レベル2 1586 63.7 46.2 27.6 20.5 44.6 31.2 43.3 58.4 11.9 

レベル1 862 54.1 28.1 15.0 9.5 24.1 12.3 27.7 50.5 22.4 

2018年 5000 66.0 57.0 35.9 27.0 54.7 40.3 45.9 63.5 6.7 

2017年 5000 65.1 50.8 29.2 22.1 46.5 33.2 37.9 59.6 8.6 

2016年 5000 55.9 42.1 23.2 16.5 37.2 26.5 32.7 53.6 14.8 

2015年 5000 56.1 43.5 22.8 18.4 35.2 25.9 32.0 49.6 13.9 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

時系別

性別

年代別

パソコン
習熟度
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45.9 

63.5 

6.7 

65.1 

50.8 

29.2 

22.1 

46.5 

33.2 
37.9 
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4-5.情報セキュリティに関する情報収集
4-5-1.過去1年間に知りたいと思ったセキュリティ情報

◼ 過去1年間に知りたいと思ったセキュリティ情報について最も高いのは､「被害を防ぐための予防策や被害が生じた場合の対応策などの具体的事例に関する情
報」(32.0％)である。次いで「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」(31.4％)､「被害が起きたときの相談や届出に関する情報」(22.1％)､
「市販されているセキュリティサービス・製品に関する情報」(19.1％)と続く。

◼ パソコン習熟度でみると､レベル4は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。

Q23 過去1年間に、あなたが知りたいと思ったセキュリティ情報はどのようなことでしたか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=
最新のセキュリティ事

象やセキュリティに関す
る被害の情報

被害を防ぐための予防
策や被害が生じた場合
の対応策などの具体的

事例に関する情報

市販されているセキュリ
ティサービス・製品に関

する情報

ユーザの被害や対策実
施等に関する体験談や

レポートの情報

被害が起きたときの相
談や届出に関する情報

その他 特にない

全体 5000 31.4 32.0 19.1 14.3 22.1 0.1 43.8 

男性 2864 34.3 32.3 21.0 14.4 20.6 0.1 42.4 

女性 2136 27.5 31.6 16.5 14.3 24.1 0.1 45.7 

10代 300 29.0 30.3 21.3 11.7 17.0 - 39.7 

20代 724 30.8 27.3 18.2 13.8 16.0 - 47.2 

30代 834 27.8 30.1 18.0 13.5 18.2 - 48.9 

40代 1084 32.7 30.7 19.2 13.2 21.4 0.2 43.7 

50代 905 32.7 32.3 18.3 14.1 21.4 0.1 44.9 

60代 698 32.5 35.1 19.2 15.3 27.5 0.3 39.4 

70代以上 455 33.0 41.8 22.2 20.0 36.5 0.4 36.5 

レベル4 560 41.8 31.8 24.5 16.1 14.6 - 36.4 

レベル3 1992 35.1 35.0 21.8 15.6 22.0 0.2 39.4 

レベル2 1586 29.6 33.2 17.9 14.2 25.9 0.1 43.1 

レベル1 862 19.1 23.0 11.6 10.6 20.1 0.2 60.1 

2018年 5000 33.0 34.6 16.6 14.9 20.6 0.2 41.9 

2017年 5000 33.1 35.5 19.3 15.0 25.3 0.1 41.8 

2016年 5000 29.8 31.3 16.9 14.8 24.6 0.1 42.8 

2015年 5000 29.2 29.9 16.7 13.3 23.6 0.2 45.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

時系別

性別

年代別

パソコン
習熟度

31.4 32.0 

19.1 
14.3 

22.1 

0.1 

43.8 

33.0 34.6 

16.6 14.9 

20.6 

0.2 

41.9 

33.1 
35.5 

19.3 
15.0 

25.3 

0.1 

41.8 

29.8 31.3 

16.9 
14.8 

24.6 

0.1 

42.8 

29.2 29.9 

16.7 
13.3 

23.6 

0.2 

45.2 
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4-5-2.セキュリティ情報を収集する際の問題点

◼ セキュリティ情報を収集する際の問題点について最も高いのは､「知らない用語が多い」(49.2％)である。次いで「内容が難しい」(49.0％)､「情報が多すぎる」
(35.9％)､「自分から情報収集や勉強をするのが面倒」(23.7％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「自分に関係がある情報なのかわからない」の割合が全体よりも高い。

Q24 あなたは、セキュリティ情報を収集するにあたって、どのような問題点を感じていますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n= 知らない用語が多い 内容が難しい 情報が多すぎる
自分から情報収集

や勉強をするのが面
倒

情報の更新が早す
ぎて追いつけない

情報がどこにあるか
わからない

自分に関係がある情
報なのかわからない

その他
特に問題点は感じて

いない

全体 5000 49.2 49.0 35.9 23.7 21.7 18.6 21.5 0.2 21.6 

男性 2864 42.2 43.3 34.7 21.7 19.8 17.4 18.5 0.3 25.7 

女性 2136 58.7 56.6 37.5 26.4 24.3 20.2 25.6 0.0 16.2 

10代 300 52.0 44.7 33.7 22.3 18.7 15.7 16.0 - 19.7 

20代 724 43.4 41.0 36.5 22.4 18.5 13.7 13.3 - 24.4 

30代 834 44.6 45.7 35.9 22.5 21.8 19.2 17.0 - 25.9 

40代 1084 46.2 48.0 36.1 23.6 24.8 18.7 19.0 0.4 22.0 

50代 905 50.9 49.5 36.8 24.3 19.3 16.5 20.9 0.3 21.9 

60代 698 54.9 55.7 34.8 24.4 22.1 21.1 29.9 0.1 17.0 

70代以上 455 60.4 61.5 36.3 26.6 25.5 27.0 40.7 0.4 16.3 

レベル4 560 24.3 25.9 27.5 15.9 16.1 10.4 9.3 0.2 36.4 

レベル3 1992 41.9 42.8 37.3 21.5 20.1 15.4 18.3 0.4 22.5 

レベル2 1586 60.0 58.6 37.6 27.0 25.7 22.3 26.5 0.1 16.5 

レベル1 862 62.6 60.7 35.0 27.7 21.7 24.2 27.6 0.1 19.5 

2018年 5000 48.9 47.3 38.3 25.7 21.3 17.8 20.7 0.2 20.1 

2017年 5000 49.4 47.6 34.9 25.1 22.2 19.0 22.6 0.2 22.3 

2016年 5000 47.0 45.9 33.2 22.0 17.6 16.0 19.6 0.2 23.8 

2015年 5000 51.6 47.1 33.6 23.5 19.0 17.0 22.1 0.3 24.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

時系別

性別

年代別

パソコン
習熟度
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5-1.インターネットサービスの利用状況
5-1-1.スマートデバイスの習熟度

◼ スマートデバイスの習熟度について最も高いのは､「スマートデバイスの基本的な操作や簡単な設定変更はでき、予期せぬ挙動やエラーが発生した場合も他者
からの説明があれば理解、対処できるレベル」(35.9％)である。次いで「スマートデバイスに関する基本的な知識を有しており、具体的な操作方法やトラブル発生
時の対応等は自分で調べて対処することができるレベル」(35.9％)､「スマートデバイスの基本的な操作はできるが、設定変更等は自分ではできず他者にお願い
をする必要があるレベル」(17.7％)と続く。

◼ 性別でみると､男性は「スマートデバイスに関する基本的な知識を有しており、具体的な操作方法やトラブル発生時の対応等は自分で調べて対処することができ
るレベル」が最も高い。

SC6_2 あなたのスマートデバイス（スマートフォン・タブレット端末）の習熟度として、最もあてはまるレベルを回答してください。（お答えは1つ）

レベル4 レベル3 レベル2 レベル1

非常に習熟している 習熟している 基本操作は習熟 入門・初心者

n=

スマートデバイスに関する十分
な知識を有しており、具体的な

操作方法やトラブル発生時の対
応等について他者に説明するこ

とができるレベル

スマートデバイスに関する基本
的な知識を有しており、具体的

な操作方法やトラブル発生時の
対応等は自分で調べて対処す

ることができるレベル

スマートデバイスの基本的な操
作や簡単な設定変更はでき、予
期せぬ挙動やエラーが発生した
場合も他者からの説明があれ

ば理解、対処できるレベル

スマートデバイスの基本的な操
作はできるが、設定変更等は自
分ではできず他者にお願いをす

る必要があるレベル

全体 5000 10.5 35.9 35.9 17.7 
男性 2472 14.4 41.9 30.8 12.9 
女性 2528 6.6 30.0 40.9 22.5 
10代 453 11.9 36.9 36.2 15.0 
20代 817 14.6 42.5 30.1 12.9 
30代 941 13.3 37.5 32.5 16.7 
40代 1134 9.1 36.5 35.4 19.0 
50代 853 8.7 33.1 40.4 17.8 
60代 563 6.0 30.2 42.5 21.3 
70代以上 239 6.3 25.5 38.9 29.3 
経営者・役員 76 19.7 34.2 32.9 13.2 
会社員・公務員・教員（管理職） 754 18.6 40.2 28.0 13.3 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 163 36.8 34.4 17.8 11.0 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 876 9.9 41.6 34.2 14.3 
医者・弁護士等の専門職 78 7.7 41.0 37.2 14.1 
契約社員・派遣社員 272 5.1 33.8 42.3 18.8 
自営業・自由業 238 12.2 47.1 28.6 12.2 
専業主婦・主夫 735 3.7 25.3 44.5 26.5 
無職（定年退職・家事手伝い含む） 446 6.7 37.2 40.1 15.9 
パート・アルバイト 747 5.6 29.6 39.6 25.2 
中学生 122 10.7 32.8 37.7 18.9 
高校生 210 11.4 36.2 38.6 13.8 
専門学校生 20 20.0 30.0 40.0 10.0 
短大生・高専生 8 - 75.0 25.0 - 
大学生 150 16.7 49.3 26.0 8.0 
大学院生 9 22.2 33.3 22.2 22.2 
その他 96 6.3 32.3 39.6 21.9 
2018年 5000 10.0 34.3 38.4 17.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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5-1-2.使用機器のOS

◼ 使用機器のOSについて最も高いのは､「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、MediaPad、ZenPadなど）」(48.5％)である。次いで「iOS

（iPhoneシリーズ、iPadシリーズ）」(46.2％)､「Windows（Windows Phone、Windows Mobile、Windows RT、Windows 8／8.1、Windows 10）」(2.2％)､「Fire 

OS（Kindle Fireなど）」(0.3％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代､20代は「iOS（iPhoneシリーズ、iPadシリーズ）」が最も高い。

◼ 職業別でみると､会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者）､高校生､大学生は「iOS（iPhoneシリーズ、iPadシリーズ）」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、MediaPad、ZenPadなど）」の割合が上昇している。「iOS（iPhoneシリーズ、
iPadシリーズ）」の割合が低下している。

Q1 あなたが主に利用しているスマートデバイスのOSについて、あてはまるものを選択してください。OSの異なるスマートデバイスを複数台利用している場合は、その中で最もインターネットの利用時間が長いスマート
デバイスのOSを選択してください。（お答えは1つ）

※「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、MediaPad、ZenPadなど）」 →2017年度以前は「Android（Galaxy、AQUOS PHONE、XPERIA、REGZA、等」
※「Fire OS（Kindle Fireなど）」→2018年度から追加した項目

n=
iOS（iPhoneシリーズ、

iPadシリーズ）

Android（Galaxy、
AQUOS PHONE、
XPERIA、REGZA、

MediaPad、ZenPadな
ど）

Windows（Windows
Phone、Windows

Mobile、Windows RT、
Windows 8／8.1、

Windows 10）

Fire OS
（Kindle Fireなど）

その他 わからない

全体 5000 46.2 48.5 2.2 0.3 0.2 2.6 
10代 453 60.7 35.8 1.8 - 0.2 1.5 
20代 817 59.7 37.6 0.6 0.1 - 2.0 
30代 941 47.1 49.6 1.0 0.4 0.2 1.7 
40代 1134 39.9 55.3 1.3 0.5 0.4 2.6 
50代 853 40.4 53.0 2.7 0.4 0.1 3.4 
60代 563 41.2 51.7 3.4 0.2 0.2 3.4 
70代以上 239 32.2 49.0 12.1 0.4 0.4 5.9 
経営者・役員 76 48.7 47.4 3.9 - - - 
会社員・公務員・教員（管理職） 754 49.3 46.7 1.7 0.3 - 2.0 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 163 51.5 41.1 1.8 0.6 - 4.9 
会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 876 50.0 47.1 0.8 - 0.3 1.7 
医者・弁護士等の専門職 78 51.3 47.4 - - - 1.3 
契約社員・派遣社員 272 44.1 52.9 1.5 - 0.7 0.7 
自営業・自由業 238 47.5 47.9 3.8 - - 0.8 
専業主婦・主夫 735 42.0 49.9 3.5 0.3 - 4.2 
無職（定年退職・家事手伝い含む） 446 30.3 60.5 4.7 1.3 0.2 2.9 
パート・アルバイト 747 42.8 50.5 1.7 0.4 0.3 4.3 
中学生 122 45.1 46.7 2.5 - 0.8 4.9 
高校生 210 67.6 31.0 1.4 - - - 
専門学校生 20 65.0 30.0 - - - 5.0 
短大生・高専生 8 75.0 25.0 - - - - 
大学生 150 61.3 36.7 0.7 0.7 - 0.7 
大学院生 9 44.4 44.4 - - - 11.1 
その他 96 33.3 59.4 2.1 1.0 1.0 3.1 
2018年 5000 52.6 40.5 3.2 0.2 0.2 3.4 
2017年 5000 50.8 43.7 2.9 0.1 2.6 
2016年 5000 44.4 49.3 3.2 0.1 2.9 
2015年 5000 44.4 45.7 5.6 0.6 3.6 

年代別

職業別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

時系別

46.2 
48.5 

2.2 0.3 0.2 
2.6 

52.6 

40.5 

3.2 
0.2 0.2 

3.4 

50.8 

43.7 

2.9 
0.1 

2.6 

44.4 
49.3 

3.2 
0.1 

2.9 

44.4 45.7 

5.6 
0.6 

3.6 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
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5-1-3.スマートデバイスのプライベート／ビジネス使用

◼ スマートデバイスのプライベート／ビジネス使用について最も高いのは､「プライベート利用のみ」(78.8％)である。次いで「プライベート・仕事（学業）の両方で利
用」(20.4％)､「仕事（学業）利用のみ」(0.8％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「プライベート利用のみ」の割合が上昇している。「プライベート・仕事（学業）の両方で利用」の割合が低下している。

Q2 お持ちのスマートデバイスはプライベート（家事も含む）利用ですか、仕事・学業でも利用しますか。あてはまるものを1つ選択してください。（お答えは1つ）

全体 (5000)

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

レベル4 (524)

レベル3 (1794)

レベル2 (1795)

レベル1 (887)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (5000)

時
系
別

性
別

S
D
習
熟
度

年
代
別

78.8

73.1

84.4

76.4

76.9

78.5

76.9

78.0

84.2

90.4

70.2

75.5

82.1

84.0

67.9

66.3

75.3

70.3

20.4

26.0

15.0

23.0

21.8

20.5

22.5

21.2

15.6

9.2

28.1

24.2

17.6

14.0

31.4

33.1

23.9

28.4

0.8

1.0

0.6

0.7

1.3

1.0

0.6

0.8

0.2

0.4

1.7

0.3

0.3

2.0

0.7

0.7

0.7

1.3

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

プライベート利用のみ プライベート・仕事（学業）の両方で利用 仕事（学業）利用のみ
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5-1-4.スマートフォンでのインターネット利用時間

◼ スマートフォンでのインターネット利用時間は、平日・休日ともに「2時間～3時間未満」が最も高い。

SC5 あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。（お答えはそれぞれ1つ）

n=スマートフォン利用者

n= 30分未満
 30分～
 　1時間未満

1時間～
 1時間半未満

 1時間半～
 　2時間未満

 2時間～
   3時間未満

 3時間～
   5時間未満

 5時間～
   7時間未満

 7時間～
  10時間未満

10時間以上

平日 4,764 6.6 14.0 19.4 18.6 19.5 12.9 5.1 1.9 2.0 

休日 4,764 6.1 10.9 16.6 16.9 19.3 16.9 7.8 2.9 2.6 

0%

10%

20%

30%

平日 休日
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5-1-5.スマートフォンでのインターネット利用時間（平日）①

◼ スマートフォンでのインターネット利用時間（平日）について最も高いのは､「2時間～3時間未満」(19.5％)である。次いで「1時間～1時間半未満」(19.4％)､「1時間
半～2時間未満」(18.6％)､「30分～1時間未満」(14.0％)と続く。

SC5S2 [平日のスマートフォンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=スマートフォン利用者

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 4,764 6.6 14.0 19.4 18.6 19.5 12.9 5.1 1.9 2.0

男性 2,363 7.3 15.4 21.3 19.6 18.5 10.9 3.9 1.1 1.9

女性 2,401 5.9 12.5 17.5 17.7 20.5 14.8 6.2 2.7 2.1

10代 424 5.9 17.7 19.8 21.5 18.2 11.3 3.5 1.2 0.9

20代 807 3.7 8.4 17.6 16.0 20.9 17.7 8.1 3.6 4.0

30代 915 7.1 11.5 17.8 19.9 21.5 12.9 5.2 1.9 2.2

40代 1,091 5.8 15.3 21.2 18.8 19.0 11.6 5.0 1.9 1.4

50代 803 7.0 14.8 18.7 19.7 18.4 12.8 4.7 1.4 2.5

60代 515 7.8 16.7 22.9 17.5 19.2 10.5 3.3 1.4 0.8

70代以上 209 16.3 21.5 17.7 15.8 16.3 9.6 2.4 - 0.5

2018年 4,753 5.4 12.5 19.8 18.8 20.3 13.6 5.5 2.4 1.7

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

性
別

年
代
別

6.6

14.0

19.4 18.6 19.5

12.9

5.1
1.9 2.0

5.4

12.5

19.8 18.8
20.3

13.6

5.5
2.4 1.7

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-5.スマートフォンでのインターネット利用時間（平日）②

◼ 職業別でみると､会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者）は「1時間～1時間半未満」､高校生は「1時間半～2時間未満」､中学生
は「30分～1時間未満」が最も高い。

SC5S2 [平日のスマートフォンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=スマートフォン利用者

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～
2時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 4,764 6.6 14.0 19.4 18.6 19.5 12.9 5.1 1.9 2.0

経営者・役員 70 7.1 20.0 24.3 18.6 17.1 10.0 1.4 - 1.4

会社員・公務員・教員（管理職） 728 7.7 17.0 23.1 21.4 18.7 8.0 2.2 0.7 1.2

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 159 5.7 12.6 28.3 17.6 19.5 11.9 1.3 0.6 2.5

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 855 6.3 15.2 22.6 20.8 17.9 12.3 2.8 1.3 0.8

医者・弁護士等の専門職 77 7.8 7.8 22.1 26.0 22.1 7.8 3.9 - 2.6

契約社員・派遣社員 261 4.6 15.7 20.3 18.8 19.9 15.3 3.4 1.5 0.4

自営業・自由業 226 7.1 12.4 11.5 20.8 21.7 15.5 6.2 3.5 1.3

専業主婦・主夫 687 7.6 10.5 15.7 17.9 20.7 13.8 9.2 2.5 2.2

無職（定年退職・家事手伝い含む） 415 7.0 11.3 14.2 10.8 17.8 17.8 9.4 4.6 7.0

パート・アルバイト 706 5.9 13.6 19.3 15.9 22.1 13.5 6.5 1.6 1.7

中学生 102 11.8 26.5 20.6 18.6 12.7 6.9 1.0 1.0 1.0

高校生 205 5.4 12.7 20.5 26.3 17.1 11.7 3.9 1.0 1.5

専門学校生 20 - 25.0 10.0 10.0 25.0 25.0 - 5.0 -

短大生・高専生 8 - 12.5 12.5 12.5 37.5 12.5 - 12.5 -

大学生 147 2.7 9.5 16.3 17.7 19.0 19.7 8.2 3.4 3.4

大学院生 8 - 25.0 12.5 50.0 - - - - 12.5

その他 90 5.6 13.3 13.3 12.2 27.8 14.4 5.6 4.4 3.3

2018年 4,753 5.4 12.5 19.8 18.8 20.3 13.6 5.5 2.4 1.7

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

職
業
別

6.6

14.0

19.4 18.6 19.5

12.9

5.1
1.9 2.0

5.4

12.5

19.8 18.8
20.3

13.6

5.5
2.4 1.7

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-6.スマートフォンでのインターネット利用時間（休日）①

◼ スマートフォンでのインターネット利用時間（休日）について最も高いのは､「2時間～3時間未満」(19.3％)である。次いで「1時間半～2時間未満」(16.9％)､「3時間
～5時間未満」(16.9％)､「1時間～1時間半未満」(16.6％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「30分～1時間未満」が最も高い。

SC5S5 [休日のスマートフォンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=スマートフォン利用者

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 4,764 6.1 10.9 16.6 16.9 19.3 16.9 7.8 2.9 2.6

男性 2,363 6.6 11.6 18.1 18.4 18.3 15.0 6.9 2.5 2.6

女性 2,401 5.6 10.3 15.2 15.5 20.2 18.8 8.6 3.3 2.5

10代 424 5.2 9.4 17.7 14.6 19.1 21.2 8.5 2.4 1.9

20代 807 3.8 5.6 12.4 15.1 19.0 19.7 13.6 6.1 4.7

30代 915 6.4 9.5 13.7 18.0 20.8 17.7 8.1 3.2 2.6

40代 1,091 5.7 12.0 19.1 17.8 18.7 15.6 6.7 2.5 2.0

50代 803 6.0 11.8 16.7 16.6 20.0 17.2 6.7 2.2 2.7

60代 515 7.4 14.4 21.7 19.2 18.6 12.6 3.9 0.8 1.4

70代以上 209 14.8 23.0 17.7 15.3 16.3 10.0 1.9 0.5 0.5

2018年 4,753 5.0 10.2 16.3 17.4 20.0 16.3 7.6 4.2 2.9

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

性
別

年
代
別

6.1

10.9

16.6 16.9
19.3

16.9

7.8

2.9 2.6
5.0

10.2

16.3 17.4
20.0

16.3

7.6

4.2
2.9

0%

20%

40%

2019年 2018年



82

5-1-6.スマートフォンでのインターネット利用時間（休日）②

◼ 職業別でみると､大学生は「3時間～5時間未満」､中学生は「1時間～1時間半未満」が最も高い。

SC5S5 [休日のスマートフォンの利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=スマートフォン利用者

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～2
時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 4,764 6.1 10.9 16.6 16.9 19.3 16.9 7.8 2.9 2.6

経営者・役員 70 8.6 14.3 21.4 17.1 21.4 11.4 2.9 - 2.9

会社員・公務員・教員（管理職） 728 6.0 14.7 18.7 19.8 17.0 14.3 6.0 2.2 1.2

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 159 6.3 8.8 22.6 16.4 18.9 17.6 5.0 1.9 2.5

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 855 5.8 9.6 17.7 18.2 19.3 16.0 8.8 2.2 2.3

医者・弁護士等の専門職 77 3.9 10.4 11.7 19.5 24.7 18.2 7.8 1.3 2.6

契約社員・派遣社員 261 5.4 8.8 16.9 18.0 18.8 15.3 11.1 4.6 1.1

自営業・自由業 226 7.5 11.1 12.4 18.1 19.9 18.1 6.2 4.9 1.8

専業主婦・主夫 687 8.0 11.1 16.6 16.7 21.1 14.8 7.3 2.2 2.2

無職（定年退職・家事手伝い含む） 415 6.0 11.3 12.0 14.7 16.4 18.3 10.1 3.6 7.5

パート・アルバイト 706 5.8 10.2 16.1 15.4 19.1 20.5 7.4 3.3 2.1

中学生 102 10.8 12.7 23.5 16.7 13.7 16.7 2.0 2.9 1.0

高校生 205 4.4 5.9 15.6 13.7 24.9 19.0 10.7 2.4 3.4

専門学校生 20 - 15.0 15.0 15.0 15.0 20.0 10.0 10.0 -

短大生・高専生 8 - - 25.0 - 25.0 12.5 25.0 12.5 -

大学生 147 2.0 8.2 12.9 16.3 17.7 23.8 9.5 6.1 3.4

大学院生 8 - 25.0 12.5 12.5 25.0 12.5 - - 12.5

その他 90 3.3 15.6 14.4 8.9 28.9 14.4 7.8 3.3 3.3

2018年 4,753 5.0 10.2 16.3 17.4 20.0 16.3 7.6 4.2 2.9

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

職
業
別

6.1

10.9

16.6 16.9
19.3

16.9

7.8

2.9 2.6
5.0

10.2

16.3 17.4
20.0

16.3

7.6

4.2
2.9

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-7.タブレット端末でのインターネット利用時間

◼ タブレット端末でのインターネット利用時間は、平日・休日ともに「30分未満」が最も高い。

SC5 あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。（お答えはそれぞれ1つ）

n=タブレット端末利用者

n= 30分未満
 30分～
 　1時間未満

1時間～
 1時間半未満

 1時間半～
 　2時間未満

 2時間～
   3時間未満

 3時間～
   5時間未満

 5時間～
   7時間未満

 7時間～
  10時間未満

10時間以上

平日 1,762 25.1 19.8 18.8 14.0 10.8 6.4 2.8 1.1 1.1 

休日 1,762 18.7 17.4 18.3 15.5 14.3 8.9 4.4 1.2 1.4 

0%

10%

20%

30%

平日 休日
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5-1-8.タブレット端末でのインターネット利用時間（平日）①

