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調査の設計と実施概要 
1. 本調査の目的 

県民における「しまくとぅば」に対する意識の調査を行うことで、その実態を把握し、今後の「し

まくとぅば」の普及継承に向けた課題と効果的な施策の検討に資することを目的とする。 

 

 

2. 調査方法 

調査方法 層化二段無作為抽出法による郵送配布、郵送回収/WEB 回収 

対象者数 沖縄県内：3,000 件 

調査実施日 2023 年１月 31日～２月 19 日 

回収有効票 1,031 票（調査票回収：737 票、WEB 回収：294 票） 

回収率 34.4％ 

対象者 沖縄県内に在住する、18歳以上の男女 

 

 

3. 調査結果の見方 

 回答は、原則として各質問の「回収有効票」を基数（n）とした百分率（％）で表し、小数第 2位を

四捨五入している。このため、百分率の合計が 100％にならない場合がある。また、2つ以上の回答

ができる複数回答の質問では、回答比率の合計が 100％を超える場合がある。 

 性別・年齢、圏域等の基本属性等とのクロス集計においては、原則として、表側の各属性等の「無

回答」を表示していない。ただし、「全体」は属性の「無回答」も含んでいる。 

 クロス集計等において、基数（ｎ）となる調査数(n<30)が少数となる場合は参考までに数値を見る

程度に留め、結果の利用には注意を要する。 
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調査結果の総括 
1. 調査結果のポイント 

（1） 「しまくとぅば」に対する親しみ 

 

【全体】 

・親しみを持っている 43.8％ 

・どちらかといえば親しみを持っている 36.9％ 

・合計 80.7％ 

 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和２年度） 

・親しみを持っている 50.8％、 

・どちらかといえば親しみを持っている 34.0％ 

・合計 84.8％ 

○前回調査（令和３年度） 

・親しみを持っている 34.0％ 

・どちらかといえば親しみを持っている 39.2％ 

・合計 73.2％ 

 

ポイント 

令和 3年度と比較すると高い結果となった。 
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【性別】 

○男性 

・親しみを持っている 47.7％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 31.1％ ・合計 78.8％ 

○女性 

・親しみを持っている 36.0％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 43.9％ ・合計 79.9％ 

ポイント 

性別で比較すると女性のほうがやや高い。 

【年代別】 

○最も低い→10 代 

・親しみを持っている 11.3％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 47.2％ ・合計 48.5％ 

○最も高い→70 歳以上 

・親しみを持っている 65.4％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 28.8％ ・合計 94.2％ 

 

ポイント 

年代が上がるほど、「親しみを持っている」と回答

した割合が高い傾向がある。 

【地域別】 

○最も高い→その他の離島 

・親しみを持っている 46.7％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 39.2% ・合計 85.9％ 

○最も低い→北部 

・親しみを持っている 45.4％ ・どちらかといえ

ば親しみを持っている 31.9％ ・合計 77.3％ 

ポイント 

・「親しみを持っている」、「どちらかといえば親し

みを持っている」と回答した割合の合計値につい

て、その他の離島が最も高く、北部が最も低い。

 

（％）

親しみを持っ
ている

どちらかとい
えば親しみを
持っている

どちらかとい
えば親しみを
持っていない

親しみを持っ
ていない

わからない 無回答

男性 n=325 47.7 31.1 8.6 3.7 5.8 3.1

女性 n=444 36.0 43.9 10.8 3.4 5.2 0.7

10代 n=53 11.3 47.2 24.5 9.4 7.5 -

20代 n=114 24.6 43.0 14.0 6.1 10.5 1.8

30代 n=150 30.7 44.7 14.7 4.7 4.0 1.3

40代 n=170 37.6 40.6 10.6 4.1 4.7 2.4

50代 n=170 48.2 36.5 5.3 2.9 6.5 0.6

60代 n=212 58.0 29.2 4.7 2.4 4.2 1.4

70歳以上 n=156 65.4 28.8 2.6 - 1.9 1.3

北部 n=141 45.4 31.9 9.2 5.7 5.7 2.1

中部 n=344 43.0 36.6 11.6 3.2 4.9 0.6

南部 n=312 43.3 38.1 8.0 2.6 6.1 1.9

宮古 n=46 41.3 43.5 8.7 2.2 4.3 -

八重山 n=58 46.6 37.9 3.4 5.2 3.4 3.4

その他の離島 n=120 46.7 39.2 6.7 3.3 3.3 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（2） 「しまくとぅば」に対するイメージ 

