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●災害時の備えで何も準備していない人は減少傾向。「モバイルバッテリーの準備」は年々増加傾向にある（資料6-1）。
●ハザードマップを「紙で所持している」人は年代が上がるほど高くなる。「ハザードマップを見たことはない」は若年層ほ
ど高くなる傾向（資料6-3）。

モバイルバッテリー準備率、安否確認サービスの認知率、避難所の認知、避難訓練への参加
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6章 1節

39.039.0

19.419.4

19.319.3
19.219.2

28.628.6

19.419.4

35.535.5

19.919.9

31.631.6

18.318.3

37.137.1

30.830.8

18.518.5

39.339.3

33.033.0

21.721.7

40.740.7

20.420.4

31.731.7

19.719.7

38.438.4

20.520.5

33.333.3

22.322.3

42.442.4

21.921.9

16.916.9

46.246.2
41.541.5

23.623.6
26.326.3

36.836.8

26.226.2

39.939.9

31.531.5

53.253.2

29.029.0

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 60％

非常用持ち出し袋

医薬品

数日分の水・食糧

家具の固定

携帯電話用モバイルバッテリー

懐中電灯

何も準備していない

■ 2022年（n＝7,050） ■ 2023年（n＝6,559）■ 2021年（n＝8,837）■ 2020年（n＝6,925）■ 2019年（n＝6,926）■ 2018年（n＝6,000）

注：懐中電灯については2023年より調査。
出典：2018年-2023年一般向けモバイル動向調査

資料6-1 ●何も準備していない人は、2018年から減少傾向にあり、2023年では29.0％となった。
●「携帯電話用モバイルバッテリー」の準備をしている人は増加傾向にある。

災害時の備えの年次推移（複数回答）
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6章 1節

72.972.9

30.030.0

29.329.3

医薬品

非常用持ち出し袋

数日分の水・食糧

家具の固定

携帯電話用
モバイルバッテリー

懐中電灯

何も準備していない

26.226.2

14.014.0

39.039.0

17.417.4

43.643.6

40.140.1

31.431.4

23.323.3

12.212.2

13.413.4

35.535.5

26.626.6

43.243.2

27.727.7

16.716.7

35.235.2

14.814.8

31.831.8

38.838.8

39.339.3

31.831.8

19.219.2

38.238.2

19.219.2

32.032.0

45.545.5

32.032.0

28.828.8

20.720.7

38.038.0

20.720.7

29.629.6

49.049.0
56.956.9

34.234.2

33.133.1

21.821.8

42.042.0

22.022.0

28.428.4

72.972.9

28.428.4

36.836.8

27.327.3

46.646.6

31.731.7

28.428.4

19.019.0

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

29.229.2

16.816.8

33.533.5

17.817.8

31.431.4

37.837.8

34.634.6

26.226.2

19.719.7

28.428.428.4

9.09.0

31.931.9

30.930.9

42.142.1

33.633.6

20.120.1

39.539.5

15.515.5

32.132.1

44.144.1

31.731.7

34.934.9

26.526.5

44.044.0

19.019.0

32.432.4

55.955.9

27.827.8

32.832.8

24.824.8

46.846.8

25.525.5

31.731.7

60.160.1

25.925.9

43.643.6

26.626.6

56.856.8

34.434.4

74.674.6

15.115.1

45.345.3

31.831.8

59.759.7

37.037.0

27.227.2

76.576.5

15.615.6

0％20％40％60％80％ 0％ 20％ 40％ 60％ 80％

■ 男性20代（n＝417）
■ 男性50代（n＝584）

■ 男性30代（n＝466）
■ 男性60代（n＝522）

■ 男性10代（n＝172）
■ 男性40代（n＝584）
■ 男性70代（n＝543）

■ 女性20代（n＝401）
■ 女性50代（n＝564）

■ 女性30代（n＝458）
■ 女性60代（n＝523）

■ 女性10代（n＝185）
■ 女性40代（n＝562）
■ 女性70代（n＝578）

●�年代が上がるに伴い、各種備えの割合は高まる様子。
●一方、「携帯電話用モバイルバッテリー」は特に男性において年代が上がるほど減少する。

災害時の備え［性年代別］（複数回答）
資料6-2
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6章 1節