◼ タブレット端末でのインターネット利用時間（平日）について最も高いのは､「30分未満」(25.1％)である。次いで「30分～1時間未満」(19.8％)､「1時間～1時間半
未満」(18.8％)､「1時間半～2時間未満」(14.0％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「30分～1時間未満」が最も高い。

SC5S3 [平日のタブレット端末の利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=タブレット端末利用者

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 1,762 25.1 19.8 18.8 14.0 10.8 6.4 2.8 1.1 1.1

男性 1,052 25.0 21.2 20.7 13.4 9.6 4.8 3.0 1.0 1.2

女性 710 25.2 17.7 15.9 14.9 12.7 8.7 2.5 1.4 0.8

10代 138 23.9 29.7 14.5 16.7 10.1 2.2 - 2.2 0.7

20代 221 19.5 16.3 23.1 14.5 11.8 7.2 3.6 1.8 2.3

30代 269 32.0 18.2 21.9 12.3 8.2 3.3 1.1 0.7 2.2

40代 410 28.8 22.9 15.1 15.4 7.1 5.9 2.9 1.5 0.5

50代 323 26.0 16.4 19.5 11.8 13.3 8.0 3.4 0.6 0.9

60代 287 21.3 17.8 18.5 13.9 13.9 9.1 4.2 1.0 0.3

70代以上 114 14.9 21.9 20.2 15.8 14.9 7.9 3.5 - 0.9

2018年 1,827 29.1 22.7 16.6 12.4 9.7 6.5 1.4 0.8 0.8

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

性
別

年
代
別

25.1

19.8 18.8

14.0
10.8

6.4
2.8

1.1 1.1

29.1

22.7

16.6

12.4
9.7

6.5

1.4 0.8 0.8

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-8.タブレット端末でのインターネット利用時間（平日）②

◼ 職業別でみると､その他は「1時間～1時間半未満」､中学生は「30分～1時間未満」が最も高い。

SC5S3 [平日のタブレット端末の利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=タブレット端末利用者

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～
2時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 1,762 25.1 19.8 18.8 14.0 10.8 6.4 2.8 1.1 1.1

経営者・役員 36 16.7 25.0 25.0 16.7 8.3 8.3 - - -

会社員・公務員・教員（管理職） 288 28.5 18.4 21.9 17.7 8.0 3.1 1.4 0.3 0.7

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 73 31.5 15.1 23.3 16.4 9.6 1.4 1.4 1.4 -

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 316 32.0 24.1 19.3 11.7 8.5 2.8 0.6 0.9 -

医者・弁護士等の専門職 20 70.0 10.0 15.0 - - - 5.0 - -

契約社員・派遣社員 85 21.2 21.2 23.5 16.5 5.9 8.2 2.4 1.2 -

自営業・自由業 108 24.1 21.3 12.0 11.1 13.0 7.4 5.6 4.6 0.9

専業主婦・主夫 222 21.6 14.9 18.5 12.2 16.2 11.3 3.6 0.9 0.9

無職（定年退職・家事手伝い含む） 192 16.1 16.7 13.0 14.6 14.1 10.9 7.8 1.6 5.2

パート・アルバイト 223 22.0 18.8 18.4 13.0 13.9 9.4 3.1 0.4 0.9

中学生 57 22.8 31.6 15.8 14.0 10.5 1.8 - 1.8 1.8

高校生 46 30.4 23.9 10.9 19.6 10.9 4.3 - - -

専門学校生 6 16.7 33.3 50.0 - - - - - -

短大生・高専生 0 - - - - - - - - -

大学生 50 20.0 22.0 24.0 20.0 4.0 8.0 2.0 - -

大学院生 3 - 66.7 33.3 - - - - - -

その他 37 16.2 16.2 21.6 10.8 13.5 5.4 8.1 5.4 2.7

2018年 1,827 29.1 22.7 16.6 12.4 9.7 6.5 1.4 0.8 0.8

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

職
業
別

25.1

19.8 18.8

14.0
10.8

6.4
2.8

1.1 1.1

29.1

22.7

16.6

12.4
9.7

6.5

1.4 0.8 0.8

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-9.タブレット端末でのインターネット利用時間（休日）①

◼ タブレット端末でのインターネット利用時間（休日）について最も高いのは､「30分未満」(18.7％)である。次いで「1時間～1時間半未満」(18.3％)､「30分～1時間
未満」(17.4％)､「1時間半～2時間未満」(15.5％)と続く。

SC5S6 [休日のタブレット端末の利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=タブレット端末利用者

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体 1,762 18.7 17.4 18.3 15.5 14.3 8.9 4.4 1.2 1.4

男性 1,052 17.3 18.5 20.4 15.9 13.3 7.2 4.4 1.3 1.6

女性 710 20.7 15.6 15.1 14.9 15.8 11.3 4.4 1.1 1.1

10代 138 16.7 21.0 15.2 15.2 16.7 7.2 4.3 2.9 0.7

20代 221 15.4 12.2 16.7 20.4 14.5 8.1 7.7 1.8 3.2

30代 269 22.3 16.7 18.6 17.8 11.5 6.7 3.3 0.7 2.2

40代 410 22.4 17.6 19.0 12.7 14.1 8.5 3.4 1.2 1.0

50代 323 18.0 17.3 17.3 14.9 15.2 11.5 3.4 0.9 1.5

60代 287 15.3 18.8 19.9 15.0 13.6 10.1 5.6 1.4 0.3

70代以上 114 15.8 20.2 20.2 14.0 17.5 7.9 3.5 - 0.9

2018年 1,827 22.2 20.3 18.4 13.0 13.9 7.2 2.6 1.4 1.1

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

性
別

年
代
別

18.7 17.4 18.3
15.5 14.3

8.9

4.4
1.2 1.4

22.2
20.3

18.4

13.0 13.9

7.2

2.6 1.4 1.1

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-9.タブレット端末でのインターネット利用時間（休日）②

◼ 職業別でみると､その他は「2時間～3時間未満」､会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者）､大学生は「1時間半～2時間未満」､経
営者・役員､契約社員・派遣社員は「1時間～1時間半未満」が最も高い。

SC5S6 [休日のタブレット端末の利用時間]あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたり
のおよその平均利用時間をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=タブレット端末利用者

n= 30分未満
30分～1時

間未満
1時間～1時
間半未満

1時間半～2
時間未満

2時間～3時
間未満

3時間～5時
間未満

5時間～7時
間未満

7時間～10
時間未満

10時間以上

全体 1,762 18.7 17.4 18.3 15.5 14.3 8.9 4.4 1.2 1.4

経営者・役員 36 11.1 16.7 33.3 16.7 5.6 11.1 5.6 - -

会社員・公務員・教員（管理職） 288 16.7 21.2 19.4 16.7 13.2 8.0 3.1 0.7 1.0

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者） 73 16.4 16.4 15.1 26.0 17.8 5.5 1.4 1.4 -

会社員・公務員・教員（情報システムおよび通信関係の技術者・研究者以外の方） 316 21.5 14.9 25.3 15.8 12.0 5.4 3.8 0.9 0.3

医者・弁護士等の専門職 20 45.0 20.0 20.0 5.0 5.0 - 5.0 - -

契約社員・派遣社員 85 14.1 17.6 24.7 10.6 14.1 8.2 4.7 4.7 1.2

自営業・自由業 108 19.4 18.5 14.8 14.8 12.0 9.3 4.6 4.6 1.9

専業主婦・主夫 222 21.6 17.6 16.7 12.2 15.3 12.2 3.2 0.5 0.9

無職（定年退職・家事手伝い含む） 192 15.6 16.7 12.0 15.6 14.1 11.5 8.3 0.5 5.7

パート・アルバイト 223 18.4 13.9 14.8 14.3 18.4 13.5 4.9 0.4 1.3

中学生 57 14.0 21.1 21.1 8.8 21.1 8.8 1.8 1.8 1.8

高校生 46 23.9 15.2 6.5 15.2 19.6 6.5 10.9 2.2 -

専門学校生 6 16.7 33.3 33.3 16.7 - - - - -

短大生・高専生 0 - - - - - - - - -

大学生 50 22.0 22.0 12.0 30.0 8.0 4.0 2.0 - -

大学院生 3 - 66.7 - 33.3 - - - - -

その他 37 13.5 13.5 16.2 16.2 21.6 5.4 5.4 5.4 2.7

2018年 1,827 22.2 20.3 18.4 13.0 13.9 7.2 2.6 1.4 1.1

■全体+10Pt以上
■全体+5Pt以上

■全体-5Pt以下
■全体-10Pt以下
（属性n=30以上）

職
業
別

18.7 17.4 18.3
15.5 14.3

8.9

4.4
1.2 1.4

22.2
20.3

18.4

13.0 13.9

7.2

2.6 1.4 1.1

0%

20%

40%

2019年 2018年
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5-1-10.ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途

◼ ウェブサイト・インターネットサービスの利用用途について最も高いのは､「検索サイト・ポータルサイト」(84.2％)である。次いで「ニュースサイト」(63.9％)､「イン
ターネットショッピング（Amazon、楽天など）」(61.3％)､「SNS（Facebook、mixi、Google+、Twitter、LINEなど）」(55.4％)と続く。

◼ 年代別でみると､60代は「ニュースサイト」の割合が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「商品比較・クチコミなどのコミュニティサイト」「辞書・百科事典サイト（Wikipedia、goo辞書など）」「インターネットショッピング（Amazon、楽
天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」の割合が低下している。

Q3 あなたがスマートデバイスでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=

検
索
サ
イ
ト
・
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト

ニ

ュ
ー

ス
サ
イ
ト

企
業
・
団
体
の
サ
イ
ト

個
人
・
著
名
人
の
サ
イ
ト

（
ブ
ロ
グ
な
ど

）

商
品
比
較
・
ク
チ
コ
ミ
な
ど
の
コ
ミ

ュ
ニ

テ

ィ
サ
イ
ト

Q
&
A
サ
イ
ト

辞
書
・
百
科
事
典
サ
イ
ト

（
W
i
k
i
p
e
d
i
a

、
g
o
o
辞
書
な

ど

）

動
画
共
有
サ
イ
ト

（
Y
o
u
T
u
b
e

、
ニ

コ
ニ
コ
動
画
な
ど

）

懸
賞
サ
イ
ト

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

海
外
サ
イ
ト

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ

（
A
m
a
z
o
n

、
楽
天
な
ど

）

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
オ
ー

ク
シ

ョ
ン

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

株
の
ネ

ッ
ト
取
引

仮
想
通
貨
の
ネ

ッ
ト
取
引

（
B
i
t
c
o
i
n

、
E
t
h
e
r
e
u
m

な
ど

）

国
税
の
ネ

ッ
ト
手
続
き

（
e
-
T
a
x
な

ど

）

オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

（
宿
泊

、
航
空
券

、
飲
食

店
な
ど

）

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー

ム

オ
ン
ラ
イ
ン
翻
訳

オ
ン
ラ
イ
ン
ス
キ

ャ
ン

（
ウ
イ
ル
ス
チ

ェ
ッ

ク

）

ビ
デ
オ
チ

ャ
ッ
ト

（
S
k
y
p
e
な
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）

S
N
S

（
F
a
c
e
b
o
o
k

、

m
i
x
i

、
G
o
o
g
l
e
+

、

T
w
i
t
t
e
r

、
L
I
N
E
な
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）

W
e
b
メ
ー

ル

（
G
m
a
i
l

、

Y
a
h
o
o
!
メ
ー

ル
な
ど

）

ク
ラ
ウ
ド
ス
ト
レ
ー

ジ

（
D
r
o
p
b
o
x

、
i
C
l
o
u
d

、

G
o
o
g
l
e
D
r
i
v
e
な
ど

）

動
画
配
信
サ
ー

ビ
ス

（
h
u
l
u

、

N
e
t
f
l
i
x

、
U
-
N
E
X
T
な
ど

）

掲
示
板

そ
の
他

全体 5000 84.2 63.9 21.3 22.1 28.1 19.0 25.9 49.0 18.3 9.4 3.6 61.3 16.5 25.9 10.1 3.0 2.4 24.0 18.5 6.7 4.3 3.8 55.4 47.2 11.4 16.1 7.2 0.4 

男性 2472 84.1 67.8 23.5 18.4 26.1 17.6 26.2 50.8 20.4 17.3 5.3 58.5 19.9 31.1 14.8 4.3 3.4 22.8 20.7 7.2 5.2 3.8 50.4 46.7 13.0 17.6 8.5 0.4 

女性 2528 84.3 60.0 19.2 25.8 30.1 20.5 25.6 47.3 16.1 1.7 1.9 64.1 13.3 20.9 5.4 1.7 1.3 25.2 16.4 6.1 3.5 3.7 60.2 47.8 9.9 14.7 5.9 0.3 

10代 453 82.6 45.7 13.2 23.6 19.4 14.3 25.6 55.0 8.4 2.2 2.0 29.1 7.5 6.6 2.9 1.3 0.7 5.7 32.2 6.0 2.2 3.5 55.2 25.4 6.0 15.5 4.4 0.4 

20代 817 82.6 51.3 21.5 24.2 27.8 21.8 25.0 62.4 13.1 14.2 4.9 58.5 11.4 18.8 7.6 4.0 1.7 24.4 23.1 6.6 4.4 4.5 67.9 47.9 14.6 24.8 8.3 0.1 

30代 941 84.7 58.8 21.0 23.5 30.3 18.8 23.2 49.3 15.4 12.2 3.4 61.3 16.9 24.9 11.2 4.5 1.5 25.5 20.2 5.4 4.6 3.9 56.2 48.0 11.7 17.9 8.9 0.1 

40代 1134 85.6 67.0 22.0 24.2 29.5 18.6 23.7 46.6 19.0 11.3 3.9 65.5 20.8 31.4 10.2 3.4 2.6 25.3 17.0 7.5 4.6 4.4 54.6 51.1 13.0 14.6 7.9 0.3 

50代 853 87.0 72.9 23.8 21.6 27.7 20.0 27.4 44.8 24.0 8.1 2.5 68.9 19.8 31.1 9.7 2.6 2.0 26.3 15.1 7.6 5.0 2.5 52.6 49.9 10.4 13.2 6.3 0.5 

60代 563 84.0 79.9 24.2 16.7 30.7 19.9 32.9 42.1 26.5 4.6 4.6 71.4 18.5 33.6 15.1 1.2 4.6 30.6 10.5 6.9 4.4 3.6 47.6 51.7 11.7 12.4 5.3 1.1 

70代以上 239 74.9 77.0 18.0 12.1 25.5 15.9 28.9 34.3 22.6 2.9 2.9 61.5 13.4 28.9 16.3 0.8 6.3 21.8 8.4 5.4 3.3 2.9 41.0 45.2 5.9 7.1 5.0 0.4 

レベル4 524 79.6 66.2 30.9 28.6 33.4 25.8 28.4 49.4 22.1 15.8 9.9 56.5 25.0 35.7 19.5 9.4 5.7 29.0 24.6 15.6 10.1 11.1 53.1 49.2 24.0 24.8 12.2 - 

レベル3 1794 88.6 70.0 26.1 25.2 34.9 23.6 32.2 55.0 19.8 11.5 4.6 67.1 19.5 33.9 11.9 3.5 2.6 29.3 22.5 8.8 6.0 4.9 60.2 55.2 15.8 20.0 8.2 0.4 

レベル2 1795 86.5 62.8 19.1 21.8 26.4 17.8 25.1 50.5 17.8 8.4 2.1 63.8 13.9 21.7 8.2 1.7 1.8 22.8 16.8 4.4 2.9 1.7 58.6 46.9 7.8 13.5 5.3 0.3 

レベル1 887 73.5 52.4 10.4 12.7 14.7 8.2 13.4 33.8 13.6 3.6 0.7 47.6 10.9 12.5 4.6 0.9 1.0 12.7 10.4 1.7 0.5 1.4 40.5 30.7 2.5 8.3 5.7 0.6 

2018年 5000 85.7 67.3 22.9 25.5 34.6 21.2 31.2 45.9 13.3 10.5 4.1 71.0 17.5 24.1 10.1 2.2 2.2 29.8 19.6 9.1 5.0 4.2 58.2 48.8 13.7 13.2 6.2 0.4 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

84.2 

63.9 

21.3 22.1 
28.1 

19.0 
25.9 

49.0 

18.3 

9.4 
3.6 

61.3 

16.5 

25.9 

10.1 
3.0 2.4 

24.0 
18.5 

6.7 4.3 3.8 

55.4 
47.2 

11.4 
16.1 

7.2 
0.4 

85.7 

67.3 

22.9 25.5 

34.6 

21.2 

31.2 

45.9 

13.3 10.5 
4.1 

71.0 

17.5 
24.1 

10.1 
2.2 2.2 

29.8 

19.6 

9.1 
5.0 4.2 

58.2 

48.8 

13.7 13.2 
6.2 

0.4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年 2018年
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5-1-11.インターネットへの依存

◼ インターネットへの依存について最も高いのは､「気がつくと、思っていたより長い時間インターネットをしていることがある」(33.9％)である。次いで「インターネット
のない生活は、退屈で、むなしく、わびしいだろうと不安に思うことがある」(17.1％)､「気がつけば、また次のインターネット利用を楽しみにしていることがある」
(16.3％)､「インターネットを長く利用していたために、家庭での役割や家事をおろそかにすることがある」(15.7％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業（業務、家事など）に支障をきたすこと
がある」「インターネットをする時間や頻度を減らそうとしても、できないことがある」の割合が全体よりも高い。

Q4 あなたが最近インターネットを利用する中で、次のようなことはどの程度ありますか。それぞれについて、ひとつずつお選びください。（お答えはそれぞれ1つ）
※値は「いつもある」
「よくある」の合計値
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全体 5000 33.9 15.7 14.9 9.3 9.7 9.7 10.0 14.3 9.9 14.9 16.3 17.1 10.4 15.0 9.7 14.2 12.9 9.5 11.3 8.8

男性 2472 30.1 14.8 15.5 10.0 10.4 10.6 10.0 13.8 10.7 15.0 15.9 17.8 11.0 14.0 10.6 13.2 12.7 10.3 12.1 9.0

女性 2528 37.7 16.6 14.2 8.6 9.0 8.9 10.0 14.9 9.1 14.8 16.7 16.5 9.7 16.0 8.9 15.1 13.0 8.7 10.5 8.6

10代 453 35.5 23.8 19.4 11.5 20.8 14.3 15.2 20.3 11.0 15.5 19.6 22.3 14.3 17.2 13.2 19.9 18.8 13.9 13.9 12.4

20代 817 40.1 21.5 19.8 15.5 14.8 15.2 15.7 19.8 18.2 25.3 24.0 26.8 16.9 21.3 16.4 23.1 18.5 17.3 18.8 14.0

30代 941 40.2 17.7 17.1 11.3 10.7 12.5 13.2 15.8 12.6 17.4 18.5 20.9 13.4 18.6 12.5 17.1 15.1 11.2 12.4 10.7

40代 1134 33.2 13.3 14.9 7.0 6.9 7.9 8.0 11.6 8.0 13.7 15.4 13.3 8.5 14.5 8.4 11.5 12.4 7.2 11.0 7.9

50代 853 29.8 12.1 11.0 6.3 6.1 6.3 5.4 10.9 5.9 9.6 11.8 12.3 6.6 10.9 5.2 8.8 7.6 4.9 6.8 5.2

60代 563 24.5 11.5 8.9 6.2 5.5 4.6 5.7 10.1 4.8 9.2 10.1 10.5 5.2 8.2 4.3 8.9 8.0 6.0 6.2 5.2

70代以上 239 25.5 7.1 8.4 4.2 2.9 4.2 3.8 13.4 3.3 5.9 10.0 10.0 3.8 8.4 4.6 5.4 5.9 2.5 5.0 2.5
レベル4 524 32.8 20.6 20.0 17.6 17.9 20.2 16.0 21.0 18.5 18.9 22.7 22.7 17.0 18.1 18.3 19.1 18.5 17.0 18.7 15.5

レベル3 1794 33.8 13.9 15.2 9.3 10.1 8.8 9.8 13.7 9.8 15.1 16.5 17.8 10.6 14.7 9.4 14.0 13.1 8.8 11.4 8.4

レベル2 1795 35.2 15.2 13.0 6.6 7.0 7.8 8.2 13.8 7.8 13.4 14.7 15.8 8.1 14.3 8.1 13.0 11.4 7.7 9.5 7.2

レベル1 887 32.4 17.7 15.1 9.7 9.2 9.4 10.4 12.7 9.2 15.1 15.6 15.0 10.5 15.2 8.5 13.9 12.1 9.8 10.4 8.9

プライベート利用のみ 3940 33.6 15.1 14.2 8.8 9.0 9.4 9.6 13.6 9.4 14.1 15.5 16.8 9.9 14.9 9.2 13.8 12.4 8.8 10.6 8.2

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 35.4 17.9 17.0 10.5 11.8 10.2 11.3 17.1 11.6 17.6 19.2 18.4 12.0 15.2 11.4 15.2 13.9 11.6 13.6 11.0

仕事（学業）利用のみ 39 33.3 20.5 28.2 23.1 20.5 28.2 17.9 20.5 12.8 23.1 25.6 15.4 12.8 23.1 15.4 20.5 28.2 23.1 23.1 10.3

2018年 5000 37.4 15.9 13.4 7.2 6.7 7.6 7.3 13.4 6.7 14.8 17.1 16.8 6.7 14.5 5.8 11.3 10.8 5.9 8.3 5.9

2017年 5000 50.6 19.5 15.2 7.1 7.2 8.2 7.2 15.6 7.6 16.8 19.5 19.7 8.0 16.8 6.2 13.0 13.1 6.8 7.9 6.1

　■全体+10Pt以上

　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下

　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD

習熟度

時系別

プライベート

/ビジネス

使用別
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◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知（計）について最も高いのは､「ワンクリック請求」(82.6％)である。次いで「フィッシング詐欺」(80.9％)､「セキュリティ
ホール（脆弱性）」(60.3％)､「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング）」(52.1％)と続く。

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

5-2.インターネット利用時の脅威や被害
5-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知①

認知(計)

ワンクリック請求 (5000)  82.6

パスワードリスト攻撃
（リスト型アカウントハッキング）

(5000) 52.1

フィッシング詐欺 (5000) 80.9

セキュリティホール（脆弱性） (5000) 60.3

標的型攻撃 (5000) 45.5

マルウェア (5000) 49.3

偽セキュリティソフト (5000) 52.0

DoS（サービス妨害）攻撃 (5000) 38.4

ビジネスメール詐欺（BEC） (5000) 46.2

偽警告（サポート詐欺） (5000) 49.6

ランサムウェア (5000) 47.2

セクストーション（性的脅迫） (5000) 34.2

14.6

7.0

11.7

7.8

6.1

6.6

6.3

5.4

6.5

7.5

6.1

4.4

34.5

19.9

28.4

20.8

14.9

15.8

17.8

13.1

15.9

17.9

14.1

11.9

33.5

25.2

40.8

31.8

24.4

26.8

27.8

19.9

23.9

24.2

27.0

17.9

17.4

47.9

19.1

39.7

54.5

50.7

48.0

61.6

53.8

50.4

52.8

65.8

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

詳しい内容を知っている 概要をある程度知っている 名前を聞いたことがある程度 名前も概要も知らない

※「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング）」「標的型攻撃」「DoX（サービス妨害）攻撃」「ビジネスメール詐欺（BEC）」「偽警告（サポート詐欺）」は2018年度から追加した設問
※「セクストーション（性的脅迫）」→2017年以前は「セクストーション」
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2019年 (5000)

2018年 (5000)

2017年 (5000)
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請
求

82.6

89.8

92.1

17.4

10.2

7.9

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

認知 非認知

5-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知②

◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の「認知」について、2018年と比較すると、「ワンクリック請求」「偽セキュリティソフト」の割合が低下している。

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）
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5-2-1.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知③

◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の認知について最も高いのは､「ワンクリック請求」(82.6％)である。次いで「フィッシング詐欺」(80.9％)､「セキュリティホー
ル（脆弱性）」(60.3％)､「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング）」(52.1％)と続く。

◼ 年代別でみると、50代、60代、70代以上は「フィッシング詐欺」が最も高い

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「パスワードリスト攻撃（リスト型アカウントハッキング）」「セキュリティホール（脆弱性）」「標的型攻撃」「マルウェア」「偽セキュリティ
ソフト」「DoS（サービス妨害）攻撃」「ビジネスメール詐欺（BEC）」「偽警告（サポート詐欺）」「ランサムウェア」「セクストーション（性的脅迫）」が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」「偽セキュリティソフト」「ビジネスメール詐欺（BEC）」の割合が低下している。

Q5 あなたは、次のようなインターネット上での攻撃・脅威などについてご存知ですか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