 

【肯定的な回答が多いもの（非常に+やや）】 

・面白い（69.3％）、誇らしい（64.6％）、明るい（63.3％） 

【肯定的な回答が少ないもの（非常に+やや）】 

・明瞭（26.7％）、丁寧（30.2％）、さわやか（34.7％） 

 

ポイント 

・肯定的な回答が少ないものであっても、「どちらでもない」の回答が多いため、否定的な回答は少ない。 

例、明瞭：「非常に」、「やや」の合計 26.7％⇔不明瞭：「非常に」、「やや」の合計 20.6％ 

※「どちらでもない」の回答 46.5％ 

 

（％）

n=1031

非常に やや
どちらでも

ない
やや 非常に 無回答

やわらかい 20.6 36.9 28.5 8.5 1.2 硬い 4.4

明るい 23.5 39.8 26.8 3.9 0.5 暗い 5.6

丁寧 11.3 18.9 39.8 20.4 3.1 乱暴 6.6

誇らしい 37.0 27.6 25.9 3.1 0.9 恥ずかしい 5.5

豪快 15.8 33.4 37.8 5.2 1.6 繊細 6.2

さわやか 10.9 23.8 50.8 7.7 0.6 うっとうしい 6.3

かっこいい 17.2 22.9 46.8 5.9 1.1 かっこ悪い 6.2

面白い 32.3 37.0 21.4 2.7 0.8 面白くない 5.8

身近に感じる 27.7 35.5 18.0 9.7 4.6 身近に感じない 4.5

感情的 20.6 35.1 33.6 3.6 1.2 理論的 6.0

田舎っぽい 19.1 28.8 41.8 3.7 1.2 都会的 5.4

明瞭 10.2 16.5 46.5 16.3 4.3 不明瞭 6.3  
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（3） 「しまくとぅば」に対する理解度 

 

【全体】 

・よくわかる 15.9％ ・ある程度わかる 49.9％ ・合計 65.8％ 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和 2年度） 

・よくわかる 19.1％ 

・ある程度わかる 51.1％ 

・合計 70.2％ 

○前回調査（令和 3年度） 

・よくわかる 10.2％ 

・ある程度わかる 45.1％ 

・合計 55.3％ 
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【性別】 

〇男性 

・よくわかる 22.8％ 

・ある程度わかる 43.1％ 

・合計 65.9％ 

〇女性 

・よくわかる 8.3％ 

・ある程度わかる 52.5％ 

・合計 60.8％ 

【年代別】 

〇最も低い→10 代 

・よくわかる 3.8％ 

・ある程度わかる 15.1％ 

・合計 18.9％ 

〇最も高い→70 歳以上 

・よくわかる 42.9％ 

・ある程度わかる 48.7％ 

・合計 91.6％ 

【地域別】 

〇最も低い→南部 

・よくわかる 14.4％ 

・ある程度わかる 47.8％ 

・合計 62.2％ 

〇最も高い→宮古 

・よくわかる 23.9％ 

・ある程度わかる 52.2％ 

・合計 76.1％

 

ポイント 

前回調査との比較では「よくわかる」「ある程度分かる」の合算値が 10.5 ポイント増加。 

年代別では、10 代 18.9％、70 歳以上 91.6％と大きな差がある。 

地域別では、「よくわかる」「ある程度わかる」の合算値が南部で最も低くい 62.2％で、最も高い宮古と

比較すると 13.9％差となる。 

 