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 60％

スマホ・タブレット・ケータイに
ダウンロードしてある

紙で所持している

所持していないが、
インターネット上で見たことがある

所持はしていないが、
紙で見たことがある

見たことはない、
または存在を知らない

■ 50代（n＝1,148） ■ 60代（n＝1,045） ■ 70代（n＝1,121）■ 40代（n＝1,146）■ 30代（n＝924）■ 20代（n＝818）■ 10代（n＝357）

7.07.0

14.814.8

22.422.4

29.129.1

31.131.1

8.48.4

15.815.8

16.716.7

22.922.9

40.540.5

6.06.0

21.221.2

19.719.7

22.422.4

34.534.5

4.24.2

25.025.0

20.720.7

27.227.2

27.227.2

5.25.2

30.730.7

17.917.9

29.429.4

21.721.7

6.16.1

41.241.2

17.617.6

25.525.5

14.514.5

4.94.9

52.652.6

13.613.6

23.323.3

10.310.3

出典：2023年一般向けモバイル動向調査   

●「紙で所持している」人は年代が上がるほど高くなる。
●「見たことはない、または存在を知らない」は年代が上がるほど少ない。

ハザードマップの認知［年代別］
資料6-3
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6章 1節 ハザードマップの認知［都道府県別］
●�ハザードマップの認知率は全体で76％。
●最も高いのは「静岡県」の88％、最も低いのは「沖縄県」の57％。

資料6-4

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

愛知県
79�

高知県
80�

全国平均
76

静岡県
88�

愛媛県
77�
沖縄県
57

北海道
78�
茨城県
69�
新潟県
71�
三重県
77�
鳥取県
63�
福岡県
75�

青森県
69�
栃木県
75�
富山県
70�
滋賀県
75�
島根県
80�
佐賀県
74�

岩手県
66�
群馬県
77�
石川県
84�
京都府
72�
岡山県
77�
長崎県
72�

宮城県
75�
埼玉県
71�
福井県
82�
大阪府
72�
広島県
85�
熊本県
81

秋田県
85�
千葉県
75�
山梨県
74�
兵庫県
81�
山口県
68�
大分県
79

山形県
74�
東京都
75�
長野県
79�
奈良県
73�
徳島県
83�
宮崎県
79

福島県
74�

神奈川県
78�
岐阜県
75�

和歌山県
79�
香川県
68�

鹿児島県
81�

■■80％以上
■■70％以上
■■60％以上
■■50％以上
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6章 1節

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 60％ 80％70％

避難所を知っている

避難訓練に参加したことがある

■ 甲信越 （n＝292） ■ 北陸 （n＝196）
■ 東海 （n＝737）

■ 南関東 （n＝1,735）■ 北関東 （n＝362）■ 東北 （n＝511）■ 北海道 （n＝263）
■ 関西 （n＝1,009） ■ 中国 （n＝416） ■ 四国 （n＝250） ■ 九州 （n＝788）

72.272.2

16.016.0
20.520.5
21.821.8

75.575.5

22.222.2
35.635.6

77.077.0

32.132.1
39.839.8

76.676.6

24.024.0

73.873.8

19.719.7

75.675.6

27.227.2

75.675.6

18.418.4

77.977.9
79.079.0

78.178.1

79.179.1

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

●�いずれのエリアでも「避難所を知っている」が7～8割と高い。
●�「避難訓練への参加」が最も高いのは東海地方で4割程度。

避難行動の認識［エリア別］（複数回答）
資料6-5

モバイル社会白書2023年版

6章　防災・減災　127



6章 1節

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

避難所の場所を知っている

地域・自治体の防災訓練に参加

■ 50代（n＝1,148） ■ 60代（n＝1,045） ■ 70代（n＝1,121）■ 40代（n＝1,146）■ 30代（n＝924）■ 20代（n＝818）■ 10代（n＝357）