※値は「詳しい内容を知っている」
「概要をある程度知っている」

「名前を聞いたことがある程度」の合計値

n=
ワンクリック

請求

パスワードリ
スト攻撃

（リスト型アカ
ウントハッキ

ング）

フィッシング
詐欺

セキュリティ
ホール

（脆弱性）
標的型攻撃 マルウェア

偽セキュリ
ティソフト

DoS（サービ
ス妨害）攻撃

ビジネスメー
ル詐欺
（BEC）

偽警告（サ
ポート詐欺）

ランサムウェ
ア

セクストー
ション

（性的脅迫）

全体 5000 82.6 52.1 80.9 60.3 45.5 49.3 52.0 38.4 46.2 49.6 47.2 34.2 

男性 2472 86.7 62.2 86.0 71.8 58.8 63.4 61.8 51.3 56.4 59.3 60.6 45.1 

女性 2528 78.6 42.2 76.0 49.2 32.4 35.5 42.3 25.9 36.2 40.2 34.1 23.6 

10代 453 82.1 51.7 79.7 60.7 46.4 51.2 50.8 35.5 40.4 46.1 47.2 33.8 

20代 817 85.1 54.1 78.7 56.8 46.3 48.7 51.3 42.5 47.9 50.3 49.9 39.3 

30代 941 82.4 51.2 76.8 55.9 43.7 50.2 49.7 40.8 45.5 49.3 46.8 36.0 

40代 1134 85.6 53.1 83.0 62.7 46.7 52.4 54.9 40.5 47.1 50.1 50.3 35.4 

50代 853 81.9 53.3 83.9 63.7 47.7 49.4 54.2 38.0 51.3 53.3 49.5 34.2 

60代 563 76.6 47.1 82.2 61.5 41.6 45.8 48.0 31.3 41.2 46.2 40.1 26.1 

70代以上 239 78.2 52.3 83.3 63.6 43.5 37.7 53.1 29.7 43.9 48.1 34.3 23.4 

レベル4 524 89.1 79.2 88.2 81.3 75.2 78.1 77.9 71.8 73.3 76.3 74.8 65.5 

レベル3 1794 89.0 62.4 88.4 71.0 55.4 61.0 61.9 46.7 54.6 59.1 58.1 42.6 

レベル2 1795 83.0 42.7 80.1 54.5 36.7 40.3 43.8 28.8 38.9 41.8 38.5 24.0 

レベル1 887 65.1 34.3 63.1 38.2 25.6 26.8 33.0 21.5 28.0 30.6 26.7 19.4 

プライベート利用のみ 3940 81.8 49.4 79.5 58.0 43.3 46.8 49.8 35.7 43.4 47.0 44.6 31.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 87.1 62.7 87.6 70.0 54.1 59.3 60.8 48.8 57.2 60.2 57.6 44.7 

仕事（学業）利用のみ 39 51.3 46.2 51.3 43.6 43.6 38.5 41.0 46.2 43.6 41.0 41.0 43.6 

2018年 5000 89.8 55.2 84.7 64.1 48.2 48.4 58.9 38.1 51.4 54.3 48.8 32.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

82.6 

52.1 

80.9 

60.3 

45.5 
49.3 52.0 

38.4 
46.2 49.6 47.2 

34.2 

89.8 

55.2 

84.7 

64.1 

48.2 48.4 

58.9 

38.1 

51.4 54.3 
48.8 

32.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年 2018年
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5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度①

◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度について、全問正解の割合について最も高いのは､「ワンクリック請求」(14.7％)である。次いで「フィッシング詐
欺」(12.8％)､「セキュリティホール（脆弱性）」(12.5％)､「マルウェア」(8.3％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「ワンクリック請求」の全問正解の割合が低下している。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

※インターネット上での各攻撃・脅威を問う設問において、全3問正解の場合を「全問正解」、正解が2問以下の場合を「不正解あり」と定義している。
※n数を調査対象者全体として算出。 2019年：n=5000、2018年：n=5000、2017年：n=5000
※Q6はQ5で「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人に対して実施。そのため棒グラフの高さはQ5で「詳しい内
容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人の割合に相当
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不正解あり 34.4 39.1 36.4 24.1 26.0 27.3 25.1 24.1 16.0 13.8 13.5 18.3 21.5 14.2 13.8 12.9 23.1 24.0 14.4 15.9 17.5 20.8 21.8 23.2 26.1 13.1 10.8 8.5 10.4 8.1 6.5 

全問正解 14.7 20.4 25.4 2.8 1.1 12.8 15.8 20.6 12.5 16.7 17.8 2.8 1.2 8.3 9.0 9.8 1.1 0.5 12.4 2.6 0.7 1.5 0.6 2.3 1.0 7.1 8.8 12.5 5.9 6.5 0.3 

ランサムウェア セクストーションマルウェア 偽セキュリティソフト DoS攻撃
ビジネス

メール詐欺
偽警告ワンクリック請求

パスワード
リスト攻撃

フィッシング詐欺 セキュリティホール 標的型攻撃

14.7 
20.4 

25.4 

2.8 1.1 

12.8 15.8 
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正解

○
流出した利用者のアカウント情報の
リストを利用し、別のサービスへの不
正ログインを試みる攻撃のことです

×

辞書や人名録などのリストに載って
いる単語やそれらを組み合わせたパ
スワードを総当たりする攻撃手法で
す

○
被害を防ぐには利用しているインター
ネットサービス毎に、異なるパスワー
ドを設定することが有効です

60.2

21.6

67.8

67.3 

12.0 

75.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1346) 2018年(n=1355)

正解

×

突然、アダルトサイトの会員登録完
了などの画面が表示された場合、時
間が経つと追加請求されることがあ
るので、すぐに誤登録であることを電
話やメールで伝えることが大切です

×

パソコンの被害では不正プログラム
をインストールしたことにより登録完
了画面が繰り返し表示される症状が
出ることがありますが、パソコンを再
起動すれば簡単に解消できます

○

スマートフォンの場合、会員登録完
了画面を表示する際にシャッター音を
鳴らすことで、自分の写真が送信さ
れてしまったと誤認させて無視をしに
くくするといった手口もあります

76.6

57.2

51.8

83.9 

59.9 

52.9 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=2455) 2018年(n=2971)
パスワードリスト攻撃ワンクリック請求

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度②

◼ ワンクリック請求について、全問正解率は29.9％である。

◼ 正解率が最も高いのは「突然、アダルトサイトの会員登録完了などの画面が表示された場合、時間が経つと追加請求されることがあるので、すぐに誤登録である
ことを電話やメールで伝えることが大切です」(76.6％)である。

◼ パスワードリスト攻撃について、全問正解率は10.4％である。

◼ 正解率が最も高いのは「被害を防ぐには利用しているインターネットサービス毎に、異なるパスワードを設定することが有効です」(67.8％)である。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)

全問正解 不正解あり

2019年 29.9％ 70.1％

2018年 34.3％ 65.7％

全問正解 不正解あり

2019年 10.4％ 89.6％

2018年 4.1％ 95.9％
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正解

×

セキュリティホールが発見されるの
は、WindowsやMacなどのOSのみで
あり、ブラウザなどOS以外でセキュリ
ティホールが発見されることはありま
せん

○

セキュリティホールがあると、メール
を開いたり、ホームページを見ただけ
で、ウイルスに感染する可能性があ
ります

○

WindowsUpdateなどを利用して常に
パソコンを最新の状態にしておくこと
は、セキュリティホールを解消するの
に有効です

63.3

65.4

67.0

71.0 

69.9 

74.4 

72.0 

71.4 

72.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1427) 2018年(n=1527) 2017年(n=1569)

正解

×

メールのタイトルや本文については
偽装できても、メールの送信者欄
（Fromアドレス）まで偽装することは
不可能です

○

カード番号や暗証番号の入力を依頼
するメールが届いたときは、そのメー
ル自身や記載された情報の真偽を
確認することが大切です

○
金融機関に限らず、オークションサイ
トやオンラインゲームを騙ったフィッシ
ング詐欺もあります

48.3

66.6

73.7

54.0 

69.2 

79.3 

65.3 

68.1 

80.8 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=2008) 2018年(n=2045) 2017年(n=2236)
フィッシング詐欺

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度③

◼ フィッシング詐欺について、全問正解率は32.0％である。

◼ 正解率が最も高いのは「金融機関に限らず、オークションサイトやオンラインゲームを騙ったフィッシング詐欺もあります」(73.7％)である。

◼ セキュリティホールについて、全問正解率は43.9％である。2018年よりも低下している。

◼ 正解率が最も高いのは「WindowsUpdateなどを利用して常にパソコンを最新の状態にしておくことは、セキュリティホールを解消するのに有効です」(67.0％)で
ある。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

セキュリティホール

全問正解 不正解あり

2019年 32.0％ 68.0％

2018年 38.6％ 61.4％

2017年 46.2％ 53.8％

全問正解 不正解あり

2019年 43.9％ 56.1％

2018年 54.7％ 45.3％

2017年 56.9％ 43.1％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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正解

○
悪意のあるソフトウェアのことを総称
してマルウェアと呼びます

○
コンピュータウイルスやスパイウェア
などがマルウェアに含まれます

×

マルウェアは電子メールの添付ファイ
ルを介して頒布され、インターネット
上のウェブサイトを利用して頒布され
ることはありません

59.2

62.2

54.3

57.6 

65.4 

63.9 

65.8 

72.3 

61.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1123) 2018年(n=1140) 2017年(n=1136)

正解

○
攻撃対象となるのは、不特定多数の
一般ユーザではなく、特定の組織や
特定の個人になります

○

攻撃者が用意したサーバから不正な
プログラムをダウンロードさせるため
に、まずはそれを実行するために必
要なウイルスを、パソコンに感染させ
るタイプがあります

×
メールの差出人のアドレスや本文の
内容から疑わしい要素を見つけやす
いので、対策が比較的容易です

35.7

60.2

43.5

18.8 

66.0 

51.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1054) 2018年(n=1134)
標的型攻撃

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度④

◼ 標的型攻撃について、全問正解率は13.4％である。

◼ 正解率が最も高いのは「攻撃者が用意したサーバから不正なプログラムをダウンロードさせるために、まずはそれを実行するために必要なウイルスを、パソコン
に感染させるタイプがあります」(60.2％)である。

◼ マルウェアについて、全問正解率は37.0％である。

◼ 正解率が最も高いのは「コンピュータウイルスやスパイウェアなどがマルウェアに含まれます」(62.2％)である。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

マルウェア

全問正解 不正解あり

2019年 37.0％ 63.0％

2018年 39.5％ 60.5％

2017年 43.1％ 56.9％

全問正解 不正解あり

2019年 13.4％ 86.6％

2018年 5.1％ 94.9％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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正解

○

特定のサービスやサーバに対して、
過剰なアクセスによる負荷をかける
などによって利用できない状況にす
る攻撃です

×

他者のアカウントに不正ログインをし
て、各種設定を変更するなどで当該
サービスを利用できない状況にする
攻撃です

×

ショッピングサイトにおいて被害を防
ぐためには、大量の発注でもサービ
スが低下しないように作業員や在庫
を十分に確保しておくことが重要です

58.4

30.0

40.5

66.7 

15.0 

40.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=926) 2018年(n=909)

正解

×

セキュリティベンダが販売するセキュ
リティソフトの名前やデザインに酷似
した製品であるため、ショッピングサ
イトから誤って購入してしまうケース
が多くあります

○

正常なパソコンにも関わらず、不具合
が多数発見されたという表示をして、
対処するために対策ソフトを購入する
よう促します

○

ブラウザに突然「ウイルスに感染し
た」などの警告画面が表示された
後、偽セキュリティソフトのダウンロー
ドページに誘導されることがあります

16.3

62.5

67.7

10.8 

67.9 

75.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1209) 2018年(n=1227)

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑤

◼ 偽セキュリティソフトについて、全問正解率は4.5％である。

◼ 正解率が最も高いのは「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された後、偽セキュリティソフトのダウンロードページに誘導されることがあ
ります」(67.7％)である。

◼ DoS攻撃について、全問正解率は14.3％である。2018年よりも上昇している。

◼ 正解率が最も高いのは「特定のサービスやサーバに対して、過剰なアクセスによる負荷をかけるなどによって利用できない状況にする攻撃です」(58.4％)である。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

偽セキュリティソフト DoS攻撃

全問正解 不正解あり

2019年 4.5％ 95.5％

2018年 2.2％ 97.8％

全問正解 不正解あり

2019年 14.3％ 85.7％

2018年 3.7％ 96.3％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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正解

○

ブラウザに突然「ウイルスに感染し
た」などの警告画面と電話番号を表
示させ、不安を煽って電話をかけるよ
うに誘導する手口です

○

遠隔操作でパソコンを調査すると提
案され、調査の結果パソコンに問題
が見つかったとして有償のサポート
契約を持ちかけられます

×

自宅にサポートデスクの担当者が訪
問し、パソコンをチェックするとパ
フォーマンスが低下しているという診
断結果を告げられて新しいパソコン
の購入を迫られます

68.7

61.9

24.0

77.8 

68.8 

13.5 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1274) 2018年(n=1357)

正解

×

簡単に儲かる仕事があるといった内
容のメールが届き、そのために必要
な教材や商材などの購入を促す手口
です

○

実際に取引関係にある企業の担当
者を装い、振込先の口座が変更に
なったなどのメールを送信して金銭を
詐取する手口です

○

取引先だけでなく会社の取締役や弁
護士などにもなりすまし、早急な送金
が必要と思いこませる様々な緊迫し
た事由を持ち出して送金指示をしてく
るケースもあります

20.8

62.7

60.9

11.6 

72.8 

71.1 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1117) 2018年(n=1120)

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑥

◼ ビジネスメール詐欺について、全問正解率は6.7％である。

◼ 正解率が最も高いのは「実際に取引関係にある企業の担当者を装い、振込先の口座が変更になったなどのメールを送信して金銭を詐取する手口です」(62.7％)

である。2018年と比較すると、低下している。

◼ 偽警告について、全問正解率は9.1％である。

◼ 正解率が最も高いのは「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面と電話番号を表示させ、不安を煽って電話をかけるように誘導する手口です」
(68.7％)である。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

ビジネスメール詐欺 偽警告

全問正解 不正解あり

2019年 6.7％ 93.3％

2018年 2.7％ 97.3％

全問正解 不正解あり

2019年 9.1％ 90.9％

2018年 3.8％ 96.2％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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正解

×
被害に遭ってしまった場合は、要求
がエスカレートしないように相手の要
求に従うことが重要です

○

SNSなどで知り合った異性からプライ
ベートな写真や動画のやりとりを持ち
かけられた後、その写真や動画をば
ら撒かれたくなければ金銭を支払え
などと脅迫されます

○

被害を防ぐためには、他人に見られ
ると困るようなプライベートな写真や
動画を撮影したり、送ったりしないこ
とが大事です

52.5

58.8

61.1

62.6 

65.6 

66.6 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=813) 2018年(n=730)

正解

○
コンピュータウイルスの一種で、パソ
コンが感染するとデータなどが正常
に利用できなくなります

○

データを暗号化するなどして読み取
れなくし、そのデータを使えるように
するために金銭を要求することがあり
ます

×
使えなくなったデータを元に戻すため
には、警告画面に従って金銭を支払
えば確実に使えるようになります

63.2

61.3

52.1

71.3 

70.3 

59.1 

76.2 

77.5 

70.4 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2019年(n=1011) 2018年(n=978) 2017年(n=1052)
ランサムウェア

5-2-2.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の理解度⑦

◼ ランサムウェアについて、全問正解率は35.2％である。

◼ 正解率が最も高いのは「コンピュータウイルスの一種で、パソコンが感染するとデータなどが正常に利用できなくなります」(63.2％)である。

◼ セクストーションについて、全問正解率は36.2％である。

◼ 正解率が最も高いのは「被害を防ぐためには、他人に見られると困るようなプライベートな写真や動画を撮影したり、送ったりしないことが大事です」(61.1％)であ
る。

Q6 次に挙げる攻撃や脅威などの概要や特徴に関する説明の内容が正しいか、間違っているかを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

セクストーション

全問正解 不正解あり

2019年 35.2％ 64.8％

2018年 44.8％ 55.2％

2017年 59.6％ 40.4％

全問正解 不正解あり

2019年 36.2％ 63.8％

2018年 44.7％ 55.3％

n=インターネット上での各攻撃・脅威について「詳しい内容を知っている」または「概要をある程度知っている」と回答した人(Q5)
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5-2-3.情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の情報入手

◼ 情報セキュリティに関する攻撃・脅威等の情報入手について最も高いのは､「ニュースサイト」(33.6％)である。次いで「新聞・雑誌の特集など」(13.2％)､「セキュリ
ティベンダーのウェブサイト」(11.2％)､「携帯電話会社のウェブサイト」(9.0％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「セキュリティベンダーのメールマガジン」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「ニュースサイト」「新聞・雑誌の特集など」の割合が低下している。

Q7 あなたは前問で挙げたような攻撃や脅威などのセキュリティに関する情報を、どこで確認、入手していますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=
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イ
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ェ
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白
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ど
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イ
ト

セ
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ュ
リ
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ィ
関
連
の
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籍 新
聞
・
雑
誌
の
特
集
な
ど

警
察
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
・

S
N
S

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

の

ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
・
S
N
S

銀
行
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト

携
帯
電
話
会
社
の
ウ

ェ
ブ

サ
イ
ト

そ
の
他

特
に
な
い

全体 5000 8.4 11.2 6.5 2.8 3.1 1.7 1.6 33.6 4.2 13.2 3.8 4.2 5.1 9.0 3.5 45.6 

男性 2472 10.6 15.8 8.5 3.9 4.5 2.3 2.3 36.2 6.1 14.3 4.4 4.5 5.2 9.1 2.0 40.7 

女性 2528 6.2 6.8 4.4 1.7 1.7 1.1 0.9 31.1 2.3 12.1 3.1 3.8 5.0 8.9 5.0 50.5 

10代 453 7.5 8.2 6.0 3.1 3.3 2.0 2.6 29.1 4.4 9.5 2.2 3.1 2.0 7.3 4.0 51.4 

20代 817 11.8 10.4 6.1 2.8 5.1 2.3 2.4 22.6 3.7 5.6 3.9 4.0 3.5 5.6 3.8 53.0 

30代 941 8.6 10.5 4.9 4.1 2.7 1.9 2.0 30.4 4.0 8.5 3.6 3.0 3.4 5.3 1.9 51.8 

40代 1134 7.9 10.5 5.3 1.7 2.5 1.0 1.0 36.8 4.1 12.9 3.8 4.4 4.9 9.1 3.5 44.6 

50代 853 7.7 12.9 7.4 2.0 3.0 1.5 0.9 39.2 3.8 18.3 3.4 4.6 6.9 11.6 4.9 38.3 

60代 563 6.4 13.7 8.7 2.7 2.5 2.0 0.9 41.6 4.4 23.3 5.5 5.2 9.6 14.9 4.1 36.2 

70代以上 239 7.1 14.6 11.7 5.0 2.5 2.1 2.1 38.9 7.1 23.4 3.8 6.3 6.7 13.8 1.7 38.1 

レベル4 524 21.8 24.4 15.8 9.7 12.2 8.0 7.4 33.2 10.5 12.8 8.8 7.8 7.6 9.2 1.0 30.2 

レベル3 1794 10.4 15.4 8.1 3.6 3.3 1.7 1.8 38.3 5.4 14.9 4.5 4.4 6.2 10.1 3.9 38.0 

レベル2 1795 4.3 7.0 3.8 0.7 1.4 0.5 0.4 34.6 2.2 12.9 2.8 4.0 5.0 9.6 4.4 48.9 

レベル1 887 4.7 3.6 2.9 1.2 0.7 0.5 0.1 22.4 1.8 10.3 1.4 1.9 1.6 5.1 2.5 63.6 

プライベート利用のみ 3940 7.3 9.7 5.4 2.2 2.4 1.2 1.0 32.6 3.5 12.5 3.1 3.8 4.6 8.7 3.6 47.7 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 12.9 17.3 10.5 5.0 5.9 3.7 3.8 38.7 7.0 16.3 6.4 5.5 7.2 10.3 3.4 36.5 

仕事（学業）利用のみ 39 - 5.1 10.3 - 5.1 2.6 - 2.6 - 2.6 - 2.6 2.6 - - 69.2 

2018年 5000 10.8 13.4 5.4 3.7 3.2 1.8 1.3 39.6 5.0 19.9 4.7 4.5 6.3 12.2 6.9 35.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

8.4 
11.2 

6.5 
2.8 3.1 1.7 1.6 

33.6 

4.2 

13.2 

3.8 4.2 5.1 
9.0 

3.5 

45.6 

10.8 
13.4 

5.4 3.7 3.2 1.8 1.3 

39.6 

5.0 

19.9 

4.7 4.5 6.3 

12.2 

6.9 

35.2 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年
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5-2-4.過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル①

◼ 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「本文中のURLにアクセスするように促す不審なメールを受信した」(32.8％)である。
次いで「添付ファイルを開くように促す不審なメールを受信した」(26.6％)､「ブラウザに突然「ウイルスに感染した」などの警告画面が表示された」(21.7％)､「身に
覚えのない支払いを求める（架空請求）メールを受信した」(19.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「過去1年間で上記のような経験はない」が最も高い。

Q8_1 あなたは過去1年間、インターネット利用中に次に挙げるような経験をしたことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）
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っ
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を
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は
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全体 5000 26.6 32.8 17.1 19.9 21.7 5.6 2.5 7.5 1.9 19.1 25.2 

男性 2472 28.4 34.3 18.4 22.4 24.2 6.1 3.3 12.0 2.3 16.4 24.3 

女性 2528 24.8 31.4 15.8 17.4 19.1 5.0 1.7 3.2 1.5 21.8 26.0 

10代 453 20.3 22.7 10.2 12.4 11.9 4.6 2.4 4.4 0.9 29.6 30.7 

20代 817 22.3 26.2 14.8 16.3 20.4 4.2 3.1 7.7 2.1 16.9 32.4 

30代 941 24.9 32.5 16.3 17.7 21.5 3.9 2.6 5.6 1.4 15.6 28.3 

40代 1134 29.3 35.8 17.1 21.0 24.3 4.9 2.2 8.6 1.8 17.1 24.0 

50代 853 30.8 41.0 21.9 24.3 22.4 7.0 2.1 8.0 2.2 17.1 20.4 

60代 563 29.3 33.6 18.7 25.4 23.8 8.2 2.3 10.3 2.8 23.3 17.6 

70代以上 239 25.9 30.5 19.7 20.5 24.7 10.0 3.3 7.5 2.5 27.6 18.4 

レベル4 524 33.4 36.5 25.0 22.1 19.3 9.4 7.3 10.3 3.8 14.1 22.5 

レベル3 1794 28.8 37.3 20.1 22.6 24.4 6.3 2.7 8.8 2.1 18.2 19.3 

レベル2 1795 25.8 32.9 14.8 19.6 22.5 4.5 1.4 7.0 1.4 21.7 23.6 

レベル1 887 19.7 21.4 10.8 13.5 15.9 3.9 1.4 4.6 1.2 18.7 41.7 

プライベート利用のみ 3940 25.2 30.7 15.6 17.9 20.2 5.1 1.9 6.8 1.6 20.5 26.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 32.8 41.8 23.0 27.8 28.1 7.3 4.6 10.8 3.0 14.4 19.3 

仕事（学業）利用のみ 39 5.1 7.7 10.3 7.7 5.1 2.6 2.6 2.6 - 5.1 61.5 

　■全体+10Pt以上

　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

26.6 

32.8 

17.1 
19.9 21.7 

5.6 
2.5 

7.5 

1.9 

19.1 

25.2 

0%

20%

40%

60%

2019年
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5-2-4.過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブル②

◼ 過去1年間の情報セキュリティに関する被害・トラブルについて最も高いのは､「過去1年間で上記のような被害はない」(55.6％)である。次いで「上記のようなトラ
ブルや被害があったかどうかわからない」(26.5％)､「利用しているサービスのアカウントが第三者に不正アクセスされた」(6.8％)､「不審なメール送信の踏み台と
された（身に覚えのないメールを送信されていた）」(6.2％)と続く。

◼ SD習熟度別でみると､レベル1は「上記のようなトラブルや被害があったかどうかわからない」 (38.8％)が最も高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「上記のようなトラブルや被害があったかどうかわからない」 (53.8％)が最も高い。

Q8_2 あなたは過去1年間、インターネット利用中に次に挙げるような被害に遭ったしたことがありますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）
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全体 5000 6.8 6.2 4.0 2.1 1.8 1.1 1.2 0.9 1.7 0.7 1.0 2.3 55.6 26.5 

男性 2472 7.4 7.6 5.5 3.0 2.4 1.6 1.6 1.3 2.1 1.2 1.1 2.5 53.0 26.3 

女性 2528 6.3 4.8 2.5 1.3 1.3 0.6 0.8 0.5 1.3 0.3 0.8 2.1 58.2 26.7 

10代 453 3.8 4.4 2.4 1.8 2.0 0.9 1.5 0.9 2.0 0.4 0.9 2.2 58.3 30.0 

20代 817 8.2 8.1 5.8 3.5 2.0 1.8 2.4 1.8 2.0 1.1 1.8 2.8 48.6 30.8 

30代 941 8.0 6.8 5.3 3.0 2.1 1.6 1.0 0.9 1.4 1.1 0.7 1.5 49.1 30.7 

40代 1134 6.1 4.4 4.1 1.4 1.9 1.0 0.9 0.9 1.6 0.7 0.9 2.7 56.6 27.2 

50代 853 7.0 6.6 2.6 1.1 1.9 0.4 0.6 0.4 1.9 0.5 0.6 1.8 59.1 22.5 

60代 563 6.7 6.6 2.0 2.0 1.2 0.7 0.9 0.4 1.8 0.5 0.9 2.7 63.4 18.8 

70代以上 239 6.7 7.1 4.6 2.1 0.8 1.7 1.3 0.8 1.3 0.4 0.8 2.9 65.3 18.0 

レベル4 524 13.4 16.0 11.5 7.6 5.2 4.6 4.6 3.2 3.8 3.1 3.2 4.8 42.6 23.9 

レベル3 1794 7.8 6.9 4.7 2.5 2.3 1.3 1.1 1.2 2.1 0.8 1.2 2.1 57.7 21.5 

レベル2 1795 5.2 3.6 1.9 0.8 0.9 0.2 0.6 0.3 1.3 0.2 0.4 2.2 60.8 26.3 

レベル1 887 4.4 4.3 2.1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.1 0.5 0.3 0.3 1.5 48.8 38.8 