（％）

よくわかる ある程度わかる あまりわからない 全くわからない 無回答

男性 n=325 22.8 43.1 25.5 8.0 0.6

女性 n=444 8.3 52.5 31.1 7.2 0.9

10代 n=53 3.8 15.1 60.4 20.8 -

20代 n=114 3.5 36.0 44.7 15.8 -

30代 n=150 2.0 45.3 41.3 10.7 0.7

40代 n=170 4.7 54.7 33.5 5.3 1.8

50代 n=170 9.4 62.9 20.6 5.3 1.8

60代 n=212 29.2 56.1 11.8 2.4 0.5

70歳以上 n=156 42.9 48.7 4.5 2.6 1.3

北部 n=141 16.3 54.6 22.7 6.4 -

中部 n=344 13.1 49.4 29.7 6.7 1.2

南部 n=312 14.4 47.8 27.2 9.3 1.3

宮古 n=46 23.9 52.2 17.4 4.3 2.2

八重山 n=58 13.8 55.2 20.7 8.6 1.7

その他の離島 n=120 25.0 49.2 21.7 4.2 -

性
別

年
代

地
域
別
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（4） 「しまくとぅば」に対する使用頻度 

 

【全体】 

・しまくとぅばを主に使う 5.0％ 

・しまくとぅばと共通語を同じくらい使う 11.8％ ・挨拶程度使う 22.2％ 

・合計 39.0％（しまくとぅばを「挨拶程度以上使う」） 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和 2年度） 

・しまくとぅばを「挨拶程度以上使う」43.2％ 

○前回調査（令和 3年度） 

・しまくとぅばを「挨拶程度以上使う」28.6％ 
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【性別】 

〇男性 

・しまくとぅばを主に使う 8.3％ 

・共通語と同じくらい使う 20.0％ 

・挨拶程度使う 23.1％ 

・合計 51.4％ 

〇女性 

・しまくとぅばを主に使う 1.8％ 

・共通語と同じくらい使う 6.8％ 

・挨拶程度使う 20.7％ 

・合計 29.3％ 

【年代別】 

〇最も低い→10 代 

・しまくとぅばを主に使う 1.9％ 

・共通語と同じくらい使う 5.7％ 

・挨拶程度使う 13.2％ 

・合計 20.8％ 

〇最も高い→70 歳以上 

・しまくとぅばを主に使う 16.0％ 

・共通語と同じくらい使う 21.8％ 

・挨拶程度使う 24.4％ 

・合計 62.2% 

【地域別】 

〇最も高い→宮古 

・しまくとぅばを主に使う 8.7％ 

・共通語と同じくらい使う 21.7％ 

・挨拶程度使う 17.4％ 

・合計 47.8％ 

〇最も低い→中部 

・しまくとぅばを主に使う 2.9％ 

・共通語と同じくらい使う 9.9％ 

・挨拶程度使う 22.7％ 

・合計 35.5％

 

ポイント 

前年度調査より使用頻度は 10.4 ポイント高くなっている。 

 

（％）

主に使う
「共通語」と同じ

ぐらい使う
挨拶程度使う あまり使わない まったく使わない 無回答

男性 n=325 8.3 20.0 23.1 31.1 16.9 0.6

女性 n=444 1.8 6.8 20.7 44.8 25.5 0.5

10代 n=53 1.9 5.7 13.2 43.4 35.8 -

20代 n=114 - 8.8 13.2 45.6 32.5 -

30代 n=150 - 5.3 26.7 40.0 27.3 0.7

40代 n=170 0.6 5.9 22.4 47.1 22.9 1.2

50代 n=170 1.8 11.8 26.5 40.0 19.4 0.6

60代 n=212 9.9 17.5 21.2 33.5 17.5 0.5

70歳以上 n=156 16.0 21.8 24.4 28.8 6.4 2.6

北部 n=141 7.1 11.3 23.4 41.8 15.6 0.7

中部 n=344 2.9 9.9 22.7 43.3 20.6 0.6

南部 n=312 5.4 12.2 20.5 36.5 24.4 1.0

宮古 n=46 8.7 21.7 17.4 28.3 21.7 2.2

八重山 n=58 1.7 3.4 36.2 34.5 22.4 1.7

その他の離島 n=120 8.3 17.5 20.0 34.2 19.2 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（5） 「しまくとぅば」に対する使う相手 