81.281.2

28.928.9

60.860.8

14.914.9

63.263.2

14.714.7

74.174.1

17.517.5

77.077.0

23.923.9

85.885.8

32.232.2

90.190.1

39.139.1

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

●�10代を除き「避難所の認知」および「防災訓練への参加」は年代が上がると上昇する。

避難行動の認識［年代別］（複数回答）
資料6-6
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●なんらかの自治体の配信サービスを登録している人は4割程（資料6-8）。
●防災アプリのインストール率は上昇し、約半数に（資料6-12）。
●「SNSで災害情報を取得する」は年々増加傾向（資料6-18）。
●「SNSで災害情報を取得する」は若年層ほど高く、20代以下は7割を超える（資料6-19）。

2節 災害情報の伝達・収集
防災・減災
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6章 2節

2010年
（n＝2,542）

2013年
（n＝2,730）

2016年
（n＝2,451）

2019年
（n＝6,136）

2022年
（n＝6,587）

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

注1：携帯電話所有者が対象。
注2：エリアメール、緊急速報メールの認知は2022年より調査。
出典：2010年-2023年一般向けモバイル動向調査

災害用伝言ダイヤルがあることを知っている 携帯電話に災害用伝言板があることを知っている
エリアメール／緊急速報メールを知っている

63.263.2
59.059.0

75.175.1

48.548.5
45.145.1

41.741.7 42.142.1 40.640.6

59.859.8 65.565.5 64.264.2 62.462.4
57.257.2 55.855.8

35.535.5
31.731.7

41.241.2

31.531.5
28.028.0 25.725.7 27.727.7 27.027.0

30.630.6 31.731.7 31.331.3 30.630.6

40.940.9 39.639.6

60.960.9 60.060.0

2011年
（n＝2,503）

2012年
（n＝2,481）

2014年
（n＝2,743）

2015年
（n＝2,420）

2017年
（n＝2,556）

2018年
（n＝5,085）

2020年
（n＝6,362）

2021年
（n＝8,249）

2023年
（n＝6,423）

●�「災害用伝言ダイヤル」の認知率は2023年では6割弱となった。東日本大震災後の2012年、全国的な気象災害のあった2017年の後に
認知が拡大。
●「エリアメール／緊急速報メール」の認知も6割程度と「災害用伝言ダイヤル」と同水準。

災害時の安否確認サービスの認知率の年次推移
資料6-7
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6章 2節

0％ 70％10％ 30％20％ 40％ 60％50％

注：携帯電話所有者が回答。
出典：2023年一般向けモバイル動向調査

メール

Twitter

Facebook

LINE

その他

登録していない

（n＝6,423）（n＝6,423）

27.027.0

7.07.0

3.23.2

20.420.4

0.60.6

59.559.5

●�なんらかの自治体の配信サービスを登録している人は4割程。

自治体の災害情報配信サービス登録状況（複数回答）
資料6-8
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6章 2節