プライベート利用のみ 3940 6.2 5.5 3.4 1.7 1.4 0.7 0.9 0.6 1.3 0.4 0.7 2.0 56.6 27.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 9.6 8.7 6.2 3.6 3.5 2.5 2.2 2.1 3.2 1.9 2.1 3.4 53.2 22.5 

仕事（学業）利用のみ 39 - 12.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 - - 5.1 - 5.1 17.9 53.8 

　■全体+10Pt以上

　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下

　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

6.8 6.2 
4.0 2.1 1.8 1.1 1.2 0.9 1.7 0.7 1.0 2.3 

55.6 

26.5 

0%

20%

40%

60%

2019年
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5-2-5.インターネット上に漏えいしたら困る情報

◼ インターネット上に漏えいしたら困る情報について最も高いのは､「パスワード」(60.5％)である。次いで「クレジットカード番号・使用期限・セキュリティコード」
(58.6％)､「マイナンバー（個人番号）」(55.6％)､「住所」(44.4％)と続く。

◼ 年代別でみると､60代は「金融機関の口座番号」､70代以上は「パスワード」の割合が全体よりも高い。

Q9 次に挙げる情報の中でインターネット上に漏えいしたら（第三者に知られたら）特に困るという上位5つの情報を選択してください。（お答えは5つまで）

n=

メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス

パ
ス
ワ
ー

ド

電
話
番
号

氏
名

住
所

生
年
月
日

性
別

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

（
個
人
番
号

）

職
業

家
族
構
成

（
配
偶
者
や
子
供
の

有
無
な
ど

）

勤
務
先
・
通
学
先

ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー

ド
番
号
・
使

用
期
限
・
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ
コ
ー

ド 金
融
機
関
の
口
座
番
号

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
ピ
ン

グ
の
購
入
履
歴

ウ

ェ
ブ
の
検
索
履
歴
・
閲
覧
履

歴 位
置
情
報

(

現
在
地
・
ロ
ケ
ー

シ

ョ
ン
履
歴

)

パ
ソ
コ
ン
に
保
存
し
て
い
る

デ
ー

タ

(

写
真
や
ド
キ

ュ
メ
ン

ト
な
ど

)

ク
ラ
ウ
ド
ス
ト
レ
ー

ジ
に
ア

ッ

プ
ロ
ー

ド
し
た
デ
ー

タ

(

写
真

や
ド
キ

ュ
メ
ン
ト
な
ど

)

そ
の
他

特
に
な
い

全体 5000 27.9 60.5 38.0 38.4 44.4 7.3 0.9 55.6 0.8 4.5 6.3 58.6 43.9 2.3 1.8 7.8 9.1 3.8 0.0 8.4 

男性 2472 29.9 61.3 38.2 35.5 39.4 7.8 1.3 53.1 1.3 4.4 6.8 55.0 39.1 2.5 2.1 5.7 10.4 3.9 0.1 9.7 

女性 2528 25.8 59.7 37.7 41.3 49.4 6.9 0.6 58.1 0.3 4.7 5.8 62.1 48.7 2.1 1.5 9.9 7.8 3.7 - 7.1 

10代 453 34.0 56.7 44.4 51.0 53.4 10.8 1.5 45.0 0.7 5.1 9.5 40.0 30.5 1.3 1.5 11.5 7.9 4.0 - 7.9 

20代 817 20.9 49.7 37.7 34.0 52.1 8.2 1.3 49.4 1.6 4.8 8.7 49.8 41.2 1.5 3.3 11.5 7.6 3.5 - 13.0 

30代 941 25.4 53.7 36.6 34.6 47.5 6.7 1.2 49.6 1.4 4.9 7.4 54.9 39.3 2.6 2.2 8.2 7.5 4.0 - 12.1 

40代 1134 26.0 60.0 38.2 41.4 45.9 7.4 0.7 57.3 0.5 5.6 6.1 61.0 42.9 3.4 1.6 6.1 8.4 3.5 - 7.5 

50代 853 29.1 65.3 39.2 39.5 40.9 6.8 0.4 63.2 0.5 3.5 5.4 65.4 46.4 2.0 1.3 7.9 9.8 4.2 0.2 5.3 

60代 563 37.3 75.3 35.0 35.2 30.4 4.8 0.5 65.5 - 3.6 2.3 71.8 59.1 2.5 0.7 5.3 12.3 3.7 - 3.4 

70代以上 239 31.8 81.6 33.9 34.3 27.6 7.9 1.3 62.3 0.4 2.1 1.7 70.7 56.9 2.1 0.8 1.3 16.3 3.8 - 5.9 

レベル4 524 30.0 53.1 35.3 33.2 39.1 10.1 1.7 43.7 2.1 3.4 7.3 44.5 30.7 2.9 3.6 8.4 9.7 6.5 - 10.9 

レベル3 1794 26.1 62.0 38.0 37.0 43.8 7.2 1.2 55.9 0.8 4.8 7.2 60.9 42.6 2.7 1.7 8.4 9.4 4.5 0.1 7.3 

レベル2 1795 28.6 64.0 38.3 39.6 45.1 6.7 0.6 61.1 0.7 4.6 5.5 64.8 50.8 2.1 1.6 8.5 10.0 3.2 - 6.0 

レベル1 887 28.6 54.6 38.8 42.2 47.6 7.3 0.6 51.2 0.2 4.5 5.5 49.5 40.6 1.6 1.2 5.1 6.5 2.1 - 14.0 

プライベート利用のみ 3940 28.0 61.0 37.6 39.5 44.8 7.3 0.9 55.9 0.5 4.6 5.9 58.5 44.5 2.2 1.6 7.9 8.9 3.8 0.1 8.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 28.0 60.0 40.3 35.3 44.2 7.5 1.1 56.0 1.8 4.6 7.9 60.5 43.2 2.8 2.4 7.8 10.3 3.9 - 6.7 

仕事（学業）利用のみ 39 12.8 15.4 15.4 12.8 12.8 5.1 - 17.9 2.6 - 5.1 17.9 5.1 2.6 - 5.1 - 5.1 - 48.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

27.9 

60.5 

38.0 38.4 
44.4 

7.3 
0.9 

55.6 

0.8 
4.5 6.3 

58.6 

43.9 

2.3 1.8 
7.8 9.1 

3.8 
0.0 

8.4 

0%

20%

40%

60%

80%

2019年
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5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額①

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 情報漏えいによるサービス提供側の補償額についてみると、「サービス利用に必要なIDと、暗号化されているパスワード」「サービス利用に必要なIDと、暗号化さ
れていないパスワード」「クレジットカード情報」「パスポートの情報」「氏名と、住所や電話番号などの連絡先」「氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情
報」「既往歴や健康診断結果などの情報」は「50,001円以上」が最も高い。それ以外は全て「0円（特に補償などは不要）」が最も高い。

・・・1位の補償額

n=

0円（特に補償
などは不要）

1～1,000円 1,001～5,000
円

5,001～10,000
円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

10,001円
以上　計

サービス利用に必要なIDと、暗号化されているパスワード 5,000 25.2 10.8 9.3 9.5 8.8 36.4 45.2 

サービス利用に必要なIDと、暗号化されていないパスワード 5,000 26.5 11.4 10.6 8.9 9.0 33.5 42.5 

メールアドレス 5,000 29.2 12.8 11.9 10.6 8.6 26.9 35.5 

クレジットカード情報 5,000 19.9 6.8 7.1 7.0 6.7 52.5 59.3 

パスポートの情報 5,000 24.0 7.2 7.5 6.8 7.5 47.0 54.5 

氏名と、住所や電話番号などの連絡先 5,000 22.2 8.7 9.1 8.4 8.5 43.2 51.7 

氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情報 5,000 24.1 9.5 9.9 9.1 9.0 38.5 47.5 

趣味や嗜好に関する情報（登録したプロフィール情報や閲覧・

購入履歴など）
5,000 31.7 11.6 12.4 10.6 8.3 25.4 33.7 

学歴または職歴 5,000 34.3 12.1 11.6 10.3 7.9 23.8 31.7 

既往歴や健康診断結果などの情報 5,000 30.0 10.6 11.3 9.5 7.8 30.8 38.6 
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5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額②

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 『サービス利用に必要なIDと、暗号化されているパスワード』について最も高いのは､「50,001円以上」(36.4％)である。次いで「0円」(25.2％)､「1～1,000円」
(10.8％)､「5,001～10,000円」(9.5％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

◼ 『サービス利用に必要なIDと、暗号化されていないパスワード』について最も高いのは､「50,001円以上」(33.5％)である。次いで「0円」(26.5％)､「1～1,000円」
(11.4％)､「1,001～5,000円」(10.6％)と続く。

◼ SD習熟度でみると､レベル1は「0円」が最も高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 25.2 10.8 9.3 9.5 8.8 36.4 全体 5000 26.5 11.4 10.6 8.9 9.0 33.5 

男性 2472 25.9 10.7 9.3 9.7 7.8 36.7 男性 2472 27.2 10.6 11.4 8.6 8.4 33.9 

女性 2528 24.6 10.8 9.3 9.3 9.8 36.2 女性 2528 25.9 12.2 9.9 9.3 9.6 33.2 

10代 453 24.9 10.6 10.2 11.9 7.7 34.7 10代 453 26.7 9.9 11.5 11.5 7.7 32.7 

20代 817 29.0 12.7 8.9 11.8 9.4 28.2 20代 817 30.5 14.3 10.9 10.4 8.0 25.9 

30代 941 28.1 11.1 10.8 9.9 8.1 32.1 30代 941 29.5 12.0 11.3 9.4 8.9 28.9 

40代 1134 25.5 11.8 9.7 7.8 7.6 37.6 40代 1134 26.1 12.3 10.9 7.3 6.9 36.5 

50代 853 22.9 9.4 7.7 8.3 8.7 43.0 50代 853 22.7 9.4 10.1 8.0 11.0 38.8 

60代 563 19.0 8.7 7.6 8.2 12.4 44.0 60代 563 21.3 9.2 8.7 9.1 12.1 39.6 

70代以上 239 23.8 7.9 9.6 10.9 9.2 38.5 70代以上 239 28.9 10.0 10.5 7.9 10.9 31.8 

レベル4 524 25.8 14.1 12.2 10.1 6.9 30.9 レベル4 524 26.0 13.9 13.7 8.4 9.5 28.4 

レベル3 1794 22.9 11.0 10.5 10.0 9.5 36.1 レベル3 1794 24.6 12.2 11.2 9.1 9.6 33.3 

レベル2 1795 22.6 10.1 8.9 9.3 9.2 39.9 レベル2 1795 23.8 11.3 10.5 9.2 8.7 36.5 

レベル1 887 34.9 9.7 5.7 8.6 7.7 33.4 レベル1 887 36.3 8.6 7.9 8.2 8.0 31.0 

プライベート利用のみ 3940 26.0 10.7 9.1 9.3 8.6 36.3 プライベート利用のみ 3940 27.5 11.2 10.3 8.7 9.0 33.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 21.4 10.6 10.0 10.5 9.7 37.8 プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 22.3 12.0 11.6 9.8 9.4 34.9 

仕事（学業）利用のみ 39 46.2 17.9 7.7 7.7 7.7 12.8 仕事（学業）利用のみ 39 43.6 12.8 17.9 7.7 2.6 15.4 

プライベー

ト/ビジネス

使用別

プライベー

ト/ビジネス

使用別

SD
習熟度

SD
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

25.2 

10.8 9.3 9.5 8.8 

36.4 

0%

20%

40%

60%
2019年

26.5 

11.4 10.6 8.9 9.0 

33.5 

0%

20%

40%

60%
2019年

サービス利用に必要なIDと、暗号化されている
パスワード

サービス利用に必要なIDと、暗号化されていない
パスワード
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5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額③

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 『メールアドレス』について最も高いのは､「0円」(29.2％)である。次いで「50,001円以上」(26.9％)､「1～1,000円」(12.8％)､「1,001～5,000円」(11.9％)と続く。

◼ 年代別でみると､50代､60代は「50,001円以上」が最も高い。

◼ 『クレジットカード情報』で最も高いのは､「50,001円以上」(52.5％)である。次いで「0円」(19.9％)､「1,001～5,000円」(7.1％)､「5,001～10,000円」(7.0％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」「1～1,000円」の割合が全体よりも高い。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 29.2 12.8 11.9 10.6 8.6 26.9 全体 5000 19.9 6.8 7.1 7.0 6.7 52.5 

男性 2472 30.5 13.7 12.1 9.3 8.0 26.5 男性 2472 21.1 7.0 8.0 7.1 6.5 50.3 

女性 2528 28.0 11.9 11.8 11.7 9.2 27.3 女性 2528 18.6 6.6 6.3 6.8 7.0 54.7 

10代 453 27.4 13.0 11.7 11.9 9.1 26.9 10代 453 22.5 7.7 6.0 7.9 6.6 49.2 

20代 817 32.2 15.9 11.8 11.4 7.7 21.1 20代 817 23.6 8.1 8.1 8.6 7.1 44.6 

30代 941 31.9 11.7 14.9 9.9 8.2 23.5 30代 941 22.7 6.0 8.1 7.5 7.1 48.6 

40代 1134 28.7 13.8 10.9 10.1 7.5 28.9 40代 1134 19.8 7.1 7.4 6.4 7.2 51.9 

50代 853 24.3 12.2 11.5 9.5 9.8 32.7 50代 853 16.5 6.4 5.9 4.9 5.2 61.1 

60代 563 24.5 10.1 10.7 12.8 9.6 32.3 60代 563 14.4 6.0 5.7 6.6 6.7 60.6 

70代以上 239 43.5 10.0 10.5 8.8 10.5 16.7 70代以上 239 15.5 5.0 8.8 8.4 7.5 54.8 

レベル4 524 27.1 16.8 15.3 9.9 7.8 23.1 レベル4 524 21.4 9.5 12.6 8.8 5.5 42.2 

レベル3 1794 28.0 13.4 13.4 11.0 8.6 25.5 レベル3 1794 17.9 7.3 7.2 7.0 7.4 53.1 

レベル2 1795 26.6 13.1 10.5 11.5 9.1 29.2 レベル2 1795 16.2 6.3 6.4 6.9 6.7 57.5 

レベル1 887 38.3 8.6 9.8 8.2 7.8 27.3 レベル1 887 30.2 5.1 5.1 6.2 6.2 47.2 

プライベート利用のみ 3940 30.1 12.6 11.6 10.5 8.3 26.9 プライベート利用のみ 3940 20.6 6.7 7.0 6.9 6.6 52.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 25.5 13.4 12.9 11.0 9.7 27.5 プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 16.5 6.3 7.5 7.4 7.3 54.9 

仕事（学業）利用のみ 39 41.0 23.1 12.8 5.1 5.1 12.8 仕事（学業）利用のみ 39 35.9 25.6 12.8 7.7 2.6 15.4 

SD
習熟度

SD
習熟度

プライベー

ト/ビジネス

使用別

プライベー

ト/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

29.2 

12.8 11.9 10.6 8.6 

26.9 

0%

20%

40%

60%
2019年

19.9 

6.8 7.1 7.0 6.7 

52.5 

0%

20%

40%

60%
2019年

メールアドレス クレジットカード情報



107

5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額④

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 『パスポートの情報』で最も高いのは､「50,001円以上」(47.0％)である。次いで「0円」(24.0％)､「10,001～50,000円」(7.5％)､「1,001～5,000円」(7.5％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

◼ 『氏名と、住所や電話番号などの連絡先』について最も高いのは､「50,001円以上」(43.2％)である。次いで「0円」(22.2％)､「1,001～5,000円」(9.1％)､「1～
1,000円」(8.7％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 24.0 7.2 7.5 6.8 7.5 47.0 全体 5000 22.2 8.7 9.1 8.4 8.5 43.2 

男性 2472 25.1 7.9 8.4 7.2 7.0 44.4 男性 2472 23.9 9.5 9.9 8.7 8.1 39.9 

女性 2528 23.0 6.5 6.6 6.4 8.1 49.5 女性 2528 20.5 7.8 8.3 8.1 8.9 46.4 

10代 453 24.3 6.6 6.6 9.3 7.9 45.3 10代 453 22.1 7.7 10.2 9.5 7.9 42.6 

20代 817 26.7 7.7 8.6 7.1 7.8 42.1 20代 817 25.0 10.0 9.4 8.1 7.7 39.8 

30代 941 25.7 6.9 7.0 7.1 7.5 45.7 30代 941 24.0 6.5 9.7 8.9 7.9 43.0 

40代 1134 23.2 7.4 7.8 6.4 6.7 48.4 40代 1134 20.9 10.1 8.6 7.3 7.5 45.6 

50代 853 21.3 7.4 6.1 5.6 7.4 52.2 50代 853 19.6 7.7 7.3 7.3 9.0 49.1 

60代 563 21.1 6.6 7.1 6.9 7.3 51.0 60代 563 18.5 8.9 9.9 9.9 10.7 42.1 

70代以上 239 28.5 7.5 10.9 5.0 10.9 37.2 70代以上 239 29.7 10.0 11.3 10.0 12.1 26.8 

レベル4 524 21.8 11.1 13.0 7.3 7.4 39.5 レベル4 524 21.8 11.8 13.2 9.2 7.8 36.3 

レベル3 1794 23.0 6.9 7.3 7.4 7.6 47.8 レベル3 1794 20.4 8.5 10.1 9.0 9.6 42.3 

レベル2 1795 20.8 7.0 6.8 6.3 7.4 51.6 レベル2 1795 18.8 9.0 8.4 8.5 7.9 47.5 

レベル1 887 33.9 6.0 5.9 6.2 7.7 40.4 レベル1 887 32.9 6.3 6.3 6.3 7.7 40.5 

プライベート利用のみ 3940 24.9 7.3 7.0 6.6 7.6 46.6 プライベート利用のみ 3940 22.9 8.4 9.1 8.1 8.4 43.0 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 20.1 6.6 8.7 7.5 7.6 49.5 プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 18.4 9.3 9.0 9.2 8.8 45.2 

仕事（学業）利用のみ 39 41.0 15.4 17.9 7.7 2.6 15.4 仕事（学業）利用のみ 39 43.6 15.4 15.4 7.7 5.1 12.8 

SD
習熟度

SD
習熟度

プライベー

ト/ビジネス

使用別

プライベー

ト/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

24.0 

7.2 7.5 6.8 7.5 

47.0 

0%

20%

40%

60%
2019年

22.2 

8.7 9.1 8.4 8.5 

43.2 

0%

20%

40%

60%
2019年

パスポートの情報 氏名と、住所や電話番号などの連絡先
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5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額⑤

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 『氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情報』について最も高いのは､「50,001円以上」(38.5％)である。次いで「0円」(24.1％)､「1,001～5,000円」
(9.9％)､「1～1,000円」(9.5％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「0円」が最も高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

◼ 『趣味や嗜好に関する情報（登録したプロフィール情報や閲覧・購入履歴など）』について最も高いのは､「0円」(31.7％)である。次いで「50,001円以上」(25.4％)､
「1,001～5,000円」(12.4％)､「1～1,000円」(11.6％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 24.1 9.5 9.9 9.1 9.0 38.5 全体 5000 31.7 11.6 12.4 10.6 8.3 25.4 

男性 2472 26.1 10.2 10.2 9.5 8.3 35.8 男性 2472 31.4 12.0 12.9 10.1 7.6 25.9 

女性 2528 22.1 8.8 9.6 8.7 9.8 41.0 女性 2528 31.9 11.2 11.9 11.2 8.9 25.0 

10代 453 23.8 8.2 9.5 10.6 8.2 39.7 10代 453 28.5 10.2 12.4 12.8 8.2 28.0 

20代 817 27.3 11.8 9.5 9.4 9.2 32.8 20代 817 35.3 13.2 13.5 10.0 6.9 21.2 

30代 941 25.6 8.8 10.8 8.1 8.3 38.4 30代 941 32.6 11.4 14.6 10.6 7.1 23.7 

40代 1134 22.8 10.4 9.5 8.6 8.3 40.4 40代 1134 31.5 11.9 10.8 9.9 8.1 27.8 

50代 853 21.5 7.4 9.0 8.3 9.8 44.0 50代 853 27.7 10.9 11.1 11.4 9.8 29.1 

60代 563 21.1 8.2 10.5 10.5 9.9 39.8 60代 563 28.6 10.5 12.3 11.4 9.9 27.4 

70代以上 239 29.3 12.6 11.7 10.9 11.7 23.8 70代以上 239 43.9 13.4 12.6 7.5 9.2 13.4 

レベル4 524 22.5 11.8 14.1 10.3 9.0 32.3 レベル4 524 27.1 14.1 15.8 9.7 8.0 25.2 

レベル3 1794 22.5 10.0 10.6 9.5 9.8 37.5 レベル3 1794 30.3 11.5 13.8 10.9 9.0 24.5 

レベル2 1795 21.2 9.3 9.5 8.9 8.6 42.6 レベル2 1795 30.1 11.6 12.0 10.6 8.5 27.1 

レベル1 887 33.9 7.2 6.9 7.9 8.3 35.7 レベル1 887 40.4 10.3 8.2 10.6 6.4 24.1 

プライベート利用のみ 3940 25.0 9.3 9.9 8.6 8.9 38.3 プライベート利用のみ 3940 32.3 11.6 12.3 10.4 8.1 25.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 19.7 9.9 9.6 11.3 9.6 40.0 プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 28.4 11.5 12.8 11.7 9.1 26.5 

仕事（学業）利用のみ 39 46.2 12.8 17.9 5.1 5.1 12.8 仕事（学業）利用のみ 39 51.3 10.3 15.4 7.7 2.6 12.8 

SD
習熟度

SD
習熟度

プライベー

ト/ビジネス

使用別

プライベー

ト/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

24.1 

9.5 9.9 9.1 9.0 

38.5 

0%

20%

40%

60%
2019年

31.7 

11.6 12.4 10.6 
8.3 

25.4 

0%

20%

40%

60%
2019年

氏名と、生年月日や血液型などの個人に関する情報
趣味や嗜好に関する情報

（登録したプロフィール情報や閲覧・購入履歴など）
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5-2-6.情報漏えいによるサービス提供側の補償額⑥

Q10 あなたが利用しているサービスにおいて提供側の不適切な運用による情報漏えいが発生した場合、その補償として妥当と考える（お詫びとして納得できる）金額についてそれぞれあてはまるものを選択してくださ
い。（お答えはそれぞれ1つ）※特に問題ないとして許容ができる場合は「0円」としてください。

◼ 『学歴または職歴』について最も高いのは､「0円」(34.3％)である。次いで「50,001円以上」(23.8％)､「1～1,000円」(12.1％)､「1,001～5,000円」(11.6％)と続く。

◼ 『既往歴や健康診断結果などの情報』について最も高いのは､「50,001円以上」(30.8％)である。次いで「0円」(30.0％)､「1,001～5,000円」(11.3％)､「1～1,000

円」(10.6％)と続く。

◼ 年代別でみると､20代､70代以上は「0円」が最も高い。

◼ SD習熟度でみると､レベル1は「0円」が最も高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0円」の割合が全体よりも高い。

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

n=

0円 1～1,000
円

1,001～
5,000円

5,001～
10,000円

10,001～
50,000円

50,001
円以上

全体 5000 34.3 12.1 11.6 10.3 7.9 23.8 全体 5000 30.0 10.6 11.3 9.5 7.8 30.8 

男性 2472 33.9 13.1 12.3 9.5 7.0 24.4 男性 2472 30.7 11.3 11.8 9.4 6.5 30.3 

女性 2528 34.7 11.1 10.9 11.2 8.8 23.3 女性 2528 29.2 9.9 10.8 9.7 9.1 31.3 

10代 453 29.1 11.7 11.5 13.5 7.3 26.9 10代 453 27.4 8.6 12.1 12.1 8.2 31.6 

20代 817 37.5 13.0 12.7 10.2 6.9 19.8 20代 817 33.9 15.1 11.4 9.2 7.1 23.4 

30代 941 35.3 11.6 12.9 10.5 7.9 21.9 30代 941 30.6 10.6 12.1 9.9 7.3 29.4 

40代 1134 33.9 12.3 10.4 9.3 7.7 26.4 40代 1134 30.6 9.8 11.6 8.5 7.0 32.6 

50代 853 32.2 11.6 9.7 10.4 8.9 27.1 50代 853 26.6 9.4 9.5 9.7 8.7 36.1 

60代 563 30.7 11.7 13.0 9.8 9.2 25.6 60代 563 26.3 8.5 10.7 9.8 9.1 35.7 

70代以上 239 47.3 12.6 11.3 10.0 7.1 11.7 70代以上 239 36.4 12.1 13.4 8.4 9.6 20.1 

レベル4 524 28.1 14.7 15.5 11.8 6.3 23.7 レベル4 524 26.9 14.9 14.9 10.3 5.0 28.1 

レベル3 1794 32.8 12.4 12.6 10.1 9.0 23.1 レベル3 1794 28.7 10.5 11.7 9.5 9.0 30.6 

レベル2 1795 33.2 11.9 11.4 10.4 7.7 25.4 レベル2 1795 27.9 10.5 10.8 9.8 7.9 33.1 

レベル1 887 43.3 10.1 7.4 9.8 7.1 22.2 レベル1 887 38.6 8.5 9.5 8.7 6.9 28.0 

プライベート利用のみ 3940 35.3 11.9 11.3 9.9 8.0 23.6 プライベート利用のみ 3940 30.6 10.6 11.1 9.4 7.7 30.6 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 30.1 12.1 12.6 12.0 7.7 25.4 プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 26.6 10.5 12.2 9.9 8.6 32.1 