 

【全体】 

【割合が高いもの】・友達（38.4％）、父母（32.0％）、兄弟（23.0％） 

【割合が低いもの】・子供（10.4％）、職場の同僚（14.5％）、夫・妻（18.5％） 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和 2年度） 

【割合が高いもの】・友達（39.8％）、父母（32.6％）、親戚（24.4％） 

【割合が低いもの】・子供（11.0％）、職場の同僚（14.5％）、夫・妻（18.5％） 

○前回調査（令和 3年度） 

【割合が高いもの】・友達（33.7％）、父母（27.4％）、兄弟（15.3％） 

【割合が低いもの】・子供（6.9％）、夫・妻（12.5％）、職場の同僚（12.6％） 

 

ポイント 

・よく使う相手は友達、父母、兄弟である。 
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（6） ビジネスや公共の場での「しまくとぅば」の使用に関する意識 

 

【全体】 

・そう思う 16.0％ 

・ややそう思う 22.3％ 

・合計 38.3％ 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和 2年度） 

・そう思う 18.4％ 

・ややそう思う 24.2％ 

・合計 42.6％ 

○前回調査（令和 3年度） 

・そう思う 13.6％ 

・ややそう思う 20.8％ 

・合計 34.4％ 
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【性別】 

〇男性 

・そう思う 20.0％ 

・ややそう思う 21.2％ 

・合計 41.2％ 

〇女性 

・そう思う 15.3％ 

・ややそう思う 22.1％ 

・合計 37.4％ 

【年代】 

〇最も低い→10 代 

・そう思う 13.2％ 

・ややそう思う 20.8％ 

・合計 34.0％ 

〇最も高い→70 代以上 

・そう思う 20.5％ 

・ややそう思う 21.2％ 

・合計 41.7％ 

【地域別】 

〇最も低い→宮古 

・そう思う 6.5％ 

・ややそう思う 26.1％ 

・合計 32.6％ 

〇最も高い→八重山 

・そう思う 19.0％ 

・ややそう思う 29.3％ 

・合計 48.3％ 

 

ポイント 

前回調査と比較すると 3.9％増加。 

地域別では宮古が最も低く 32.6％で、八重山が最も高く 48.3％である。 

（％）

そう思う ややそう思う
どちらともい

えない
あまりそう思

わない
そう思わない 無回答

男性 n=325 20.0 21.2 28.6 19.4 9.5 1.2

女性 n=444 15.3 22.1 31.8 18.7 11.0 1.1

10代 n=53 13.2 20.8 26.4 9.4 28.3 1.9

20代 n=114 16.7 17.5 31.6 20.2 14.0 -

30代 n=150 17.3 23.3 29.3 16.7 12.7 0.7

40代 n=170 12.4 21.8 35.9 15.9 12.4 1.8

50代 n=170 14.7 24.7 32.4 20.0 5.9 2.4

60代 n=212 16.5 24.1 27.8 23.1 6.1 2.4

70歳以上 n=156 20.5 21.2 32.7 17.3 6.4 1.9

北部 n=141 17.7 17.7 43.3 14.9 6.4 -

中部 n=344 16.9 22.4 25.9 20.1 13.4 1.5

南部 n=312 15.7 22.8 31.1 18.9 9.3 2.2

宮古 n=46 6.5 26.1 30.4 23.9 6.5 6.5

八重山 n=58 19.0 29.3 24.1 13.8 12.1 1.7

その他の離島 n=120 15.8 20.8 35.0 19.2 8.3 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（7） 普段の生活の中での「しまくとぅば」の必要性 

 