57.557.5

59.159.1
59.059.0
58.258.2
58.358.3

27.827.8

Twitter

メール

Facebook

LINE

その他

登録
していない

注：携帯電話所有者が回答。
出典：2023年一般向けモバイル動向調査

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

■ 男性20代（n＝416）
■ 男性50代（n＝565）

■ 男性30代（n＝464）
■ 男性60代（n＝502）

■ 男性10代（n＝171）
■ 男性40代（n＝572）
■ 男性70代（n＝523）

■ 女性20代（n＝400）
■ 女性50代（n＝557）

■ 女性30代（n＝456）
■ 女性60代（n＝504）

■ 女性10代（n＝184）
■ 女性40代（n＝559）
■ 女性70代（n＝550）

16.816.8

10.310.3

3.33.3

21.721.7

0.50.5

66.366.3

15.515.5

12.012.0

1.51.5

21.021.0

0.50.5

69.069.0

21.121.1

6.66.6

4.64.6

20.420.4

0.20.2

64.364.3

27.227.2

4.84.8

3.23.2

23.123.1

0.40.4

30.030.0

5.05.0

2.22.2

19.619.6

0.90.9

2.02.0

1.21.2

18.718.7

0.80.8

29.129.1

1.61.6

0.90.9

15.815.8

0.70.7

61.661.6

17.517.5

5.35.3

28.728.7

1.21.2

56.756.7

18.318.3

5.05.0

30.030.0

0.50.5

11.911.9

6.36.3

22.622.6

0.20.2

62.762.7

9.39.3

5.65.6

19.819.8

0.30.3

60.360.3

6.46.4

2.72.7

15.215.2

0.50.5

3.83.8

2.62.6

21.121.1

1.01.0

51.651.6

1.51.5

1.91.9

17.817.8

0.80.8

53.553.5

21.121.1
20.220.2
20.320.3

27.827.8
31.931.9

35.535.5
37.537.5

●�「メール」は年齢が上がるにつれて登録率が高くなる。
●「Twitter」「LINE」は若年層のほうが登録率が高い。

自治体の災害情報配信サービス登録状況［性年代別］（複数回答）
資料6-9
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6章 2節

57.657.6

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 70％60％

メール

Twitter

Facebook

LINE

■ 北陸 （n＝191）
■ 東海 （n＝722）
■ 北海道 （n＝257） ■ 東北 （n＝498）

■ 関西 （n＝989）
■ 北関東 （n＝354）
■ 中国 （n＝411）

■ 南関東 （n＝1,704）
■ 四国 （n＝247）

■ 甲信越 （n＝282）
■ 九州 （n＝768）

16.716.7

7.07.0

2.72.7

18.318.3

66.966.9

29.929.9

7.47.4

3.03.0

18.918.9

25.425.4

6.86.8

2.82.8

19.819.8

61.061.0

25.525.5

8.38.3

3.33.3

18.518.5

62.962.9

34.034.0

7.17.1

2.52.5

24.124.1

50.050.0

31.931.9

7.37.3

2.62.6

21.521.5

55.555.5

31.431.4

7.57.5

3.73.7

23.523.5

54.254.2

24.824.8

6.46.4

2.82.8

20.120.1

61.361.3

30.230.2

6.16.1

2.42.4

19.019.0

57.257.2

23.523.5

4.94.9

4.04.0

18.218.2

64.064.0

27.027.0

5.25.2

3.63.6

24.124.1

57.357.3

注：携帯電話所有者が回答。
出典：2023年一般向けモバイル動向調査

登録していない

●�なんらかの自治体の配信サービスを登録している人が最も高いのは甲信越で半数の人が登録。

自治体の災害情報配信サービス登録状況［エリア別］（複数回答）
資料6-10
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0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 60％

Yahoo!防災速報

NHKニュース・防災

ウェザーニュース

自治体が作成したアプリ

特務機関NERV防災

防災情報　全国避難ガイド

その他

防災・災害情報アプリは
インストールされていない

29.829.8

11.311.3

4.34.3

5.15.1

0.80.8

57.257.2

32.232.2

15.215.2

4.44.4

5.35.3

1.01.0

53.553.5

32.632.6

15.015.0

6.46.4

6.66.6

1.11.1

52.752.7

30.130.1

13.713.7

18.718.7

8.08.0

3.73.7

0.60.6

51.051.0

28.528.5

14.314.3

18.518.5

8.28.2

2.92.9

3.43.4

0.50.5

50.150.1

■ 2023年（n＝5,961）■ 2022年（n＝5,779）■ 2021年（n＝7,509）■ 2020年（n＝5,518）■ 2019年（n＝5,074）

注1：携帯電話所有者が回答。
注2：ウェザーニュースは2022年より、特務機関NERV防災は2023年より調査。
出典：2019年-2023年一般向けモバイル動向調査

●「インストールされていない」は減少傾向にあり、2023年では5割程度。

防災・災害情報アプリ別インストール状況の年次推移（複数回答）
資料6-11
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2019年
（n＝6,136）

2020年
（n＝6,362）

2021年
（n＝8,249）

2022年
（n＝6,587）

2023年
（n＝5,961）

100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

注：携帯電話所有者が回答。
出典：2023年一般向けモバイル動向調査

1つ以上インストールしている

42.842.8
46.546.5 47.347.3 49.049.0 49.949.9

●�アプリインストールはやや増加しており、2023年で約半数となった。資料6-12

防災・災害情報アプリインストール状況の年次推移（複数回答）
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0％ 80％70％10％ 30％20％ 40％ 60％50％