仕事（学業）利用のみ 39 43.6 23.1 7.7 10.3 2.6 12.8 仕事（学業）利用のみ 39 53.8 12.8 7.7 10.3 2.6 12.8 

SD
習熟度

SD
習熟度

プライベー

ト/ビジネス

使用別

プライベー

ト/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別 性別

年代別 年代別

34.3 

12.1 11.6 10.3 
7.9 

23.8 

0%

20%

40%

60%
2019年

30.0 

10.6 11.3 9.5 7.8 

30.8 

0%

20%

40%

60%
2019年

学歴または職歴 既往歴や健康診断結果などの情報
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5-3.アカウントの管理方法
5-3-1.インターネットサービス利用のための保有アカウント数

◼ インターネットサービス利用のための保有アカウント数で最も高いのは､「1個」(21.3％)である。次いで「6～10個」(14.7％)､「2個」(13.7％)､「3個」(13.6％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「0個（自分以外の家族や契約者が管理しているなど）」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「６個以上 計」の割合が低下している。

Q11 あなたが現在所有、管理しているインターネットサービス利用のためのアカウント数について、あてはまるものを選択してください。メールアドレスなど同一のIDを設定していても、対象となるインターネットサービス
が異なれば別のアカウントとして計算してください。（お答えは1つ）

n=

1
個

2
個

3
個

4
個

5
個

6
～

1
0
個

1
1

～

2
0
個

2
1

～

5
0
個

5
1

～

1
0
0
個

1
0
1
個
以
上

0
個

（
自
分
以
外
の
家
族

や
契
約
者
が
管
理
し
て
い

る
な
ど

）

６
個
以
上
 

計

全体 5000 21.3 13.7 13.6 3.7 7.0 14.7 8.3 6.8 1.4 0.6 8.8 31.8 

男性 2472 21.0 14.1 13.8 3.7 7.7 13.3 8.5 6.9 1.7 1.0 8.3 31.4 

女性 2528 21.6 13.4 13.3 3.7 6.4 16.1 8.1 6.6 1.1 0.3 9.3 32.2 

10代 453 34.0 15.0 15.5 2.4 6.6 9.5 2.2 3.3 0.4 0.2 10.8 15.7 

20代 817 18.1 11.0 13.8 4.2 5.6 16.3 10.9 5.3 1.1 0.9 12.9 34.4 

30代 941 20.4 13.2 12.0 2.4 6.8 14.8 8.6 8.3 1.2 0.5 11.8 33.4 

40代 1134 21.7 14.1 14.6 3.8 6.3 13.6 9.2 6.4 1.8 0.4 8.1 31.4 

50代 853 21.6 12.5 11.6 4.6 7.5 16.6 7.7 8.7 2.3 0.6 6.2 36.0 

60代 563 16.2 16.9 14.4 4.1 10.5 16.0 8.7 7.5 0.9 1.4 3.6 34.5 

70代以上 239 21.3 18.0 15.9 4.6 7.1 14.6 7.1 5.4 1.3 - 4.6 28.5 

レベル4 524 17.7 12.4 13.2 3.4 7.3 13.7 9.4 8.0 3.1 2.5 9.4 36.6 

レベル3 1794 16.9 15.6 13.6 3.8 7.5 15.4 10.3 9.2 1.8 0.7 5.3 37.3 

レベル2 1795 22.3 13.1 14.1 4.3 7.2 16.3 8.6 6.0 1.1 0.2 6.7 32.1 

レベル1 887 30.3 12.0 12.7 2.3 5.6 10.7 3.2 2.7 0.2 0.3 20.0 17.1 

プライベート利用のみ 3940 22.3 13.7 13.4 3.6 6.8 14.7 8.0 6.6 1.1 0.5 9.2 31.0 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 17.3 14.2 14.6 3.9 7.9 15.2 9.7 7.4 2.7 1.0 6.0 36.0 

仕事（学業）利用のみ 39 23.1 7.7 5.1 2.6 7.7 5.1 - - - - 48.7 5.1 

2018年 5000 16.4 13.6 13.2 5.2 9.7 19.1 10.0 6.1 1.4 0.6 4.8 37.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

21.3 

13.7 13.6 

3.7 
7.0 

14.7 

8.3 6.8 

1.4 0.6 

8.8 

31.8 

16.4 
13.6 13.2 

5.2 
9.7 

19.1 

10.0 
6.1 

1.4 0.6 
4.8 

37.2 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年
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5-3-2.パスワード設定の実施状況①

Q12 アカウントのパスワード設定における対策の実施について、あてはまるものを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』を「実施している」割合は30.3％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「実施している」の割合が全体よりも高い。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』を「実施している」割合は69.4％である。

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4559 30.3 69.7 

男性 2267 30.9 69.1 

女性 2292 29.7 70.3 

10代 404 26.5 73.5 

20代 712 30.5 69.5 

30代 830 31.1 68.9 

40代 1042 28.5 71.5 

50代 800 30.1 69.9 

60代 543 31.3 68.7 

70代以上 228 39.5 60.5 

レベル4 475 47.6 52.4 

レベル3 1699 31.1 68.9 

レベル2 1675 27.0 73.0 

レベル1 710 24.4 75.6 

プライベート利用のみ 3579 29.6 70.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 32.6 67.4 

仕事（学業）利用のみ 20 40.0 60.0 

プライベート

/ビジネス

使用別

SD
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

30.3 

69.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2019年

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4559 69.4 30.6 

男性 2267 68.0 32.0 

女性 2292 70.8 29.2 

10代 404 63.6 36.4 

20代 712 62.2 37.8 

30代 830 69.0 31.0 

40代 1042 69.1 30.9 

50代 800 72.0 28.0 

60代 543 75.9 24.1 

70代以上 228 80.3 19.7 

レベル4 475 73.5 26.5 

レベル3 1699 71.2 28.8 

レベル2 1675 70.0 30.0 

レベル1 710 61.0 39.0 

プライベート利用のみ 3579 68.7 31.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 72.6 27.4 

仕事（学業）利用のみ 20 35.0 65.0 

プライベート

/ビジネス

使用別

SD
習熟度

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

69.4 

30.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年
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n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 3493 41.5 58.5 

男性 1748 42.0 58.0 

女性 1745 40.9 59.1 

10代 250 44.0 56.0 

20代 564 36.2 63.8 

30代 638 37.9 62.1 

40代 796 42.8 57.2 

50代 616 42.9 57.1 

60代 452 43.4 56.6 

70代以上 177 51.4 48.6 

レベル4 382 57.3 42.7 

レベル3 1396 41.9 58.1 

レベル2 1274 38.6 61.4 

レベル1 441 34.5 65.5 

プライベート利用のみ 2699 40.8 59.2 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 783 43.9 56.1 

仕事（学業）利用のみ 11 27.3 72.7 

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

41.5 

58.5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4559 56.6 43.4 

男性 2267 56.2 43.8 

女性 2292 57.0 43.0 

10代 404 54.7 45.3 

20代 712 56.9 43.1 

30代 830 60.8 39.2 

40代 1042 58.1 41.9 

50代 800 55.8 44.3 

60代 543 52.9 47.1 

70代以上 228 49.1 50.9 

レベル4 475 66.9 33.1 

レベル3 1699 60.4 39.6 

レベル2 1675 54.5 45.5 

レベル1 710 45.6 54.4 

プライベート利用のみ 3579 55.7 44.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 60.6 39.4 

仕事（学業）利用のみ 20 20.0 80.0 

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

56.6 

43.4 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2019年

5-3-2.パスワード設定の実施状況②

Q12 アカウントのパスワード設定における対策の実施について、あてはまるものを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』を「実施している」割合は56.6％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル1は「実施していない」が最も高い。

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』を「実施している」割合は41.5％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「実施している」の割合が全体よりも高い。

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している
サービス毎に異なるパスワードを設定している

（使い回しをしていない）

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)
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n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4559 22.8 77.2 

男性 2267 24.0 76.0 

女性 2292 21.7 78.3 

10代 404 22.8 77.2 

20代 712 24.6 75.4 

30代 830 23.9 76.1 

40代 1042 23.1 76.9 

50代 800 21.6 78.4 

60代 543 20.1 79.9 

70代以上 228 23.2 76.8 

レベル4 475 44.0 56.0 

レベル3 1699 23.7 76.3 

レベル2 1675 17.9 82.1 

レベル1 710 18.5 81.5 

プライベート利用のみ 3579 21.7 78.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 27.0 73.0 

仕事（学業）利用のみ 20 30.0 70.0 

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

22.8 

77.2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

n=

実
施
し
て
い
る

実
施
し
て
い
な
い

全体 4559 61.5 38.5 

男性 2267 60.5 39.5 

女性 2292 62.6 37.4 

10代 404 54.0 46.0 

20代 712 60.7 39.3 

30代 830 61.4 38.6 

40代 1042 61.4 38.6 

50代 800 63.5 36.5 

60代 543 63.4 36.6 

70代以上 228 67.1 32.9 

レベル4 475 68.8 31.2 

レベル3 1699 64.4 35.6 

レベル2 1675 61.8 38.2 

レベル1 710 49.2 50.8 

プライベート利用のみ 3579 60.9 39.1 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 64.6 35.4 

仕事（学業）利用のみ 20 25.0 75.0 

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

61.5 

38.5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
2019年

5-3-2.パスワード設定の実施状況③

Q12 アカウントのパスワード設定における対策の実施について、あてはまるものを選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』を「実施している」割合は61.5％である。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』を「実施している」割合は22.8％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「実施している」の割合が全体よりも高い。

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)
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5-3-3.パスワード設定の実施理由①

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」(57.5％)である。次いで「対策を実
施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(24.5％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の実施が必須となっているから」
(22.3％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(7.3％)と続く。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必
要性を感じているから」(62.5％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(26.6％)､「アカウント登録やサービス利用などシス
テム上の制限で対策の実施が必須となっているから」(21.0％)､「対策を実施している理由はよくわからない」(5.6％)と続く。

n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している

n=

対
策
を
実
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す
る
意
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を
理

解
し
て
い
て
必
要
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を
感
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い
る
か
ら

ア
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利
用
な
ど
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ス
テ
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上
の

制
限
で
対
策
の
実
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が
必
須

と
な

っ
て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い

う
情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し

な
か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ

イ
ン
な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た

こ
と
が
あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な

い
か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 1380 57.5 22.3 24.5 7.3 4.4 4.2 3.0 

男性 700 57.7 24.1 22.3 9.3 4.6 4.0 4.0 

女性 680 57.2 20.4 26.8 5.3 4.3 4.4 2.1 

10代 107 50.5 17.8 29.9 7.5 4.7 4.7 2.8 

20代 217 53.9 24.9 23.5 13.8 6.0 4.6 1.4 

30代 258 55.4 27.1 18.2 8.9 1.9 4.7 3.9 

40代 297 61.6 20.2 21.9 5.4 4.4 5.4 3.4 

50代 241 55.6 18.3 29.9 4.6 3.3 4.1 4.1 

60代 170 64.7 22.9 27.6 5.9 5.3 1.2 2.9 

70代以上 90 57.8 24.4 26.7 3.3 8.9 3.3 1.1 

レベル4 226 55.8 28.3 13.7 12.8 5.3 4.0 3.1 

レベル3 529 59.5 26.5 26.3 7.6 5.3 2.1 2.6 

レベル2 452 58.6 17.7 27.0 4.2 3.3 5.1 2.7 

レベル1 173 50.3 13.9 26.6 7.5 3.5 8.7 5.2 

プライベート利用のみ 1059 56.8 20.1 24.6 7.1 4.2 4.7 2.7 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 313 60.4 30.0 24.0 8.0 5.1 2.6 4.2 

仕事（学業）利用のみ 8 37.5 12.5 37.5 12.5 - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

57.5 

22.3 24.5 

7.3 4.4 4.2 3.0 

0%

20%

40%

60%

80%
2019年

n=

対
策
を
実
施
す
る
意
味
を
理

解
し
て
い
て
必
要
性
を
感
じ

て
い
る
か
ら

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
や
サ
ー

ビ

ス
利
用
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の

制
限
で
対
策
の
実
施
が
必
須

と
な

っ
て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い

う
情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し

な
か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ

イ
ン
な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た

こ
と
が
あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な

い
か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 3164 62.5 21.0 26.6 4.6 2.7 5.6 3.0 

男性 1542 64.1 21.8 23.6 5.1 2.9 5.3 3.3 

女性 1622 60.9 20.2 29.4 4.1 2.7 6.0 2.7 

10代 257 56.4 16.3 28.8 4.7 3.5 8.2 2.3 

20代 443 57.1 21.4 29.6 6.3 2.5 8.6 3.2 

30代 573 60.9 24.4 22.0 5.2 2.8 6.3 3.8 

40代 720 64.4 21.0 26.3 4.6 1.9 6.1 2.6 

50代 576 63.0 21.2 29.0 4.3 3.3 3.5 3.1 

60代 412 68.4 19.2 24.5 2.7 2.9 3.2 3.4 

70代以上 183 65.6 18.6 29.0 3.3 3.3 3.3 1.1 

レベル4 349 63.0 29.5 17.2 9.2 5.2 3.7 3.7 

レベル3 1209 66.9 23.2 25.1 5.1 3.1 4.3 2.6 

レベル2 1173 61.0 17.9 30.3 2.8 1.8 5.8 2.9 

レベル1 433 53.6 15.9 27.9 4.2 2.3 10.4 3.9 

プライベート利用のみ 2460 62.4 20.1 26.6 4.3 2.7 6.1 2.8 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 697 62.7 24.0 26.7 5.7 2.9 4.0 3.6 

仕事（学業）利用のみ 7 71.4 14.3 - - 14.3 - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

62.5 

21.0 
26.6 

4.6 2.7 5.6 3.0 

0%

20%

40%

60%

80%
2019年
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n=

対
策
を
実
施
す
る
意
味
を
理

解
し
て
い
て
必
要
性
を
感
じ

て
い
る
か
ら

ア
カ
ウ
ン
ト
登
録
や
サ
ー

ビ

ス
利
用
な
ど
シ
ス
テ
ム
上
の

制
限
で
対
策
の
実
施
が
必
須

と
な

っ
て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い

う
情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し

な
か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ

イ
ン
な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た

こ
と
が
あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な

い
か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 1448 62.3 18.7 27.2 5.6 2.6 3.6 2.8 

男性 734 62.5 21.0 24.5 6.5 2.6 3.3 3.0 

女性 714 62.0 16.4 30.0 4.6 2.7 3.9 2.7 

10代 110 50.9 19.1 23.6 7.3 3.6 7.3 2.7 

20代 204 58.3 21.1 30.4 10.8 2.9 4.9 2.0 

30代 242 59.5 21.1 24.0 5.0 2.5 4.5 3.3 

40代 341 63.6 18.5 26.7 4.7 2.1 3.8 2.6 

50代 264 64.0 14.4 30.7 4.5 1.1 2.7 4.2 

60代 196 68.4 17.9 27.0 5.1 4.6 1.5 2.6 

70代以上 91 69.2 22.0 25.3 1.1 3.3 - 1.1 

レベル4 219 55.3 22.8 21.9 11.9 3.2 3.7 2.3 

レベル3 585 65.8 21.0 25.3 6.5 2.7 2.2 2.7 

レベル2 492 63.8 15.4 31.3 3.0 2.4 3.7 2.2 

レベル1 152 53.9 14.5 28.9 1.3 2.0 8.6 5.9 

プライベート利用のみ 1101 63.3 18.1 27.2 5.2 2.7 3.6 2.5 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 344 58.7 20.9 27.6 7.0 2.3 3.5 3.8 

仕事（学業）利用のみ 3 100.0 - - - - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

62.3 

18.7 

27.2 

5.6 2.6 3.6 2.8 
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20%

40%

60%

80%
2019年

n=
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実
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性
を
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ら
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ス
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ス
テ
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制
限
で
対
策
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実
施
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須
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っ
て
い
る
か
ら

対
策
を
実
施
す
べ
き
だ
と
い

う
情
報
を
見
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
る
か
ら

こ
れ
ま
で
に
対
策
を
実
施
し

な
か

っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
グ

イ
ン
な
ど
の
被
害
に
遭

っ
た

こ
と
が
あ
る
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
で
き
な

い
か
ら

対
策
を
実
施
し
て
い
る
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 2581 60.2 22.3 24.6 6.0 3.1 5.3 2.9 

男性 1274 61.1 23.2 21.3 7.0 3.4 5.0 3.1 

女性 1307 59.4 21.5 27.9 5.1 2.9 5.6 2.8 

10代 221 53.8 16.3 27.6 5.0 3.6 7.7 3.6 

20代 405 55.3 24.7 24.9 9.9 3.2 8.4 2.7 

30代 505 60.8 23.8 21.6 5.9 2.0 5.3 2.6 

40代 605 61.0 23.8 24.0 6.1 3.1 5.6 3.3 

50代 446 61.7 21.3 28.9 4.9 3.4 3.6 3.4 

60代 287 64.1 21.6 23.0 4.2 4.2 2.1 2.4 

70代以上 112 68.8 17.0 21.4 3.6 3.6 2.7 0.9 

レベル4 318 56.3 27.4 16.0 11.0 4.1 4.4 4.1 

レベル3 1026 65.0 24.5 24.5 6.5 3.8 3.9 2.2 

レベル2 913 60.6 19.5 27.7 4.1 2.4 4.8 2.6 

レベル1 324 48.1 18.5 24.7 5.2 2.2 12.0 4.6 

プライベート利用のみ 1995 61.0 21.8 24.4 5.8 3.0 5.7 2.7 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 582 57.7 24.4 25.4 6.9 3.8 4.1 3.6 

仕事（学業）利用のみ 4 75.0 - - 25.0 - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

60.2 

22.3 24.6 

6.0 3.1 5.3 2.9 

0%

20%

40%

60%

80%
2019年

5-3-3.パスワード設定の実施理由②

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」(60.2％)である。次
いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(24.6％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の実施が必須となって
いるから」(22.3％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(6.0％)と続く。

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じているから」
(62.3％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(27.2％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対策の
実施が必須となっているから」(18.7％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(5.6％)と続く。

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している
サービス毎に異なるパスワードを設定している

（使い回しをしていない）

n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)
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全体 1041 48.0 19.4 20.3 10.5 3.7 9.4 4.5 

男性 544 45.2 22.6 22.4 12.7 3.7 7.2 4.2 

女性 497 51.1 15.9 17.9 8.0 3.6 11.9 4.8 

10代 92 47.8 18.5 26.1 9.8 8.7 10.9 1.1 

20代 175 42.9 27.4 22.9 13.1 4.0 8.6 3.4 

30代 198 46.5 21.2 18.7 14.1 3.0 10.1 3.5 

40代 241 45.2 17.0 19.1 9.1 3.3 10.4 6.2 

50代 173 52.0 16.2 20.8 8.1 3.5 8.7 6.4 

60代 109 52.3 17.4 17.4 11.9 0.9 8.3 5.5 

70代以上 53 62.3 13.2 17.0 - 3.8 7.5 1.9 

レベル4 209 42.1 27.3 19.6 20.1 5.3 6.2 3.8 

レベル3 402 49.3 22.6 20.6 9.0 4.2 5.5 5.0 

レベル2 299 53.5 11.7 18.4 6.7 2.7 13.4 5.0 

レベル1 131 41.2 14.5 24.4 8.4 1.5 17.6 3.1 

プライベート利用のみ 776 47.8 18.4 18.3 9.8 4.1 10.1 4.8 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 259 48.6 22.0 26.3 12.4 2.3 7.7 3.9 

仕事（学業）利用のみ 6 50.0 33.3 16.7 16.7 - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

48.0 

19.4 20.3 

10.5 
3.7 

9.4 
4.5 

0%

20%

40%

60%

80%
2019年
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実
施
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テ
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実
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る
か
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実
施
す
べ
き
だ
と
い

う
情
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見
聞
き
し
た
こ
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が
あ
る
か
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こ
れ
ま
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に
対
策
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実
施
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な
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っ
た
こ
と
で
不
正
ロ
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イ
ン
な
ど
の
被
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認
証
を
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定
で
き
な

い
か
ら
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策
を
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施
し
て
い
る
理
由

は
よ
く
わ
か
ら
な
い

そ
の
他

全体 2805 57.6 19.4 22.5 5.0 3.0 7.2 5.9 

男性 1371 58.8 20.9 19.9 6.8 3.6 6.1 5.5 

女性 1434 56.4 18.1 25.0 3.3 2.3 8.2 6.3 

10代 218 52.8 19.3 24.8 4.6 2.8 9.2 4.6 

20代 432 50.5 23.4 22.0 7.4 2.8 11.6 4.6 

30代 510 55.9 22.5 19.4 6.7 3.3 7.3 5.5 

40代 640 59.8 17.2 22.5 4.1 2.3 7.0 6.9 

50代 508 58.1 17.3 25.0 4.5 3.3 5.7 7.5 

60代 344 64.5 18.3 22.1 3.2 2.9 4.7 4.4 

70代以上 153 63.4 17.0 24.2 3.3 3.9 3.3 7.2 

レベル4 327 56.3 20.2 17.7 13.1 5.5 3.1 4.6 

レベル3 1094 62.3 22.8 21.3 5.2 3.4 5.7 4.9 

レベル2 1035 56.4 16.8 23.8 2.7 2.1 8.7 6.8 

レベル1 349 47.3 16.0 27.2 3.7 1.7 11.5 7.7 

プライベート利用のみ 2180 57.2 18.6 22.0 4.6 2.9 7.5 6.0 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 620 59.0 22.4 24.4 6.6 3.2 6.1 5.8 

仕事（学業）利用のみ 5 60.0 20.0 20.0 - - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

57.6 

19.4 
22.5 

5.0 3.0 
7.2 5.9 
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40%
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80%
2019年

5-3-3.パスワード設定の実施理由③

Q13 対策を実施している理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』について最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じている
から」(57.6％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(22.5％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制限で対
策の実施が必須となっているから」(19.4％)､「対策を実施している理由はよくわからない」(7.2％)と続く。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』で最も高いのは､「対策を実施する意味を理解していて必要性を感じ
ているから」(48.0％)である。次いで「対策を実施すべきだという情報を見聞きしたことがあるから」(20.3％)､「アカウント登録やサービス利用などシステム上の制
限で対策の実施が必須となっているから」(19.4％)､「これまでに対策を実施しなかったことで不正ログインなどの被害に遭ったことがあるから」(10.5％)と続く。

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している

n=アカウントのパスワード設定の対策実施者(Q12)



117

n=
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な
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か
ら

対
策
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実
施
す
る
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が
面
倒

だ
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑

問
を
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ら

こ
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ま
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対
策
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実
施
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て

い
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て
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特
に
問
題
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し
て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い

る
か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1395 12.8 26.1 7.2 15.8 2.4 37.7 4.8 

男性 725 12.1 23.6 9.2 14.9 2.5 38.6 5.8 

女性 670 13.6 28.8 5.1 16.7 2.4 36.7 3.7 

10代 147 13.6 20.4 8.8 9.5 0.7 47.6 4.1 

20代 269 11.9 27.9 9.3 14.9 2.2 39.8 2.6 

30代 257 11.7 28.4 5.8 16.7 2.3 38.1 3.5 

40代 322 14.9 27.0 6.2 13.4 2.2 36.3 5.6 

50代 224 10.3 23.7 5.4 17.0 4.0 37.5 9.8 

60代 131 13.7 30.5 8.4 22.9 1.5 26.7 3.1 

70代以上 45 17.8 13.3 11.1 26.7 6.7 33.3 2.2 

レベル4 126 12.7 25.4 13.5 15.9 3.2 32.5 4.0 

レベル3 490 13.5 27.8 7.3 16.5 2.7 34.9 3.7 

レベル2 502 11.4 27.1 6.8 17.7 2.2 38.4 5.2 

レベル1 277 14.4 21.7 5.1 10.8 2.2 43.7 6.5 

プライベート利用のみ 1119 12.7 25.7 6.9 15.8 2.4 39.1 4.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 263 13.3 28.9 8.7 15.6 2.7 31.2 6.8 

仕事（学業）利用のみ 13 15.4 - 7.7 15.4 - 53.8 7.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