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

テレビ

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

エリアメール、緊急速報メール

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

防災無線やサイレン

ラジオ

友人・知人・親戚

市町村の広報車や消防車両

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

区長・自治組織

その他

71.371.3

59.259.2

53.153.1

46.346.3

28.228.2

27.527.5

26.226.2

23.823.8

20.420.4

19.419.4

7.87.8

0.40.4
（2023年 n＝6,559）（2023年 n＝6,559）

●�「テレビ」が最も多く、「インターネット」「SNS」「エリアメール・緊急速報メール」と続く。

災害時の情報収集手段【大雨・台風の場合】（複数回答）
資料6-13
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0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 80％70％60％

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

 防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

近所の友人・知人・親戚

遠方の友人・知人・親戚

■ 2022年（n＝7,050） ■ 2023年（n＝6,559）■ 2021年（n＝8,837）■ 2020年（n＝6,925）■ 2019年（n＝6,926）■ 2018年（n＝6,000）

注1：2018年-2021年は災害全般で聴取。
注2：2021年までは「近所の友人・知人・親戚」と「遠方の友人・知人・親戚」を個々に調査。2022年より「友人・知人・親戚」の1つにまとめて調査。
出典：2018年-2023年一般向けモバイル動向調査

11.311.3
32.132.1

34.634.6
38.838.8

49.849.8
53.153.1

51.651.6
45.545.5

49.349.3
52.052.0

57.657.6
59.259.2

17.317.3
18.818.8

21.221.2
23.523.5

26.526.5
28.228.2

38.138.1
45.445.4

47.647.6
46.346.3

44.444.4
46.346.3

18.118.1
19.419.4

56.756.7
67.867.8
68.768.7
68.668.6

71.071.0
71.371.3

27.427.4
29.629.6

28.128.1
26.426.4
26.026.0
26.226.2

44.444.4
51.751.7

50.150.1
48.548.5

26.526.5
27.527.5

31.531.5
37.237.2

36.236.2
35.635.6

19.619.6

13.813.8
14.014.0
13.913.9
13.913.9

8.28.2
7.87.8

20.420.4

22.722.7
23.823.8

20.920.9
28.528.5
28.128.1

27.327.3

5.85.8
7.87.8
8.18.1

7.07.0

●�「テレビ」が最も多く7割を超える。
●「SNS」「ホームページ閲覧」などインターネットでの情報収集が増加傾向。

災害時の情報収集手段【大雨・台風の場合】の年次推移（複数回答）
資料6-14
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58.658.6

18.618.6

18.718.7

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

■ 男性20代（n＝417）
■ 男性50代（n＝584）

■ 男性30代（n＝466）
■ 男性60代（n＝522）

■ 男性10代（n＝172）
■ 男性40代（n＝584）
■ 男性70代（n＝543）

■ 女性20代（n＝401）
■ 女性50代（n＝564）

■ 女性30代（n＝458）
■ 女性60代（n＝523）

■ 女性10代（n＝185）
■ 女性40代（n＝562）
■ 女性70代（n＝578）

0％20％40％60％80％100％ 0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％
SNS（LINE、Twitter、

Facebook、Instagramなど）

インターネットでの
ホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）
アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・
パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

その他

90.390.3

50.850.8

28.128.1

43.843.8

23.823.8

66.566.5

25.425.4

29.729.7

14.614.6

10.310.3

38.938.9

89.889.8

45.145.1

20.020.0

41.441.4

12.712.7

15.015.0

23.423.4

11.511.5

4.54.5

26.926.9

0.20.2

 78.2 78.2

60.360.3

24.924.9

53.153.1

17.217.2

68.368.3

15.915.9

23.623.6

13.313.3

4.14.1

26.626.6

57.357.3

61.761.7

23.023.0

53.753.7

17.317.3

71.471.4

20.820.8

24.924.9

13.713.7

5.55.5

28.128.1

0.20.2

53.553.5

58.558.5

27.827.8

53.253.2

77.077.0

22.922.9

27.727.7

19.119.1

7.17.1

25.725.7

0.20.2

38.838.8

56.856.8

30.830.8

53.253.2

21.821.8

84.384.3

29.629.6

31.931.9

29.329.3

11.111.1

26.426.4

0.80.8

28.428.4

47.647.6

29.929.9

49.549.5

23.723.7

88.688.6

33.033.0

39.839.8

41.041.0

16.316.3

33.633.6

0.50.5

84.384.3

56.456.4

38.438.4

44.844.8

25.625.6

59.959.9

25.025.0

28.528.5

14.014.0

6.46.4

29.129.1

0.60.6

77.977.9

53.553.5

26.926.9

30.730.7

18.518.5

43.643.6

15.115.1

16.116.1

8.68.6

4.64.6

22.522.5

0.50.5

62.062.0

63.363.3

28.528.5

36.536.5

16.516.5

53.953.9

20.020.0

20.220.2

13.713.7

5.65.6

20.220.2

0.20.2

49.349.3

66.166.1

25.225.2

42.842.8

15.915.9

60.660.6

25.325.3

12.712.7

5.55.5

17.017.0

0.30.3

41.341.3

68.568.5

32.732.7

42.542.5

16.816.8

72.672.6

32.232.2

25.525.5

15.915.9

6.56.5

15.215.2

0.90.9

36.036.0

67.067.0

34.134.1

46.746.7

22.222.2

79.579.5

35.235.2

33.033.0

23.923.9

8.08.0

15.915.9

0.40.4

24.324.3

60.660.6

29.329.3

48.148.1

26.326.3

89.989.9

41.641.6

38.938.9

38.938.9

12.212.2

21.521.5

0.60.6

●�「テレビ」「ラジオ」「防災無線やサイレン」「市町村の広報車や消防車両」は年代が上がるにつれて高くなる。
●�若年層では「SNS」利用が高く、男性20代以下・女性30代以下で7割以上を占める。

災害時の情報収集手段【大雨・台風の場合】［性年代別］（複数回答）
資料6-15
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19.419.4
19.719.7

19.119.1

19.719.7
19.719.7

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 80％70％60％

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

 防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

51.751.7

58.958.9

27.427.4

43.043.0

20.520.5

36.136.1

12.512.5

17.517.5

3.83.8

22.822.8

54.654.6

57.957.9

26.026.0

52.352.3

20.920.9

38.038.0

27.627.6

23.923.9

8.28.2

22.722.7

54.954.9

62.262.2

27.527.5

44.144.1

25.625.6

28.828.8

6.86.8

22.522.5

55.155.1

62.462.4

27.527.5

42.442.4

24.724.7

28.128.1

17.717.7

6.26.2

22.122.1

53.453.4

57.957.9

28.828.8

51.051.0

20.520.5

31.531.5

41.841.8

26.726.7

9.99.9

23.623.6

52.052.0

57.157.1

28.128.1

41.841.8

16.316.3

21.421.4

26.026.0

7.17.1

26.026.0

52.852.8

59.259.2

30.730.7

44.844.8

17.817.8

24.224.2

27.427.4

9.19.1

23.223.2

51.151.1

57.857.8

28.828.8

45.145.1

17.517.5

22.222.2

19.719.7

18.418.4

7.87.8

23.523.5

50.750.7

57.057.0

28.128.1

50.550.5

21.221.2

20.220.2

31.731.7

24.324.3

8.98.9

28.428.4

46.846.8

52.852.8

26.826.8

48.048.0

19.219.2

24.824.8

31.231.2

23.223.2

9.29.2

25.225.2

73.473.4
74.674.6

71.471.4
71.071.0
71.671.6

72.472.4
70.170.168.468.4

72.872.8
70.070.0

■ 東海 （n＝737）
■ 北海道 （n＝263）

■ 関西 （n＝1,009）
■ 東北 （n＝511）

■ 中国 （n＝416）
■ 関東 （n＝2,097）

■ 四国 （n＝250）
■ 甲信越 （n＝292）

■ 九州 （n＝788）
■ 北陸 （n＝196）

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

資料6-16 ●�「テレビ」は全エリアで7割程度で最も高い。
●「インターネットの閲覧」は関東と甲信越で6割を超える。
●「防災無線やサイレン」は、北陸で4割を超える。

災害時の情報収集手段【大雨・台風の場合】［エリア別］（複数回答）
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0％ 70％10％ 30％20％ 40％ 60％50％