12.8 

26.1 

7.2 

15.8 

2.4 

37.7 

4.8 

0%

20%

40%

60%

2019年
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二
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証
を
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か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 3179 8.9 37.8 6.0 19.7 4.2 29.4 4.7 

男性 1567 7.7 34.2 7.7 19.7 4.8 31.1 5.0 

女性 1612 10.0 41.3 4.4 19.7 3.5 27.7 4.5 

10代 297 12.5 33.7 2.0 13.5 2.4 37.0 4.0 

20代 495 8.1 37.6 6.3 15.8 2.0 35.2 3.8 

30代 572 8.0 39.3 6.8 21.2 2.3 29.7 5.1 

40代 745 10.3 36.8 5.8 17.6 5.2 28.5 5.8 

50代 559 6.8 39.7 5.5 22.7 4.8 27.0 5.2 

60代 373 9.4 38.9 7.2 23.6 6.7 23.6 4.3 

70代以上 138 6.5 35.5 10.1 29.7 8.0 21.7 2.2 

レベル4 249 13.7 30.9 11.2 20.1 5.6 25.7 6.0 

レベル3 1170 6.9 40.6 6.9 19.9 4.7 28.0 3.9 

レベル2 1223 8.0 39.2 5.5 21.3 3.6 28.5 5.1 

レベル1 537 12.8 31.5 2.8 15.3 3.5 36.1 5.2 

プライベート利用のみ 2520 9.0 37.8 5.5 19.6 4.2 30.2 4.7 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 647 8.5 38.3 8.0 19.9 4.0 25.8 5.1 

仕事（学業）利用のみ 12 8.3 8.3 - 16.7 8.3 66.7 - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

8.9 

37.8 

6.0 

19.7 

4.2 

29.4 

4.7 

0%

20%

40%

60%
2019年

5-3-4.パスワード設定の非実施理由①

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードは定期的に変更している』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(37.8％)である。次いで「これまで対策を
実施していなくても特に問題が発生していないから」(19.7％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(8.9％)､「対策を実施する効果に疑問を感
じているから」(6.0％)と続く。

◼ 『パスワードは他人が推測しにくい（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施する
のが面倒だから」(26.1％)である。次いで「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(15.8％)､「具体的にどう対策を実施してよいかが
わからないから」(12.8％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(7.2％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」が最も高い。

パスワードは定期的に変更している
パスワードは他人が推測しにくい

（氏名や誕生日などの情報を用いない）内容を設定している

n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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対
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実
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問
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二
段
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特
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は
な
い

そ
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他

全体 2045 8.2 41.7 5.9 18.7 4.4 25.8 5.4 

男性 1014 8.0 38.4 7.6 17.9 4.5 28.9 4.8 

女性 1031 8.4 44.9 4.3 19.6 4.2 22.7 6.0 

10代 140 10.7 39.3 5.7 16.4 3.6 28.6 2.1 

20代 360 7.8 42.5 6.4 14.4 2.5 31.7 3.3 

30代 396 7.1 43.7 6.1 19.7 3.3 24.7 6.1 

40代 455 8.6 41.8 5.7 17.1 4.2 26.2 6.4 

50代 352 7.7 40.9 6.0 21.3 4.3 23.0 8.0 

60代 256 9.0 41.4 5.9 20.3 8.2 21.5 5.1 

70代以上 86 9.3 36.0 4.7 29.1 8.1 23.3 2.3 

レベル4 163 8.6 33.1 16.6 19.0 4.3 28.2 4.3 

レベル3 811 7.0 44.0 5.8 19.1 4.1 25.2 4.3 

レベル2 782 7.3 42.5 4.3 20.3 5.0 24.2 7.0 

レベル1 289 13.8 37.7 4.5 13.1 3.5 30.4 4.8 

プライベート利用のみ 1598 8.1 41.6 5.6 18.6 4.4 26.3 5.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 439 8.9 42.1 7.3 19.1 4.3 23.2 5.7 

仕事（学業）利用のみ 8 - 37.5 - 25.0 - 50.0 - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

8.2 

41.7 

5.9 

18.7 

4.4 

25.8 

5.4 
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40%

60%
2019年
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他

全体 1978 10.3 32.9 6.1 17.7 2.9 33.1 5.6 

男性 993 9.4 30.3 8.2 17.1 3.0 34.8 5.7 

女性 985 11.3 35.4 4.0 18.4 2.8 31.3 5.4 

10代 183 12.6 27.9 4.9 14.8 2.2 40.4 3.8 

20代 307 10.1 32.2 8.5 13.0 1.3 39.1 2.6 

30代 325 8.3 34.5 5.2 19.4 2.5 33.5 4.9 

40代 437 12.8 32.5 4.6 14.4 2.7 33.4 7.6 

50代 354 9.3 30.5 4.2 21.2 3.4 31.4 8.5 

60代 256 9.0 39.5 7.8 20.3 4.7 25.8 4.7 

70代以上 116 9.5 31.9 11.2 26.7 5.2 24.1 3.4 

レベル4 157 14.6 25.5 14.6 19.7 3.2 26.8 5.7 

レベル3 673 7.4 35.5 7.1 17.7 3.0 32.8 4.5 

レベル2 762 10.0 33.6 5.0 20.5 2.8 32.8 5.8 

レベル1 386 14.2 29.8 2.8 11.7 3.1 36.5 7.0 

プライベート利用のみ 1584 10.4 32.5 5.7 17.8 3.0 33.8 5.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 378 9.8 35.2 7.4 17.7 2.9 29.1 6.3 

仕事（学業）利用のみ 16 18.8 12.5 6.3 12.5 - 50.0 6.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

10.3 
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5-3-4.パスワード設定の非実施理由②

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『パスワードはできるだけ長い文字数を設定している』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」(32.9％)である。次いで
「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(17.7％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(10.3％)､「対策を実施す
る効果に疑問を感じているから」(6.1％)と続く。

◼ 『サービス毎に異なるパスワードを設定している（使い回しをしていない）』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」
(41.7％)である。次いで「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(18.7％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」
(8.2％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(5.9％)と続く。

パスワードはできるだけ長い文字数を設定している
サービス毎に異なるパスワードを設定している

（使い回しをしていない）

n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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全体 3518 18.1 22.8 5.6 13.3 3.2 36.9 5.9 

男性 1723 14.1 22.5 7.2 13.1 3.3 39.2 6.3 

女性 1795 21.8 23.0 4.1 13.6 3.2 34.8 5.5 

10代 312 15.1 21.2 4.2 12.5 2.6 42.6 5.1 

20代 537 15.6 24.8 6.3 11.2 2.4 41.9 3.2 

30代 632 16.5 24.7 6.5 13.8 1.1 37.8 5.1 

40代 801 19.2 23.0 5.1 12.4 3.4 35.1 7.5 

50代 627 18.0 20.7 5.1 14.8 3.3 37.6 6.4 

60代 434 21.2 23.7 6.5 14.1 7.1 30.2 6.5 

70代以上 175 23.4 16.6 5.1 17.1 4.0 30.9 7.4 

レベル4 266 16.2 19.2 12.8 15.4 5.6 31.6 6.8 

レベル3 1297 14.5 24.9 6.3 14.1 3.1 36.9 5.9 

レベル2 1376 20.5 22.7 4.2 12.9 2.8 36.9 5.9 

レベル1 579 21.1 19.7 4.1 11.6 3.5 39.4 5.4 

プライベート利用のみ 2803 18.3 22.1 5.2 13.0 3.1 38.0 5.6 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 701 17.0 25.5 7.6 14.7 3.9 32.5 6.7 

仕事（学業）利用のみ 14 14.3 14.3 - 14.3 7.1 50.0 7.1 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別
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の
が
面
倒

だ
か
ら

対
策
を
実
施
す
る
効
果
に
疑

問
を
感
じ
て
い
る
か
ら

こ
れ
ま
で
対
策
を
実
施
し
て

い
な
く
て
も
特
に
問
題
が
発

生
し
て
い
な
い
か
ら

二
段
階
認
証
を
設
定
し
て
い

る
か
ら

特
に
理
由
は
な
い

そ
の
他

全体 1754 12.3 25.3 7.6 12.8 3.2 39.1 5.3 

男性 896 11.2 23.2 9.5 11.0 3.7 40.7 6.1 

女性 858 13.5 27.4 5.7 14.6 2.7 37.3 4.4 

10代 186 14.5 22.6 3.8 10.2 3.2 44.1 3.8 

20代 280 10.4 25.7 12.1 13.2 2.9 41.4 3.2 

30代 320 12.8 25.9 8.4 11.9 1.9 38.8 5.6 

40代 402 13.7 25.1 5.7 10.7 3.5 39.8 5.7 

50代 292 10.3 24.0 6.8 15.1 3.4 38.0 7.5 

60代 199 10.6 28.1 9.0 16.1 5.0 34.2 4.5 

70代以上 75 17.3 25.3 6.7 14.7 2.7 32.0 6.7 

レベル4 148 16.2 19.6 16.2 12.2 5.4 31.1 6.1 

レベル3 605 10.6 26.8 8.9 13.1 2.6 39.2 4.6 

レベル2 640 12.2 26.4 6.1 14.2 3.4 38.1 5.3 

レベル1 361 13.9 23.0 4.7 10.0 2.8 43.8 6.1 

プライベート利用のみ 1399 12.4 24.7 6.9 12.5 3.1 41.1 4.8 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 340 12.4 27.9 10.9 13.8 3.8 30.0 7.4 

仕事（学業）利用のみ 15 6.7 20.0 6.7 13.3 - 53.3 6.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

12.3 

25.3 

7.6 
12.8 

3.2 

39.1 

5.3 
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20%

40%

60%
2019年

5-3-4.パスワード設定の非実施理由③

Q14 対策を実施していない理由について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはそれぞれいくつでも）

◼ 『初期パスワードが設定されている場合は、そのまま使わず必ず変更している』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施するのが面倒だから」
(25.3％)である。次いで「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生していないから」(12.8％)､「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」
(12.3％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(7.6％)と続く。

◼ 『パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）の自動生成機能を利用している』を実施していない理由について最も高いのは､「対策を実施するの
が面倒だから」(22.8％)である。次いで「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」(18.1％)､「これまで対策を実施していなくても特に問題が発生し
ていないから」(13.3％)､「対策を実施する効果に疑問を感じているから」(5.6％)と続く。

◼ 年代別でみると､70代以上は「具体的にどう対策を実施してよいかがわからないから」が最も高い。

初期パスワードが設定されている場合は、
そのまま使わず必ず変更している

パスワード管理ツール（ハードウェア、ソフトウェア問わず）
の自動生成機能を利用している

n=アカウントのパスワード設定の対策非実施者(Q12)
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n=
自分で記憶してい

る
手帳などの紙にメ

モをしている
アカウント管理ア
プリを使っている

ネットワーク上の
アカウント管理

サービスを使って
いる

ブラウザの保存機
能を使っている

電子ファイル（メモ
帳や表計算ソフト）
に記録し管理して
いる（ファイルにパ
スワードロックなど

はしていない）

電子ファイル（メモ
帳や表計算ソフト）
に記録し管理して
いる（ファイルにパ
スワードロックなど

をしている）

直接サービスを利
用しない別の端末
（パソコンや古いス
マートフォンなど）
に保存している

その他

全体 4559 60.7 45.1 8.4 5.3 14.0 9.0 3.9 3.6 0.4 

男性 2267 61.4 40.0 10.4 6.7 14.3 10.7 4.3 4.3 0.4 

女性 2292 60.0 50.2 6.5 3.8 13.7 7.4 3.5 2.9 0.3 

10代 404 65.6 40.3 7.2 4.2 9.2 4.0 3.0 3.2 0.5 

20代 712 69.2 33.7 10.0 6.7 16.3 11.0 4.4 2.8 0.1 

30代 830 64.3 38.0 10.7 6.7 12.7 9.0 3.4 3.9 0.5 

40代 1042 65.2 42.1 8.7 5.2 13.4 8.7 3.7 3.6 0.1 

50代 800 56.6 48.9 6.9 3.8 15.6 8.3 4.0 3.8 0.8 

60代 543 46.2 63.4 6.3 4.1 14.0 11.0 5.5 4.4 0.2 

70代以上 228 39.9 72.8 6.6 6.1 16.7 11.4 2.2 3.1 0.4 

レベル4 475 62.3 38.3 19.4 13.7 17.3 11.8 6.7 5.5 0.6 

レベル3 1699 62.4 40.5 10.7 5.9 16.2 10.6 4.8 3.3 0.4 

レベル2 1675 60.7 49.6 5.0 3.6 13.4 9.0 3.2 2.4 0.2 

レベル1 710 55.4 50.3 3.7 2.1 7.6 3.5 1.5 5.8 0.4 

プライベート利用のみ 3579 60.5 46.0 7.3 4.3 13.3 8.3 3.1 3.0 0.3 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 960 61.5 42.3 12.6 9.0 16.7 12.1 6.9 5.4 0.5 

仕事（学業）利用のみ 20 50.0 35.0 5.0 10.0 10.0 - - 10.0 - 

2018年 4762 61.3 45.1 9.1 4.0 12.6 8.4 4.6 2.5 0.5 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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5-3-5.ID・パスワードの管理方法

◼ ID・パスワードの管理方法について最も高いのは､「自分で記憶している」(60.7％)である。次いで「手帳などの紙にメモをしている」(45.1％)､「ブラウザの保存機
能を使っている」(14.0％)､「電子ファイル（メモ帳や表計算ソフト）に記録し管理している（ファイルにパスワードロックなどはしていない）」(9.0％)と続く。

◼ 年代別でみると､60代､70代以上は「手帳などの紙にメモをしている」が最も高い。

Q15 インターネット上のサービス、及び電子メールのアカウント（IDやパスワード）の管理方法について、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=現在所有、管理しているアカウントがある方(Q11)
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5-3-6. ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知

◼ ソフトウェア製品全般の脆弱性対策の必要性の認知割合は52.9％である。

◼ 性別でみると､女性は「いいえ」が最も高い。

◼ 年代別でみると､20代､30代は「いいえ」が最も高い。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「はい」､レベル1は「いいえ」の割合が全体よりも高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「いいえ」の割合が全体よりも高い。

Q16 ソフトウェア製品全般に脆弱性対策が必要であることをご存知ですか。（お答えは1つ）

全体 (5000)  

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

レベル4 (524)

レベル3 (1794)

レベル2 (1795)

レベル1 (887)

プライベート利用のみ (3940)

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (1021)

仕事（学業）利用のみ (39)

プライ

ベート/

ビジネス

使用別

性別

年代別

SD
習熟度

52.9

62.1

43.9

49.0

44.2

47.1

54.1

59.1

63.4

60.3

71.0

63.8

46.5

33.3

50.8

62.3

23.1

47.1

37.9

56.1

51.0

55.8

52.9

45.9

40.9

36.6

39.7

29.0

36.2

53.5

66.7

49.2

37.7

76.9

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

はい いいえ
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5-3-7. 脆弱性対策について

◼ 脆弱性対策については､「対策を全てできている」は5.7％､「対策をほとんどできている」(30.5％)を合計すると36.2％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「対策ができている(計)」の割合が全体よりも高い。

Q17 脆弱性対策について、あなたの状況に近いものを選択してください。（お答えは1つ）
n=脆弱性対策の必要性の認知者(Q16)

対策ができ
ている（計）

全体 (2645) 36.2

男性 (1536) 42.6

女性 (1109) 27.3

10代 (222) 42.3

20代 (361) 34.9

30代 (443) 33.4

40代 (614) 35.2

50代 (504) 37.9

60代 (357) 34.5

70代以上 (144) 41.7

レベル4 (372) 63.4

レベル3 (1144) 38.7

レベル2 (834) 25.8

レベル1 (295) 21.7

プライベート利用のみ (2000) 35.4

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (636) 38.8

仕事（学業）利用のみ (9) 44.4

プライ

ベート/

ビジネス

使用別

性別

年代別

SD
習熟度

5.7

7.4

3.2

6.3

8.6

5.6

4.4

5.6

4.2

6.9

19.6

4.4

1.9

3.7

5.1

7.4

11.1

30.5

35.2

24.1

36.0

26.3

27.8

30.8

32.3

30.3

34.7

43.8

34.4

23.9

18.0

30.3

31.4

33.3

34.1

32.5

36.2

25.2

30.2

37.9

33.4

34.5

41.2

29.2

21.8

34.4

37.9

37.3

34.4

33.0

33.3

8.0

7.3

8.9

9.0

11.4

9.7

8.8

5.4

4.2

7.6

3.5

7.5

10.0

9.8

8.6

6.3

21.7

17.6

27.5

23.4

23.5

19.0

22.6

22.2

20.2

21.5

11.3

19.3

26.4

31.2

21.7

21.9

22.2

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

対策を全てできている 対策をほとんどできている 対策をほとんどできていない

対策を全くできていない 対策をできているかが分からない
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5-4.セキュリティ対策の実施状況
5-4-1.スマートデバイス利用時の不安

◼ スマートデバイス利用時の不安について最も高いのは､「データ（メールアドレスなどの個人情報）が盗難・漏えいすること」(60.7％)である。次いで「第三者に不正
利用されること（自動発信、有料サービス利用、データ送信など）」(56.8％)､「スマートデバイス本体を紛失、盗難すること」(38.7％)､「ワンクリック請求で詐欺に遭
うこと」(37.0％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「不安に感じるものはない」の割合が上昇している。「データ（メールアドレスなどの個人情報）が盗難・漏えいすること」「スマートデバイス本
体を紛失、盗難すること」「位置情報を取得され、行動履歴が漏えいすること」の割合が低下している。

Q18 スマートデバイスを利用する上で、どのようなことに不安を感じますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

n=

データ（メールアドレ
スなどの個人情報）
が盗難・漏えいする

こと

第三者に不正利用さ
れること（自動発信、
有料サービス利用、

データ送信など）

スマートデバイス本
体を紛失、盗難する

こと

位置情報を取得さ
れ、行動履歴が漏え

いすること

スマートデバイスの
使用履歴（アプリ使
用履歴や通話履歴）

が漏えいすること

ワンクリック請求で
詐欺に遭うこと

不正アプリをインス
トールすることで被
害（不正な情報送信
やデバイス制御な

ど）に遭うこと

その他
不安に感じるものは

ない

全体 5000 60.7 56.8 38.7 23.8 20.4 37.0 33.4 0.2 15.2 

男性 2472 55.8 52.9 37.9 19.5 17.3 30.5 29.0 0.0 17.2 

女性 2528 65.4 60.6 39.4 27.9 23.4 43.3 37.6 0.3 13.2 

10代 453 61.4 52.1 36.0 22.1 17.4 30.7 27.6 - 15.5 

20代 817 55.7 51.0 35.9 26.9 19.8 30.2 27.8 0.1 22.9 

30代 941 59.4 52.6 36.0 22.8 19.4 31.9 29.9 - 19.7 

40代 1134 65.4 59.4 40.4 26.5 23.0 39.0 34.7 0.3 13.3 

50代 853 61.0 61.4 41.6 24.9 21.8 41.6 38.8 0.2 10.8 

60代 563 61.3 63.1 41.9 18.8 18.7 45.5 38.4 0.4 8.5 

70代以上 239 56.1 57.7 37.7 14.6 18.4 46.0 40.2 - 10.9 

レベル4 524 51.1 48.3 37.6 24.4 20.2 25.6 27.5 0.4 17.7 

レベル3 1794 61.6 58.4 41.9 24.0 21.1 34.2 32.5 - 13.1 

レベル2 1795 65.3 62.1 40.4 25.7 21.7 43.5 38.7 0.2 12.8 

レベル1 887 54.9 47.7 29.4 18.8 16.5 36.1 27.8 0.2 22.7 

プライベート利用のみ 3940 61.0 56.8 38.6 23.3 19.7 37.6 33.4 0.1 15.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 60.6 58.5 40.5 26.2 23.8 36.0 34.4 0.3 12.7 

仕事（学業）利用のみ 39 25.6 12.8 5.1 5.1 5.1 2.6 2.6 - 53.8 

2018年 5000 71.1 61.1 45.2 30.7 24.4 38.8 34.2 0.2 9.8 

2017年 5000 83.6 79.8 52.8 52.9 45.3 64.0 0.3 4.9 

2016年 5000 70.6 65.0 42.5 39.8 33.7 49.6 0.1 11.5 

2015年 5000 75.6 70.2 47.2 43.4 37.3 51.3 0.2 9.4 

時系別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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5-4-2.スマートデバイスのセキュリティ対策の実施状況

Q19 あなた自身が所有するスマートデバイスについて、現在実施しているセキュリティ対策をすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ スマートデバイスのセキュリティ対策の実施状況について最も高いのは､「（可能な場合）OS（オペレーティングシステム）のアップデート」(46.5％)である。次いで
「信頼できる場所（公式サイト）からアプリをインストールする」(41.6％)､「インストールしたアプリのアップデート」(35.4％)､「パスワードやパターン、顔認証などに
よる画面ロック機能」(24.7％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「（可能な場合）OS（オペレーティングシステム）のアップデート」「信頼できる場所（公式サイト）からアプリをインストールする」「インストール
したアプリのアップデート」「アプリをインストールする前にレビューやコメントなどを確認する」の割合が低下している。

n=

（
可
能
な
場
合

）
O
S

（
オ
ペ
レ
ー

テ

ィ
ン
グ

シ
ス
テ
ム

）
の
ア

ッ
プ

デ
ー

ト

信
頼
で
き
る
場
所

（
公

式
サ
イ
ト

）
か
ら
ア
プ

リ
を
イ
ン
ス
ト
ー

ル
す

る ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー

ル
す
る
前
ま
た
は
実
行

時
に
要
求
さ
れ
る
権
限

を
確
認
す
る

イ
ン
ス
ト
ー

ル
し
た
ア

プ
リ
の
ア

ッ
プ
デ
ー

ト

デ
ー

タ

（
個
人
情
報
な

ど

）
の
暗
号
化
対
策

紛
失
時
な
ど
の
デ
バ
イ

ス
捜
索
対
策

リ
モ
ー

ト
ロ

ッ
ク
な
ど

の
不
正
利
用
防
止
機
能

パ
ス
ワ
ー

ド
や
パ
タ
ー

ン

、
顔
認
証
な
ど
に
よ

る
画
面
ロ

ッ
ク
機
能

ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー

ル
す
る
前
に
レ
ビ

ュ
ー

や
コ
メ
ン
ト
な
ど
を
確

認
す
る

デ
バ
イ
ス
内
デ
ー

タ

(

写
真

、
動
画

、
個
人

情
報
な
ど

)

 
の
バ

ッ

ク
ア

ッ
プ

そ
の
他

特
に
な
い

全体 5000 46.5 41.6 19.1 35.4 12.0 9.0 8.5 24.7 17.0 13.1 0.3 26.4 

男性 2472 50.9 44.0 21.5 37.3 12.6 9.9 10.1 24.7 14.3 13.1 0.4 24.5 

女性 2528 42.2 39.2 16.8 33.6 11.4 8.1 7.0 24.7 19.6 13.2 0.3 28.3 

10代 453 43.9 34.9 13.7 26.3 9.9 7.7 7.9 22.5 10.6 9.7 0.4 30.0 

20代 817 42.7 39.3 21.2 30.2 11.4 8.4 5.6 25.2 17.6 13.7 0.1 31.0 

30代 941 43.8 39.5 18.6 33.4 10.9 6.9 7.1 23.5 18.2 10.7 0.2 28.1 

40代 1134 48.1 41.1 20.0 35.0 12.6 8.4 8.9 23.4 18.0 14.2 0.2 26.8 

50代 853 51.1 44.2 19.7 40.6 13.0 11.0 11.5 27.2 19.2 14.7 0.4 22.3 

60代 563 48.3 48.3 19.2 45.8 13.0 11.5 10.5 28.6 16.2 15.3 0.9 20.4 

70代以上 239 46.9 46.9 18.0 38.1 13.0 11.3 7.9 20.1 11.3 11.7 0.8 25.1 

レベル4 524 52.7 51.1 30.7 36.8 19.7 15.5 15.3 27.7 17.4 14.5 1.0 17.7 

レベル3 1794 56.3 48.5 24.5 42.6 14.4 11.5 10.8 30.2 20.7 17.4 0.2 18.8 

レベル2 1795 44.8 40.7 14.9 35.5 10.0 6.8 6.5 24.8 16.8 12.0 0.4 27.4 

レベル1 887 26.5 23.7 9.8 20.1 6.4 4.5 4.2 11.5 9.5 6.0 0.1 45.2 

プライベート利用のみ 3940 45.5 40.8 17.7 34.3 11.2 8.1 8.0 23.4 16.1 12.4 0.3 27.8 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 51.9 45.6 24.9 41.0 15.3 12.5 10.8 30.8 20.9 16.5 0.4 19.5 

仕事（学業）利用のみ 39 7.7 10.3 7.7 7.7 2.6 2.6 - - 5.1 - - 66.7 

2018年 5000 54.4 49.0 20.7 43.5 14.0 11.4 10.4 27.0 22.2 15.9 0.6 18.7 

2017年 5000 56.1 58.1 19.1 50.7 15.5 11.8 11.0 33.4 7.3 21.2 0.5 16.8 

2016年 5000 43.2 41.5 19.3 29.5 9.9 6.0 6.3 16.5 5.3 10.9 0.3 27.0 

2015年 5000 40.7 40.6 16.3 36.5 11.2 8.0 9.2 21.8 6.8 12.0 0.5 26.6 

時系別

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）
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5-4-3.スマートデバイス利用に関する問題意識①