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

テレビ

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

エリアメール、緊急速報メール

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

防災無線やサイレン

ラジオ

友人・知人・親戚

市町村の広報車や消防車両

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

区長・自治組織

その他

66.966.9

51.451.4

49.249.2

44.944.9

28.028.0

26.826.8

24.224.2

20.520.5

19.719.7

17.017.0

7.77.7

0.40.4
（2023年 n＝6,559）（2023年 n＝6,559）

●「テレビ」が最も多く、「インターネット」「SNS」「エリアメール、緊急速報メール」と続く。資料6-17

災害時の情報収集手段【地震の場合】（複数回答）
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0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 70％60％

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

 防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

近所の友人・知人・親戚

遠方の友人・知人・親戚

■ 2022年（n＝7,050） ■ 2023年（n＝6,559）■ 2021年（n＝8,837）■ 2020年（n＝6,925）■ 2019年（n＝6,926）■ 2018年（n＝6,000）

注1：2018年-2021年は災害全般で聴取。
注2：2021年までは「近所の友人・知人・親戚」と「遠方の友人・知人・親戚」を個々に調査。2022年より「友人・知人・親戚」の1つにまとめて調査。
出典：2018年-2023年一般向けモバイル動向調査

11.311.3

51.651.6

32.132.1

45.545.5

34.634.6

49.349.3

38.838.8

52.052.0

46.846.8

48.548.5

49.249.2

51.451.4
17.317.3

38.138.1

18.818.8

45.445.4

21.221.2

47.647.6

23.523.5

46.346.3

24.424.4

43.343.3

26.826.8

44.944.9

56.756.7
67.867.8

68.768.7
68.668.6

16.016.0

67.167.1

17.017.0

66.966.9
27.427.4

29.629.6
28.128.1

26.426.4
23.323.3

24.224.2

44.444.4

31.531.5

13.813.8

51.751.7

37.237.2

14.014.0

50.150.1

36.236.2

13.913.9

48.548.5

35.635.6

13.913.9

27.527.5

18.918.9

28.028.0

19.719.7

20.920.9

5.85.8

28.528.5

7.87.8

28.128.1

8.18.1

27.327.3

7.07.0

8.48.4

19.719.7

7.77.7

20.520.5

資料6-18 ●�「テレビ」が最も多く7割弱。
●�「SNS」での情報収集が年々増加傾向にある。

災害時の情報収集手段【地震の場合】の年次推移（複数回答）
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38.738.7

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

■ 男性20代（n＝417）
■ 男性50代（n＝584）

■ 男性30代（n＝466）
■ 男性60代（n＝522）

■ 男性10代（n＝172）
■ 男性40代（n＝584）
■ 男性70代（n＝543）

■ 女性20代（n＝401）
■ 女性50代（n＝564）

■ 女性30代（n＝458）
■ 女性60代（n＝523）

■ 女性10代（n＝185）
■ 女性40代（n＝562）
■ 女性70代（n＝578）

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

SNS（LINE、Twitter、
Facebook、Instagramなど）

インターネットでの
ホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）
アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・
パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