Q20 以下の行為について、あなたはどのように思いますか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ スマートデバイス利用に関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「「ウイルスに感染している」などの警告画面から誘導されたアプリをインス
トールした」(67.9％)である。次いで「「不正ログインされた」などのパスワード変更を推奨するメールの案内に従ってID、パスワードを入力した」(65.9％)､「画面
ロックのPINを誕生日にしている」(61.9％)､「セキュリティアプリをインストールしていない」(57.5％)と続く。

画面ロックのPINを誕生日にしている (5000) 61.9

公式マーケット以外から入手したア
プリをインストールした

(5000) 56.3

「ウイルスに感染している」などの警
告画面から誘導されたアプリをイン

ストールした
(5000) 67.9

「不正ログインされた」などのパス
ワード変更を推奨するメールの案内

に従ってID、パスワードを入力した
(5000) 65.9

セキュリティアプリをインストールし
ていない

(5000) 57.5

公衆無線LAN（無料Wi-Fi）に接続し
てOSをアップデートした

(5000) 48.9

現在のOSのバージョンを把握してい
ない

(5000) 42.3

位置情報を利用（外部送信）するア
プリをインストールしている

(5000) 39.3

問題が
ある（計）

3.7

3.2

2.6

2.7

2.6

3.5

3.8

3.6

3.9

5.8

3.6

3.6

4.6

6.2

8.1

7.8

16.4

20.5

14.4

15.6

21.7

24.8

30.2

32.8

21.9

24.6

13.1

13.8

22.9

23.5

23.8

22.2

40.0

31.8

54.8

52.2

34.6

25.4

18.5

17.1

14.1

14.2

11.5

12.2

13.6

16.6

15.7

16.5

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

まったく問題ない あまり問題ない どちらともいえない やや問題がある とても問題がある わからない
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5-4-3.スマートデバイス利用に関する問題意識②

Q20 以下の行為について、あなたはどのように思いますか。あてはまるものをそれぞれ1つずつ選択してください。（お答えはそれぞれ1つ）

◼ スマートデバイス利用に関する問題意識（問題がある（計））について最も高いのは､「「ウイルスに感染している」などの警告画面から誘導されたアプリをインス
トールした」(67.9％)である。次いで「「不正ログインされた」などのパスワード変更を推奨するメールの案内に従ってID、パスワードを入力した」(65.9％)､「画面
ロックのPINを誕生日にしている」(61.9％)､「セキュリティアプリをインストールしていない」(57.5％)と続く。

◼ 2018年と比較すると､「画面ロックのPINを誕生日にしている」「「ウイルスに感染している」などの警告画面から誘導されたアプリをインストールした」「「不正ログイ
ンされた」などのパスワード変更を推奨するメールの案内に従ってID、パスワードを入力した」の割合が低下している。

※値は「とても問題がある」
「やや問題がある」の合計値

n=
画面ロックのPINを誕

生日にしている

公式マーケット以外
から入手したアプリ
をインストールした

「ウイルスに感染して
いる」などの警告画
面から誘導されたア
プリをインストールし

た

「不正ログインされ
た」などのパスワード
変更を推奨するメー
ルの案内に従って
ID、パスワードを入

力した

セキュリティアプリを
インストールしていな

い

公衆無線LAN（無料
Wi-Fi）に接続してOS
をアップデートした

現在のOSのバー
ジョンを把握していな

い

位置情報を利用（外
部送信）するアプリを
インストールしている

全体 5000 61.9 56.3 67.9 65.9 57.5 48.9 42.3 39.3 

男性 2472 60.7 55.1 66.0 64.6 56.8 49.1 43.4 37.8 

女性 2528 63.1 57.5 69.7 67.2 58.1 48.8 41.2 40.7 

10代 453 63.6 57.0 67.3 67.1 58.5 51.2 43.3 45.3 

20代 817 59.6 52.3 62.1 60.8 52.0 44.1 36.8 37.7 

30代 941 58.2 51.4 63.8 61.0 50.8 45.5 37.4 36.0 

40代 1134 61.5 55.2 67.7 64.9 56.4 46.8 41.0 37.5 

50代 853 63.7 57.8 71.7 70.2 62.0 52.6 45.8 40.9 

60代 563 65.9 65.7 74.8 73.2 66.1 56.0 51.0 44.0 

70代以上 239 67.8 66.5 75.7 72.8 69.0 55.2 51.5 37.7 

レベル4 524 59.2 53.4 59.0 59.9 52.3 47.7 44.5 42.2 

レベル3 1794 67.2 61.2 72.5 69.7 61.8 53.6 47.9 42.4 

レベル2 1795 64.1 59.9 72.0 70.9 60.4 50.5 40.9 39.5 

レベル1 887 48.5 40.9 55.5 51.7 45.9 37.1 32.6 30.9 

プライベート利用のみ 3940 61.5 56.4 67.5 65.6 56.8 48.2 41.7 38.9 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 64.3 57.1 70.8 68.8 61.1 52.2 45.5 41.2 

仕事（学業）利用のみ 39 35.9 33.3 28.2 28.2 30.8 33.3 20.5 25.6 

2018年 5000 67.5 60.4 75.4 71.8 58.8 50.7 40.4 34.7 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

61.9 
56.3 

67.9 65.9 
57.5 

48.9 
42.3 39.3 

67.5 
60.4 

75.4 
71.8 

58.8 
50.7 

40.4 
34.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年 2018年
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5-5.スマートデバイスの利用状況
5-5-1.ルート化やJailBreakの設定経験

Q21 スマートデバイスに対して、Androidならばルート化、iOSならばJailBreakをしていますか。（お答えは1つ）

◼ ルート化やJailBreakの設定経験について最も高いのは､「ルート化やJail Breakがどういうことか、わからない」(58.9％)である。次いで「していない」(34.1％)､「し
ている」(7.1％)と続く。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「している」の割合が全体よりも高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「していない」の割合が全体よりも高い。

全体 (5000)

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

レベル4 (524)

レベル3 (1794)

レベル2 (1795)

レベル1 (887)

プライベート利用のみ (3940)

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (1021)

仕事（学業）利用のみ (39)

2018年 (5000)

2017年 (5000)

2016年 (5000)

2015年 (4507)

時系別

性別

プライ
ベート/
ビジネス
使用別

年代別

SD習熟度

7.1

8.7

5.4

7.7

10.0

7.8

6.6

5.2

5.9

4.6

22.9

7.9

3.3

3.6

6.2

10.3

7.7

5.9

3.7

6.3

5.7

34.1

42.6

25.8

33.1

37.9

41.1

34.6

30.0

27.0

23.8

46.8

38.9

26.6

32.0

33.8

34.6

53.8

30.0

31.4

37.9

31.6

58.9

48.7

68.8

59.2

52.0

51.1

58.8

64.8

67.1

71.5

30.3

53.2

70.1

64.4

60.0

55.1

38.5

64.1

64.9

55.8

62.7

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

している していない ルート化やJail Breakがどういうことか、わからない
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5-5-2.アプリ連携の設定・利用状況

Q22 アプリ連携の設定・利用状況について、あてはまるものを選択してください。（お答えは1つ）

◼ アプリ連携の設定・利用状況について最も高いのは､「アプリ連携を設定・利用しているかよくわからない」(37.2％)である。次いで「利用している」(28.5％)､「利用
していない」(23.2％)､「アプリ連携が提供されているサービスを利用していない」(11.1％)と続く。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「利用している」の割合が全体よりも高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「利用していない」の割合が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「利用している」の割合が低下している。

全体 (5000)

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

レベル4 (524)

レベル3 (1794)

レベル2 (1795)

レベル1 (887)

プライベート利用のみ (3940)

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (1021)

仕事（学業）利用のみ (39)

2018年 (5000)

プライ
ベート/
ビジネス
使用別

性別

年代別

SD習熟度

28.5

31.7

25.3

21.9

31.5

32.3

30.5

26.7

25.2

20.1

44.1

36.6

24.1

11.7

26.4

37.2

7.7

34.0

23.2

27.5

19.0

23.8

26.7

27.7

22.0

19.9

19.2

19.2

29.6

23.2

20.0

25.9

23.8

20.5

38.5

17.9

11.1

10.7

11.4

13.2

9.8

9.2

10.0

12.4

12.6

15.1

11.5

12.7

9.7

10.3

11.1

10.9

12.8

8.5

37.2

30.1

44.2

41.1

32.1

30.7

37.5

40.9

43.0

45.6

14.9

27.5

46.2

52.1

38.7

31.4

41.0

39.6

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

利用している 利用していない

アプリ連携が提供されているサービスを利用していない アプリ連携を設定・利用しているかよくわからない
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n= 食事中（自宅） トイレ 入浴中
ベッド・布団（就寝

前）
電車・バス

会社・学校（勤務・授
業時間以外）

食事中（飲食店） その他

全体 4961 45.9 24.7 9.1 57.7 40.7 36.9 27.1 4.9 

男性 2448 45.3 31.0 8.7 54.1 43.5 43.5 28.0 3.5 

女性 2513 46.4 18.6 9.5 61.2 37.8 30.4 26.1 6.2 

10代 450 43.8 25.6 12.4 56.4 39.8 36.0 24.4 4.9 

20代 806 52.6 33.9 15.6 63.4 47.3 47.5 31.9 1.1 

30代 932 48.8 29.1 11.4 59.5 38.0 38.0 27.8 2.1 

40代 1127 44.5 24.3 8.4 61.8 40.9 39.2 30.3 4.0 

50代 846 42.2 21.7 6.0 53.9 40.9 38.5 26.6 6.4 

60代 562 40.4 15.3 2.5 50.4 40.7 25.6 19.6 10.7 

70代以上 238 47.9 10.1 1.7 45.4 28.2 7.6 16.4 13.0 

レベル4 515 49.3 34.8 16.1 50.1 42.7 39.8 30.3 2.9 

レベル3 1788 48.3 29.2 9.7 61.4 47.9 43.7 29.9 2.9 

レベル2 1789 45.5 20.5 7.2 59.9 39.7 35.7 26.9 6.4 

レベル1 869 39.5 18.3 7.7 50.2 26.5 23.6 19.6 6.9 

プライベート利用のみ 3940 45.1 23.0 8.1 57.0 38.4 32.1 25.6 5.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 49.0 31.5 13.1 60.6 49.3 55.2 32.8 2.7 

仕事（学業）利用のみ 0 - - - - - - - - 

2018年 4967 38.5 27.1 8.0 61.5 44.1 40.2 23.4 5.2 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

45.9 

24.7 

9.1 

57.7 

40.7 
36.9 

27.1 

4.9 

38.5 

27.1 

8.0 

61.5 

44.1 
40.2 

23.4 

5.2 

0%

20%

40%

60%

80%

2019年 2018年

5-5-3.プライベート目的でスマートデバイスを利用する場所・シーン

Q23 プライベート目的でスマートデバイスを日常的に利用している場所やシーンについて、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ プライベート目的でスマートデバイスを利用する場所・シーンについて最も高いのは､「ベッド・布団（就寝前）」(57.7％)である。次いで「食事中（自宅）」(45.9％)､
「電車・バス」(40.7％)､「会社・学校（勤務・授業時間以外）」(36.9％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､プライベート・仕事（学業）の両方で利用は「会社・学校（勤務・授業時間以外）」の割合が全体よりも高い。

◼ 2018年と比較すると､「食事中（自宅）」の割合が上昇している。

n=プライベート目的でスマートデバイス利用者(Q2)
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5-5-4.サービス利用のための位置情報の提供状況

Q24 サービスを利用するために位置情報を提供していますか。（お答えは1つ）

◼ サービス利用のための位置情報の提供割合は52.2％である。

◼ SD習熟度でみると､レベル1は「いいえ」が最も高い。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「分からない」の割合が全体よりも高い。

全体 (5000)

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

レベル4 (524)

レベル3 (1794)

レベル2 (1795)

レベル1 (887)

プライベート利用のみ (3940)

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (1021)

仕事（学業）利用のみ (39)

プライ
ベート/
ビジネス
使用別

性別

年代別

SD習熟度

52.2

57.8

46.8

42.4

47.7

48.6

53.4

58.0

59.5

56.5

60.1

57.1

53.5

35.1

50.6

59.6

15.4

35.6

32.2

38.9

40.2

40.1

40.2

35.5

30.5

27.9

30.5

32.6

35.3

33.6

42.1

36.8

30.9

41.0

12.2

10.0

14.3

17.4

12.1

11.3

11.0

11.5

12.6

13.0

7.3

7.6

12.9

22.9

12.6

9.5

43.6

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

はい いいえ 分からない
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5-5-5.位置情報を開示することのリスク

Q25 位置情報を開示することのリスクはあると思いますか。（お答えは1つ）

◼ 位置情報を開示することのリスクがある割合は71.3％である。

全体 (2610)

男性 (1428)

女性 (1182)

10代 (192)

20代 (390)

30代 (457)

40代 (606)

50代 (495)

60代 (335)

70代以上 (135)

レベル4 (315)

レベル3 (1024)

レベル2 (960)

レベル1 (311)

プライベート利用のみ (1995)

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 (609)

仕事（学業）利用のみ (6)

プライ
ベート/
ビジネス
使用別

性別

年代別

SD習熟度

71.3

72.2

70.3

77.1

77.4

77.7

71.5

69.5

59.7

59.3

79.0

75.9

67.4

60.8

70.5

74.2

66.7

6.9

8.8

4.6

3.1

9.5

7.9

6.4

3.6

8.4

11.1

10.8

6.0

5.9

8.7

7.2

5.7

16.7

21.8

19.0

25.1

19.8

13.1

14.4

22.1

26.9

31.9

29.6

10.2

18.2

26.7

30.5

22.4

20.0

16.7

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

はい いいえ 分からない

n=位置情報の提供者(Q24)
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n=
災害・緊急情報通

知
交通情報通知

企業による地図ナ
ビゲーション

企業による最寄り
の店舗情報

広告・マーケティン
グ

日頃利用している
サービスの向上

その他

全体 1862 87.4 66.9 46.2 31.3 6.1 14.8 0.2 

男性 1031 84.7 67.7 46.8 30.6 7.4 16.1 - 

女性 831 90.9 65.9 45.5 32.1 4.6 13.2 0.4 

10代 148 85.8 62.8 41.2 23.0 6.8 8.8 - 

20代 302 81.1 57.0 54.6 31.8 8.6 21.2 0.3 

30代 355 85.1 65.6 42.8 31.0 7.6 15.8 0.3 

40代 433 86.6 67.0 46.4 27.5 5.5 14.5 - 

50代 344 90.1 74.1 46.2 35.8 3.8 9.3 0.3 

60代 200 96.0 73.0 44.0 36.0 5.0 16.5 - 

70代以上 80 96.3 71.3 43.8 35.0 5.0 18.8 - 

レベル4 249 85.5 62.7 46.2 31.7 12.4 17.3 0.4 

レベル3 777 86.2 68.9 49.8 32.8 6.2 14.8 - 

レベル2 647 89.6 68.0 44.7 30.0 4.0 13.8 0.3 

レベル1 189 87.3 60.8 37.0 28.6 4.8 15.3 - 

プライベート利用のみ 1406 87.6 65.2 44.2 30.4 4.6 14.5 0.2 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 452 87.4 72.1 52.7 34.3 11.1 15.9 - 

仕事（学業）利用のみ 4 50.0 75.0 25.0 - - - - 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

87.4 

66.9 

46.2 

31.3 

6.1 
14.8 

0.2 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019年

5-5-6.位置情報を提供しても良いサービス

Q26 以下のうち、位置情報を提供しても良いと思うサービスはどれですか。あてはまるものをそれぞれ選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ 位置情報を提供しても良いサービスについて最も高いのは､「災害・緊急情報通知」(87.4％)である。次いで「交通情報通知」(66.9％)､「企業による地図ナビゲー
ション」(46.2％)､「企業による最寄りの店舗情報」(31.3％)と続く。

n=位置情報の開示リスクがあると思う方(Q25)
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5-6.情報セキュリティに関する情報収集
5-6-1.過去１年間に知りたいと思ったセキュリティ情報

Q27 過去1年間に、あなたが知りたいと思ったセキュリティ情報はどのようなことでしたか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ 過去１年間に知りたいと思ったセキュリティ情報について最も高いのは､「被害を防ぐための予防策や被害が生じた場合の対応策などの具体的事例に関する情
報」(35.2％)である。次いで「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」(34.8％)､「被害が起きたときの相談や届出に関する情報」(23.7％)､
「市販されているセキュリティサービス・製品に関する情報」(18.0％)と続く。

◼ 年代別でみると､10代は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。

◼ SD習熟度でみると､レベル4は「最新のセキュリティ事象やセキュリティに関する被害の情報」が最も高い。

n=
最新のセキュリティ
事象やセキュリティ

に関する被害の情報

被害を防ぐための予
防策や被害が生じた
場合の対応策など
の具体的事例に関

する情報

市販されているセ
キュリティサービス・
製品に関する情報

ユーザの被害や対
策実施等に関する体
験談やレポートの情

報

被害が起きたときの
相談や届出に関する

情報
その他 特にない

全体 5000 34.8 35.2 18.0 14.5 23.7 0.1 39.9 

男性 2472 36.3 35.0 20.1 13.8 20.8 0.0 38.2 

女性 2528 33.2 35.4 15.9 15.2 26.5 0.1 41.5 

10代 453 33.1 28.0 15.0 14.8 19.2 - 44.6 

20代 817 31.0 28.3 15.1 11.4 17.9 - 47.7 

30代 941 33.5 33.5 14.8 14.8 20.1 - 42.2 

40代 1134 34.5 35.1 18.7 15.0 23.6 0.1 40.8 

50代 853 37.3 40.6 20.5 15.8 28.7 0.1 34.2 

60代 563 40.1 42.3 21.8 15.3 31.6 0.2 31.3 

70代以上 239 35.6 44.8 24.3 14.6 29.7 - 30.5 

レベル4 524 44.3 37.6 23.1 18.1 18.1 - 31.3 

レベル3 1794 38.6 39.4 20.5 15.8 23.0 - 34.4 

レベル2 1795 32.1 34.8 16.3 14.4 27.3 0.1 41.9 

レベル1 887 26.7 26.3 13.1 10.0 21.0 0.1 51.6 

プライベート利用のみ 3940 33.8 34.2 17.3 13.6 23.3 0.1 41.4 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 39.3 40.2 21.0 18.3 25.9 - 33.2 

仕事（学業）利用のみ 39 15.4 15.4 10.3 2.6 7.7 - 59.0 

2018年 5000 34.5 38.5 17.8 16.3 25.1 0.1 37.6 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

34.8 35.2 

18.0 
14.5 

23.7 

0.1 

39.9 

34.5 
38.5 

17.8 16.3 

25.1 

0.1 

37.6 

0%

20%

40%

60%

2019年 2018年
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5-6-2.セキュリティ情報を収集する際の問題点

Q28 あなたは、セキュリティ情報を収集するにあたって、どのような問題点を感じていますか。あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ セキュリティ情報を収集する際の問題点について最も高いのは､「知らない用語が多い」(53.0％)である。次いで「内容が難しい」(50.1％)､「情報が多すぎる」
(38.0％)､「自分から情報収集や勉強をするのが面倒」(24.7％)と続く。

◼ プライベート/ビジネス使用別でみると､仕事（学業）利用のみは「情報が多すぎる」が最も高い。

◼ 2018年と比較すると､「知らない用語が多い」の割合が低下している。

n=
知らない用語が多

い
内容が難しい 情報が多すぎる

自分から情報収集
や勉強をするのが

面倒

情報の更新が早す
ぎて追いつけない

情報がどこにある
かわからない

自分に関係がある
情報なのかわから

ない
その他

特に問題点は感じ
ていない

全体 5000 53.0 50.1 38.0 24.7 21.0 18.9 20.7 0.1 17.6 

男性 2472 44.7 43.4 35.5 21.6 19.1 15.5 16.6 0.1 20.8 

女性 2528 61.2 56.6 40.5 27.7 22.8 22.2 24.6 0.2 14.5 

10代 453 49.2 47.9 32.9 22.3 17.2 15.5 20.8 - 19.0 

20代 817 46.6 46.8 38.4 22.5 17.7 18.2 13.7 - 22.5 

30代 941 49.9 45.4 38.7 25.2 20.4 15.3 14.1 0.1 21.1 

40代 1134 54.9 50.2 38.6 25.7 22.6 19.0 20.3 0.3 16.0 

50代 853 58.1 54.2 41.0 27.0 22.0 20.0 25.0 0.2 14.1 

60代 563 56.8 57.5 37.8 25.0 26.1 25.6 30.6 0.2 13.0 

70代以上 239 58.2 51.9 30.5 20.5 18.4 21.3 33.5 - 16.3 

レベル4 524 37.2 37.2 32.3 19.5 15.8 14.5 10.5 0.2 22.9 

レベル3 1794 47.8 45.0 39.7 23.1 22.5 15.1 17.4 0.2 16.3 

レベル2 1795 61.6 57.4 40.2 28.5 21.8 23.0 26.0 0.2 14.3 

レベル1 887 55.6 53.2 33.5 23.1 19.4 20.9 22.4 - 24.0 

プライベート利用のみ 3940 53.6 50.6 37.5 24.4 20.5 18.8 20.4 0.1 18.0 

プライベート・仕事（学業）の両方で利用 1021 52.4 49.5 40.4 26.2 23.6 19.7 22.2 0.2 15.3 

仕事（学業）利用のみ 39 15.4 12.8 25.6 7.7 2.6 5.1 5.1 - 43.6 

2018年 5000 58.1 51.6 41.7 28.1 23.9 21.0 22.9 0.2 16.3 

　■全体+10Pt以上
　■全体+5Pt以上

　■全体-5Pt以下
　■全体-10Pt以下
　（属性n=30以上）

性別

年代別

SD
習熟度

プライベート

/ビジネス

使用別

53.0 
50.1 

38.0 

24.7 
21.0 18.9 20.7 

0.1 

17.6 

58.1 
51.6 

41.7 

28.1 
23.9 21.0 22.9 

0.2 

16.3 

0%

20%

40%

60%

80%

2019年 2018年



6.Appendix ： インターネット依存度について
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インターネット依存度の分析概要

• 分析目的

‐インターネットの依存度について、年代別の依存傾向、

依存度によるサービスの利用状況、被害状況などについて分析する。

• 分析方法

‐インターネット依存度テスト（IAT：Internet Addiction Test）(1)による評価

‐インターネット依存度テスト

・20問の質問に対し、5件法式で回答

-20～39点 ：L1 （平均的なオンラインユーザーである）

-40～69点 ：L2 （インターネットによる問題があり、インターネットが生活に

与える影響について考える必要がある。）

-70～100点：L3 （インターネットが生活に重大な問題をもたらしている。

治療の必要がある。）

(1) 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター. ネット依存のスクリーニングテスト. http://www.kurihama-med.jp/tiar/tiar_07.html, (参照2019-10-18).

Q4 あなたが最近インターネットを利用する中で、次のようなことはどの程度ありますか。
それぞれについて、ひとつずつお選びください。（お答えはそれぞれ1つ）
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インターネット依存度の分析結果概要

⚫ 依存度が高い利用者は、インターネットの利用時間が長い傾向がみられる（特に休日で顕著）。

⚫ 若年層（10代、20代）のインターネット依存度が高い。特にスマートデバイス利用者において、その傾向が
みられる。

⚫ インターネット依存度が高いパソコン利用者の傾向

-依存度L3では休日の「10時間以上」のインターネット利用が約15％と高い。

-依存度が高いほど、利用しているサービス個数が多い。

-依存度レベルが高くなるほど、「動画共有サイト」「SNS」「動画配信サービス」などのエンタメ関連のインターネット利
用が増える。

⚫ インターネット依存度が高いスマートデバイス利用者の傾向

-依存度L3では休日の「5時間以上」のインターネット利用が約3割を占める。

-依存度レベルが高くなるほど、「動画共有サイト」「アダルトサイト」「オンラインゲーム」「動画配信サービス」などのエ
ンタメ関連のインターネット利用が増える。

-利用場所・シーンは、【依存度L3】が相対的にスコアが高い項目が多く、利用場所・シーンが多岐にわたる。また、
【依存度L3】では「トイレ」「食事中（自宅）」などでも多く利用している。
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インターネット依存度の構成比

◼ スマートデバイス利用者の方が「依存度L2、L3」が若干多いものの、パソコン利用者とほぼ同じような割合である。

◼ 2018年と比較すると、スマートデバイス利用者の「依存度L2」の割合が上昇している。反対に「依存度L1」の割合が低下している。

インターネット依存度の構成比

(2019)パソコン (5000)  

(2019)スマートデバイス (5000)

(2018)パソコン (5000)

(2018)スマートデバイス (5000)

56.2

48.5

62.2

58.6

38.3

45.2

34.4

37.0

5.5

6.2

3.4

4.4

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

【20～39点】依存度L1 【40～69点】依存度L2 【70～100点】依存度L3
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性別・年代別のインターネット依存度の構成比

◼ パソコン利用者では、昨年、今年ともに【20代】の約6割が生活に影響があるレベルの「依存度L2、L3」となっている。

◼ 年代が高くなるにつれて、「依存度L1」の構成比が高くなる。

※【10代】は「依存度L1」の構成比が約4割を占めている、これはパソコンでのインターネット利用自体が少ない可能性が考えられる。

インターネット依存度の構成比：性別、年代別

【パソコン利用者（2019）】 【パソコン利用者（2018）】

全体(2019) (5000)  

男性 (2864)

女性 (2136)

10代 (300)

20代 (724)

30代 (834)

40代 (1084)

50代 (905)

60代 (698)

70代以上 (455)

性
別

年
代

別

56.2

56.0

56.5

40.7

36.2

45.4

53.3

65.5

75.1

77.6

38.3

39.0

37.5

50.7

53.7

45.7

41.5

30.6

24.1

21.8

5.5

5.0

6.0

8.7

10.1

8.9

5.2

3.9

0.9

0.7

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

【20～39点】依存度L1 【40～69点】依存度L2 【70～100点】依存度L3

全体(2018) (5000)  

男性 (2814)

女性 (2186)

10代 (344)

20代 (578)

30代 (743)

40代 (1013)

50代 (996)

60代 (895)

70代以上 (431)

性
別

年
代

別

62.2

61.5

63.2

50.3

38.8

47.5

63.0

69.3

78.0

78.0

34.4

35.3

33.3

44.5

54.5

45.6

33.8

29.2

21.1

21.1

3.4

3.2

3.6

5.2

6.7

6.9

3.3

1.5

0.9

0.9

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

【20～39点】依存度L1 【40～69点】依存度L2 【70～100点】依存度L3
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性別・年代別のインターネット依存度の構成比

インターネット依存度の構成比：性別、年代別

【スマートデバイス利用者（2019）】 【スマートデバイス利用者 (2018)】

◼ スマートデバイス利用者では、今年は【10代】の6割強が生活に影響があるレベルの「依存度L2、L3」となっている。

◼ 性別では【男性】の依存度レベルが【女性】よりも高い。また、年代が高くなるにつれて、「依存度L1」の構成比が高くなる。

※2018年度調査より、「スマートデバイス利用者：70代以上」の回収を行う

全体(2019) (5000)  

男性 (2472)

女性 (2528)

10代 (453)

20代 (817)

30代 (941)

40代 (1134)

50代 (853)

60代 (563)

70代以上 (239)

性
別

年
代

別

48.5

44.4

52.6

36.4

29.9

38.7

49.6

61.7

68.6

74.9

45.2

49.2

41.3

52.8

59.6

53.9

46.2

34.7

27.5

22.6

6.2

6.4

6.1

10.8

10.5

7.4

4.2

3.6

3.9

2.5

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

【20～39点】依存度L1 【40～69点】依存度L2 【70～100点】依存度L3

全体(2018) (5000)  

男性 (2437)

女性 (2563)

10代 (431)

20代 (712)

30代 (949)

40代 (1127)

50代 (915)

60代 (660)

70代以上 (206)

性
別

年
代

別

58.6

54.7

62.3

29.9

39.6

51.3

63.7

69.7

78.0

78.6

37.0

40.3

33.8

58.2

53.1

44.2

32.7

27.7

20.8

20.9

4.4

5.0

3.8

11.8

7.3

4.5

3.5

2.6

1.2

0.5

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

【20～39点】依存度L1 【40～69点】依存度L2 【70～100点】依存度L3



パソコン利用者の依存度に関する傾向

※数表内の網掛け

但しn=30未満は除く。
（以降のページも同様。）

全体値より10ﾎﾟｲﾝﾄ以上高いもの

全体値より5ﾎﾟｲﾝﾄ以上高いもの

全体値より5ﾎﾟｲﾝﾄ以上低いもの

全体値より10ﾎﾟｲﾝﾄ以上低いもの
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パソコンでのインターネット利用時間

◼ パソコン利用時間については平日、休日ともに依存度別でみても大差はみられない

SC5あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。

お子様は普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えください。
（お答えはそれぞれ1つ）

【平日のパソコン利用時間】 【休日のパソコン利用時間】

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体(2019) 5000 4.7 8.6 12.9 15.1 20.1 17.6 10.9 5.5 4.6
依存度L1 2811 4.8 10.0 13.7 16.0 21.2 16.9 9.5 4.9 3.1
依存度L2 1916 4.5 6.9 12.2 14.6 18.9 19.0 12.1 5.7 6.1
依存度L3 273 5.1 5.5 9.5 10.3 17.2 14.7 17.6 9.5 10.6

全体(2018) 5000 4.8 8.0 11.8 13.9 18.1 19.1 11.9 8.0 4.4
依存度L1 3112 5.3 10.0 13.6 14.7 19.6 17.6 9.7 6.3 3.3
依存度L2 1720 3.8 4.5 9.3 12.5 15.8 21.9 15.8 10.5 5.8
依存度L3 168 6.5 5.4 5.4 13.7 14.3 17.9 12.5 13.7 10.7

依存度別

依存度別

4
.8

1
0
.0

1
3
.7 1
6
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.2

1
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1
2
.2 1
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1
8
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1
9
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5
.7 6
.1

5
.1 5
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0
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1
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1
4
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7
.6

9
.5 1
0
.6

0%

10%

20%

30% 依存度L1 依存度L2 依存度L3

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体(2019) 5000 5.5 6.9 11.3 13.2 19.8 20.9 11.9 4.8 5.7
依存度L1 2811 6.1 7.4 12.9 14.2 22.4 19.8 9.7 3.7 3.7
依存度L2 1916 4.7 6.4 9.3 12.8 16.9 22.6 14.1 5.8 7.4
依存度L3 273 4.4 4.8 9.5 6.6 13.6 19.8 17.9 8.8 14.7

全体(2018) 5000 7.0 6.9 11.1 13.4 19.6 19.1 12.7 4.8 5.4
依存度L1 3112 7.4 8.1 13.0 15.4 21.4 18.8 9.5 3.3 3.1
依存度L2 1720 6.3 4.7 8.1 9.9 17.3 20.2 18.0 7.3 8.1
依存度L3 168 8.3 6.0 6.0 11.9 11.3 14.9 15.5 7.7 18.5
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パソコンでのインターネットの利用用途

Q3 あなたがパソコンでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ 依存度別に利用サービスをみると、依存度レベルが高くなるほど「動画共有サイト」、「アダルトサイト」、「オンラインゲーム」、「SNS」、「動画配信サービス」、「掲
示板」などのエンタメ関連のインターネットの利用用途が増える傾向。（昨年もほぼ同傾向）

◼ 全体(2018)と比較すると､「懸賞サイト」の割合が上昇している。「インターネットショッピング（Amazon、楽天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」
の割合が低下している。
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検
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イ
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ス
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イ
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個
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商
品
比
較
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ク
チ
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ど
の
コ
ミ

ュ

ニ
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Q
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辞
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科
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W
i
k
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g
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イ
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イ
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ッ
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o
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E
t
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ど
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e
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a
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ラ
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飲
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ラ
イ
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ゲ
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翻
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オ
ン
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キ
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イ
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ェ
ッ
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チ
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l
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N
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な
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W
e
b
メ
ー
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G
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a
i
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、

Y
a
h
o
o
!
メ
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な
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ラ
ウ
ド
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レ
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、
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C

l

o

u
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、

G

o

o

g

l
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D

r
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ど
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動
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配
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サ
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ビ
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h
u
l
u

、

N
e
t
f
l
i
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U
-
N
E
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ど
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掲
示
板
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ァ
イ
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交
換
ソ
フ
ト
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W
i
n
n
y

、
W
i
n
n
y
p

、

S
h
a
r
e
な
ど

）

そ
の
他

全体(2019) 5000 87.3 63.9 27.7 22.5 30.2 19.6 27.7 44.9 21.2 10.3 4.7 67.7 18.6 33.5 13.5 1.3 4.8 22.3 11.2 8.5 5.2 3.2 31.9 46.5 8.0 12.6 10.3 0.6 0.4
依存度L1 2811 89.3 64.6 27.2 19.0 28.8 16.6 27.1 41.7 20.7 7.9 3.9 71.6 17.5 34.4 14.3 0.7 5.4 24.2 7.9 7.2 5.3 2.8 28.3 46.6 7.1 10.0 8.0 0.2 0.6
依存度L2 1916 84.2 63.3 27.8 26.3 31.5 22.7 27.8 48.4 21.2 13.2 5.8 63.0 19.7 32.7 12.8 1.7 4.0 19.9 14.8 10.0 4.7 3.4 35.6 46.3 8.9 15.3 12.9 1.1 0.3
依存度L3 273 89.4 60.8 31.9 32.6 34.8 27.8 33.0 53.8 26.0 13.9 5.9 60.4 22.3 30.0 10.3 3.7 4.0 19.0 21.2 12.5 8.4 4.8 42.5 46.9 10.3 21.2 16.1 1.1 0.0

全体(2018) 5000 86.3 65.7 29.6 24.7 35.1 20.5 30.2 43.4 14.8 10.2 5.7 75.0 21.5 35.8 14.6 1.7 7.7 30.0 12.8 11.6 7.1 4.2 28.8 44.4 9.3 12.2 12.2 0.6 0.5
依存度L1 3112 86.1 65.4 29.2 20.9 32.9 16.5 28.5 38.2 13.5 7.4 4.2 77.4 20.1 36.4 14.7 1.1 8.4 32.1 9.5 10.0 6.6 3.2 24.0 42.2 8.0 9.4 8.8 0.3 0.5
依存度L2 1720 86.7 66.3 30.6 30.2 38.3 26.9 33.0 51.9 16.7 14.1 7.9 71.5 23.5 35.2 14.6 2.4 6.5 26.6 17.4 14.4 7.8 5.6 36.6 48.5 11.2 16.5 17.0 1.0 0.4
依存度L3 168 86.3 64.9 28.0 37.5 42.3 30.4 34.5 53.6 17.9 20.2 11.3 66.1 26.8 31.0 12.5 4.2 5.4 26.2 25.6 14.3 10.7 8.3 39.3 42.9 13.1 20.8 25.0 1.8 0.0
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パソコンでのインターネットの利用個数

Q3 あなたがパソコンでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ パソコンでのインターネットの利用個数について最も高いのは､「1個」(11.5％)である。次いで「2個」(9.8％)､「5個」(9.4％)､「4個」(9.2％)と続く。

※「Q3.インターネットの利用用途」の「その他」を除外して、利用個数を算出

n=

1
個

2
個

3
個

4
個

5
個

6
個

7
個

8
個

9
個

1
0
個

1
1
個

1
2
個

1
3
個

1
4
個

1
5
個

1
6
個

1
7
個

1
8
個

1
9
個

2
0
個

2
1
個

2
2
個

2
3
個

2
4
個

2
5
個

2
6
個

2
7
個

2
8
個

平
均

(

個

)

全体(2019) 4996 11.5 9.8 9.1 9.2 9.4 8.4 7.1 6.3 5.2 4.6 3.9 3.1 2.6 2.5 1.9 1.4 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 6.6

依存度L1 2808 9.6 9.8 9.4 10.0 10.4 9.7 7.6 7.1 5.4 4.7 4.0 2.8 2.3 2.1 1.5 1.1 0.7 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4
依存度L2 1915 13.8 9.9 9.0 8.4 8.5 6.6 6.7 5.6 5.0 4.4 3.9 3.4 2.8 2.7 2.4 1.7 1.2 0.8 0.9 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 6.8
依存度L3 273 14.3 9.2 7.7 6.6 6.6 8.4 5.9 3.7 4.8 5.5 3.7 3.3 4.8 4.4 2.2 2.2 1.1 1.1 1.5 0.4 1.1 0.4 0.7 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 7.4
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スマートデバイス利用者の依存度に関する傾向

※数表内の網掛け

但しn=30未満は除く。
（以降のページも同様。）

全体値より10ﾎﾟｲﾝﾄ以上高いもの

全体値より5ﾎﾟｲﾝﾄ以上高いもの

全体値より5ﾎﾟｲﾝﾄ以上低いもの

全体値より10ﾎﾟｲﾝﾄ以上低いもの
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スマートデバイスでのインターネット利用時間

SC5 あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。

お子様は普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えください。
（お答えはそれぞれ1つ）

【平日のスマートフォン利用時間】 【休日のスマートフォン利用時間】

◼ スマートデバイス利用時間については平日、休日ともに依存度別でみても大差はみられない

n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
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5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体(2019) 4764 6.6 14.0 19.4 18.6 19.5 12.9 5.1 1.9 2.0
依存度L1 2282 8.2 16.7 19.9 19.2 18.7 11.1 3.9 1.2 1.1
依存度L2 2178 5.1 12.4 18.9 18.8 20.3 14.1 6.2 2.1 2.0
依存度L3 304 4.6 4.9 19.4 13.5 20.4 17.1 5.6 5.9 8.6

全体(2018) 4753 5.4 12.5 19.8 18.8 20.3 13.6 5.5 2.4 1.7
依存度L1 2749 6.9 15.6 21.5 19.3 19.4 10.9 3.9 1.7 0.8
依存度L2 1792 3.5 8.4 18.6 18.2 21.7 17.0 7.3 3.0 2.4
依存度L3 212 2.8 7.1 7.1 17.5 20.3 19.3 11.8 7.1 7.1
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1
0
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以
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全体(2019) 4764 6.1 10.9 16.6 16.9 19.3 16.9 7.8 2.9 2.6
依存度L1 2282 7.8 13.5 17.9 17.7 19.6 14.6 5.7 1.8 1.4
依存度L2 2178 4.8 9.0 15.9 16.4 19.2 18.8 9.6 3.4 2.8
依存度L3 304 2.6 4.9 11.8 15.1 17.8 20.1 10.9 7.6 9.2

全体(2018) 4753 5.0 10.2 16.3 17.4 20.0 16.3 7.6 4.2 2.9
依存度L1 2749 6.6 13.0 19.0 18.0 20.0 13.6 5.9 2.4 1.3
依存度L2 1792 2.8 6.6 13.6 17.0 20.8 19.9 9.2 5.9 4.2
依存度L3 212 2.8 3.3 5.7 13.2 12.7 20.3 16.0 13.7 12.3
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スマートデバイスでのインターネット利用時間

SC5 あなたは普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えくだ
さい。

お子様は普段プライベートで、当該機器（インターネット）をどのくらい利用していますか。「平日（仕事や学校等のある日）」と「休日（仕事や学校等のない日）」別に、一日あたりのおよその平均利用時間をお答えください。
（お答えはそれぞれ1つ）

【平日のタブレット利用時間】 【休日のタブレット利用時間】

◼ タブレット利用時間については平日、休日ともに依存度別でみても大差はみられない

n=

3
0
分
未
満

3
0
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1
時
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未
満

1
時
間
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1
時
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時
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時
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時
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1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体(2019) 1762 25.1 19.8 18.8 14.0 10.8 6.4 2.8 1.1 1.1
依存度L1 893 27.3 18.7 18.9 12.8 11.1 6.6 3.1 0.8 0.7
依存度L2 756 23.7 21.3 18.1 15.2 10.3 6.3 2.6 1.3 1.1
依存度L3 113 16.8 18.6 22.1 15.9 12.4 5.3 1.8 2.7 4.4

全体(2018) 1827 29.1 22.7 16.6 12.4 9.7 6.5 1.4 0.8 0.8
依存度L1 1117 30.3 22.6 16.2 12.1 10.5 6.3 1.2 0.4 0.6
依存度L2 624 28.4 22.3 18.6 12.3 8.3 7.1 1.6 1.0 0.5
依存度L3 86 19.8 26.7 8.1 17.4 10.5 5.8 2.3 4.7 4.7
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n=

3
0
分
未
満

3
0
分
～

1
時
間
未
満

1
時
間
～

1
時
間
半
未
満

1
時
間
半
～

2
時
間
未
満

2
時
間
～

3
時
間
未
満

3
時
間
～

5
時
間
未
満

5
時
間
～

7
時
間
未
満

7
時
間
～

1
0
時
間
未
満

1
0
時
間
以
上

全体(2019) 1762 18.7 17.4 18.3 15.5 14.3 8.9 4.4 1.2 1.4
依存度L1 893 20.4 18.9 17.0 14.0 15.8 8.0 4.0 1.0 0.9
依存度L2 756 17.9 16.4 19.7 16.8 12.4 9.7 4.4 1.2 1.6
依存度L3 113 10.6 11.5 18.6 18.6 15.0 10.6 7.1 3.5 4.4

全体(2018) 1827 22.2 20.3 18.4 13.0 13.9 7.2 2.6 1.4 1.1
依存度L1 1117 23.7 20.3 19.1 12.4 14.3 6.3 2.2 0.9 0.8
依存度L2 624 20.5 20.0 18.6 14.3 12.2 8.8 3.0 1.3 1.3
依存度L3 86 14.0 22.1 8.1 11.6 20.9 7.0 3.5 8.1 4.7

依存度別

依存度別

2
0
.4

1
8
.9

1
7
.0

1
4
.0 1
5
.8

8
.0

4
.0

1
.0

0
.9

1
7
.9

1
6
.4 1

9
.7

1
6
.8

1
2
.4

9
.7

4
.4

1
.2 1
.6

1
0
.6

1
1
.5

1
8
.6

1
8
.6

1
5
.0

1
0
.6

7
.1

3
.5 4
.4

0%

10%

20%

30% 依存度L1 依存度L2 依存度L3



148

スマートデバイスでのインターネットの利用用途

Q3 あなたがスマートデバイスでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ 依存度別に利用サービスをみると、依存度レベルが高くなるほど「アダルトサイト」、「オンラインゲーム」、「動画配信サービス」などのエンタメ関連のインターネッ
ト利用のスコア差が見られる。

◼ 全体(2018)と比較すると､「商品比較・クチコミなどのコミュニティサイト」「辞書・百科事典サイト（Wikipedia、goo辞書など）」「インターネットショッピング（Amazon、
楽天など）」「オンライン予約（宿泊、航空券、飲食店など）」の割合が低下している。

n=

検
索
サ
イ
ト
・
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト

ニ

ュ
ー

ス
サ
イ
ト

企
業
・
団
体
の
サ
イ
ト

個
人
・
著
名
人
の
サ
イ
ト

（
ブ
ロ
グ
な

ど

）

商
品
比
較
・
ク
チ
コ
ミ
な
ど
の
コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
サ
イ
ト

Q
&
A
サ
イ
ト

辞
書
・
百
科
事
典
サ
イ
ト

（
W
i
k
i
p
e
d
i
a

、
g
o
o
辞

書
な
ど

）

動
画
共
有
サ
イ
ト

（
Y
o
u
T
u
b
e

、
ニ
コ
ニ
コ
動
画

な
ど

）

懸
賞
サ
イ
ト

ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

海
外
サ
イ
ト

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
シ

ョ
ッ
ピ
ン
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A
m
a
z
o
n

、
楽
天
な
ど

）

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
オ
ー

ク
シ

ョ
ン

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

株
の
ネ

ッ
ト
取
引

仮
想
通
貨
の
ネ

ッ
ト
取
引

（
B
i
t
c
o
i
n

、

E
t
h
e
r
e
u
m
な
ど

）

国
税
の
ネ

ッ
ト
手
続
き

（
e
-
T
a
x

な
ど

）

オ
ン
ラ
イ
ン
予
約

（
宿
泊

、
航
空
券

、

飲
食
店
な
ど
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オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー

ム

オ
ン
ラ
イ
ン
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オ
ン
ラ
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キ

ャ
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ャ
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ど
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、
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、
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o

o

g

l

e

+

、

T
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e
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、
L

I

N

E
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ど
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W
e
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メ
ー

ル

（
G
m
a
i
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、

Y
a
h
o
o
!
メ
ー

ル
な
ど

）

ク
ラ
ウ
ド
ス
ト
レ
ー

ジ

（
D

r

o

p

b

o

x

、
i

C

l

o

u
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、

G

o

o

g

l

e

D

r

i
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ど
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動
画
配
信
サ
ー

ビ
ス

（
h
u
l
u

、

N
e
t
f
l
i
x

、
U
-
N
E
X
T
な

ど

）

掲
示
板

そ
の
他

全体(2019) 5000 84.2 63.9 21.3 22.1 28.1 19.0 25.9 49.0 18.3 9.4 3.6 61.3 16.5 25.9 10.1 3.0 2.4 24.0 18.5 6.7 4.3 3.8 55.4 47.2 11.4 16.1 7.2 0.4
依存度L1 2426 86.4 66.4 22.1 19.4 27.6 17.5 27.9 48.8 18.7 7.0 2.9 65.6 15.2 27.4 9.9 2.0 2.3 27.4 16.2 5.8 3.6 2.8 57.7 49.9 10.9 12.9 5.6 0.5
依存度L2 2262 82.4 61.7 19.8 23.6 27.5 19.6 23.2 48.6 17.0 11.2 3.5 57.5 17.4 24.4 9.7 3.3 2.2 20.9 20.0 7.2 4.5 3.8 53.1 44.5 11.2 18.2 8.2 0.2
依存度L3 312 79.8 60.3 26.6 32.7 35.9 26.9 29.5 54.2 24.0 14.7 9.3 55.8 20.5 25.3 13.8 8.7 3.8 20.5 25.6 9.9 9.3 10.9 53.5 46.5 17.0 25.6 11.9 0.3

全体(2018) 5000 85.7 67.3 22.9 25.5 34.6 21.2 31.2 45.9 13.3 10.5 4.1 71.0 17.5 24.1 10.1 2.2 2.2 29.8 19.6 9.1 5.0 4.2 58.2 48.8 13.7 13.2 6.2 0.4
依存度L1 2931 86.1 67.5 21.2 21.8 33.3 17.7 29.5 41.5 11.5 7.4 2.5 74.7 15.2 24.3 9.0 1.5 1.8 29.9 15.3 6.6 4.0 3.0 55.3 47.3 12.1 10.5 4.1 0.5
依存度L2 1850 85.2 67.4 24.9 30.2 36.6 25.7 33.3 51.3 14.9 14.2 5.8 66.2 20.1 23.3 11.2 2.7 2.7 29.9 24.0 11.9 6.2 5.2 61.8 50.8 15.1 16.1 8.6 0.3
依存度L3 219 83.1 63.9 28.8 34.7 36.1 29.7 37.0 60.7 24.2 21.9 10.5 62.6 26.5 28.3 15.5 8.2 4.1 28.3 39.7 17.8 7.8 11.0 67.1 52.5 22.8 26.0 14.6 0.0
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スマートデバイスでのインターネットの利用個数

Q3 あなたがスマートデバイスでインターネットを利用する際、どのようなウェブサイトやインターネットサービスを利用していますか。利用しているものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ スマートデバイスでのインターネットの利用個数について最も高いのは､「1個」(11.8％)である。次いで「2個」「5個」(各9.5％)､「6個」(8.9％)と続く。

n=

1

個

2

個

3

個

4

個

5

個

6

個

7

個

8

個

9

個

1

0
個

1

1
個

1

2
個

1

3
個

1

4
個

1

5
個

1

6
個

1

7
個

1

8
個

1

9
個

2

0
個

2

1
個

2

2
個

2

3
個

2

4
個

2

5
個

2

6
個

2

7
個

平

均

(

個

)

全体(2019) 4993 11.8 9.5 8.5 8.7 9.5 9.0 8.4 6.2 5.3 4.8 3.7 3.2 2.7 2.2 1.7 1.0 1.0 0.7 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 6.6

依存度L1 2422 9.3 8.7 8.5 9.2 10.1 9.9 10.0 6.2 5.4 5.0 4.2 3.3 2.4 2.4 1.6 1.0 0.9 0.8 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 6.6
依存度L2 2260 14.1 10.5 8.6 8.3 8.9 7.9 6.9 6.4 5.3 4.7 3.3 3.3 3.1 1.9 1.9 1.1 1.1 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 6.4
依存度L3 311 14.8 8.7 8.0 7.4 8.4 9.0 6.1 4.8 4.2 4.2 3.5 1.3 3.5 3.2 1.3 0.6 2.3 1.3 0.3 0.3 0.6 1.0 1.0 1.3 0.3 1.6 1.0 7.5
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※「Q3.インターネットの利用用途」の「その他」を除外して、利用個数を算出
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プライベート目的でのスマートデバイスの利用場所・シーン

Q23 プライベート目的でスマートデバイスを日常的に利用している場所やシーンについて、あてはまるものをすべて選択してください。（お答えはいくつでも）

◼ 依存度別でみると､依存度L3は「トイレ」「食事中（自宅）」の割合が全体よりも高い。

◼ 全体(2018)と比較すると､「食事中（自宅）」の割合が上昇している。

n=

食
事
中

（
自
宅

）

ト
イ
レ

入
浴
中

ベ

ッ
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・
布
団

（
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務
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業
時
間
以
外
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食
事
中

（
飲
食
店

）

そ
の
他

全体(2019) 4961 45.9 24.7 9.1 57.7 40.7 36.9 27.1 4.9
依存度L1 2412 39.3 19.8 6.5 59.2 39.9 36.0 23.2 7.5
依存度L2 2244 50.5 28.0 10.7 56.1 40.4 37.3 30.0 2.5
依存度L3 305 63.3 40.0 18.4 57.7 48.9 41.0 36.1 1.3

全体(2018) 4967 38.5 27.1 8.0 61.5 44.1 40.2 23.4 5.2
依存度L1 2917 31.5 21.6 5.2 59.0 40.8 37.2 18.3 7.2
依存度L2 1834 47.3 33.7 10.8 64.9 48.1 44.1 30.0 2.2
依存度L3 216 57.4 45.4 20.4 67.6 55.6 48.1 36.1 1.9
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