84.984.9

46.546.5

28.128.1

34.134.1

18.918.9

58.958.9

24.324.3

26.526.5

13.013.0

8.68.6

31.931.9

85.585.5

41.441.4

19.719.7

39.739.7

10.510.5

55.955.9

13.213.2

23.923.9

15.015.0

5.55.5

21.421.4

72.172.1

52.652.6

22.322.3

52.252.2

14.014.0

61.661.6

12.412.4

26.026.0

14.414.4

4.84.8

23.123.1

53.753.7

53.053.0

21.721.7

51.451.4

15.315.3

65.565.5

20.520.5

25.625.6

15.715.7

5.35.3

24.924.9

49.549.5

51.651.6

27.727.7

53.553.5

16.316.3

72.972.9

20.220.2

30.130.1

21.621.6

7.87.8

23.623.6

34.634.6

46.346.3

27.327.3

49.749.7

17.817.8

77.277.2

26.626.6

36.336.3

27.927.9

10.310.3

21.021.0

23.923.9

38.838.8

26.126.1

48.148.1

20.620.6

84.184.1

27.227.2

43.143.1

37.937.9

17.317.3

31.331.3

80.880.8

44.844.8

27.927.9

40.140.1

22.122.1

53.553.5

19.819.8

26.726.7

12.212.2

4.74.7

25.625.6

75.375.3

47.747.7

28.328.3

33.333.3

16.316.3

42.242.2

13.713.7

13.713.7

7.07.0

3.83.8

16.116.1

58.858.8

56.056.0

26.426.4

36.136.1

13.913.9

49.849.8

18.918.9

17.817.8

10.910.9

5.65.6

16.516.5

44.044.0

60.160.1

25.325.3

41.341.3

14.914.9

57.057.0

25.025.0

18.818.8

12.812.8

5.15.1

14.014.0

40.440.4

62.762.7

32.932.9

15.615.6

69.269.2

30.530.5

23.523.5

14.414.4

5.55.5

13.713.7

30.830.8

33.033.0

48.548.5

19.919.9

78.578.5

36.036.0

31.631.6

22.422.4

8.48.4

14.214.2

21.421.4

48.648.6

27.827.8

47.347.3

23.823.8

84.584.5

40.040.0

40.740.7

35.535.5

11.211.2

19.919.9

59.059.0

●�「テレビ」「ラジオ」「防災無線やサイレン」「市町村の広報車や消防車両」は年代が上がるにつれて高くなる。
●若年層では「SNS」利用が高く、男性20代以下・女性30代以下では7割を超える。
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6章 2節

19.119.1

0％ 20％ 40％10％ 30％ 50％ 80％70％60％

SNS（LINE、Twitter、Facebook、Instagramなど）

インターネットでのホームページ閲覧（SNS除く）

（スマートフォンで使う）アプリ（SNS除く）

エリアメール、緊急速報メール

スマホ・タブレット・パソコンで見るテレビ配信

テレビ

ラジオ

 防災無線やサイレン

市町村の広報車や消防車両

区長・自治組織

友人・知人・親戚

48.748.7

50.250.2

26.626.6

43.343.3

14.814.8

70.370.3

33.833.8

11.811.8

12.912.9

5.35.3

19.819.8

48.948.9

47.447.4

26.826.8

49.549.5

20.420.4

71.671.6

36.836.8

28.828.8

22.322.3

7.87.8

20.220.2

51.251.2

54.754.7

26.826.8

42.642.6

17.017.0

67.767.7

23.023.0

29.229.2

18.718.7

6.06.0

19.019.0

51.451.4

54.954.9

27.027.0

41.541.5

17.017.0

67.767.7

22.222.2

28.528.5

17.217.2

5.55.5

18.618.6

46.946.9

47.347.3

26.426.4

46.246.2

24.024.0

67.167.1

27.727.7

41.441.4

27.427.4

11.611.6

18.518.5

46.446.4

52.652.6

24.024.0

43.443.4

12.812.8

68.468.4

20.420.4

27.627.6

17.317.3

9.29.2

21.421.4

50.350.3

52.052.0

28.128.1

45.945.9

15.515.5

64.264.2

23.723.7

28.028.0

20.420.4

9.49.4

20.820.8

48.148.1

52.252.2

26.726.7

42.742.7

14.114.1

63.163.1

21.021.0

17.617.6

7.07.0

20.920.9

48.348.3

48.648.6

25.725.7

46.246.2

18.018.0

68.568.5

22.122.1

30.530.5

22.622.6

9.99.9

25.525.5

42.042.0

44.444.4

24.824.8

48.048.0

17.617.6

64.064.0

20.820.8

33.633.6

23.223.2

8.88.8

20.820.8

■ 東海 （n＝737）
■ 北海道 （n＝263）

■ 関西 （n＝1,009）
■ 東北 （n＝511）

■ 中国 （n＝416）
■ 関東 （n＝2,097）

■ 四国 （n＝250）
■ 甲信越 （n＝292）

■ 九州 （n＝788）
■ 北陸 （n＝196）

出典：2023年一般向けモバイル動向調査

●�北海道、東北は「テレビ」が高く、7割を超える。また「ラジオ」も他のエリアより高い。

災害時の情報収集手段【地震の場合】［エリア別］（複数回答）
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