【全体】 

・非常に必要 13.7％ 

・ある程度必要 69.8％ 

・合計 83.5％ 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和 2年度） 

・非常に必要 15.4％ 

・ある程度必要 60.1％ 

・合計 75.5％ 

○前回調査（令和 3年度） 

・非常に必要 10.9％ 

・ある程度必要 51.0％ 

・合計 61.9％ 
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【性別】 

○男性 

・非常に必要 18.9％ 

・ある程度必要 62.6％ 

・合計 81.5％ 

○女性 

・非常に必要 9.8％ 

・ある程度必要 73.9％ 

・合計 83.7％ 

 

【年代別】 

〇最も低い→10 代 

・非常に必要 12.5％ 

・ある程度必要 56.3％ 

・合計 68.8％ 

〇最も高い→50 代 

・非常に必要 15.6％ 

・ある程度必要 72.1％ 

・合計 87.7％ 

ポイント 

令和 3年度と比較すると 21.6 ポイント増加している。 

年代別では 10 代が最も低く 68.8％で、50 代が最も高く 87.7％である。 

 

（％）

非常に必要 ある程度必要
あまり必要で
ないと思う

まったく必要
ではない

無回答

男性 n=227 18.9 62.6 15.9 1.8 0.9

女性 n=307 9.8 73.9 14.3 1.0 1.0

10代 n=32 12.5 56.3 25.0 6.3 -

20代 n=75 6.7 70.7 18.7 1.3 2.7

30代 n=105 14.3 67.6 14.3 2.9 1.0

40代 n=119 10.9 71.4 16.8 - 0.8

50代 n=122 15.6 72.1 11.5 - 0.8

60代 n=145 16.6 69.7 11.7 1.4 0.7

70歳以上 n=116 15.5 71.6 11.2 0.9 0.9

北部 n=111 20.7 67.6 10.8 0.9 -

中部 n=224 12.5 67.4 17.4 0.9 1.8

南部 n=217 13.4 69.6 16.1 0.5 0.5

宮古 n=29 6.9 75.9 13.8 3.4 -

八重山 n=42 14.3 66.7 11.9 2.4 4.8

その他の離島 n=86 11.6 77.9 7.0 3.5 -

性
別

年
代

地
域
別
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（8） 子どもたちが「しまくとぅば」を使うようになることへの意識 

 

【全体】 

・是非、使えるようになって欲しい 6.3％ 

・できれば、使えるようになって欲しい 45.9％ 

・合計 52.2％ 

【過去調査との比較】 

○前回調査（令和 3年度） 

・是非、使えるようになって欲しい 18.7％ 

・できれば、使えるようになって欲しい 48.6％ 

・合計 67.3％ 
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【性別】 

◯男性 

・是非、使えるようになって欲しい 12.5％ 

・できれば、使えるようになって欲しい 40.0％ 

・合計 52.5％ 

◯女性 

・是非、使えるようになって欲しい 4.3％ 

・できれば、使えるようになって欲しい 44.7％ 

・合計 49.0％ 

 

ポイント 

令和 3年度と比較すると減少。 

年代、地域別では n数が 30 以下のため、参考値になる。 

 

（％）

是非、使えるように
なって欲しい

できれば、使えるよ
うになって欲しい

あまり、使えなくて
もよい

まったく、使えなく
てもよい

男性 n=40 12.5 40.0 42.5 5.0

女性 n=47 4.3 44.7 44.7 6.4

10代 n=10 10.0 30.0 30.0 30.0

20代 n=15 6.7 53.3 40.0 -

30代 n=18 11.1 27.8 50.0 11.1

40代 n=20 - 45.0 55.0 -

50代 n=14 14.3 57.1 28.6 -

60代 n=19 - 52.6 42.1 5.3

70歳以上 n=14 7.1 57.1 35.7 -

北部 n=13 - 46.2 38.5 15.4

中部 n=41 2.4 48.8 46.3 2.4

南部 n=36 8.3 41.7 50.0 -

宮古 n=5 20.0 60.0 - 20.0

八重山 n=6 - 33.3 33.3 33.3

その他の離島 n=9 22.2 55.6 22.2 -

性
別

年
代

地
域
別

 

 



調査結果の総括 

19 

 

 

（9） 学校の授業項目に「しまくとぅば」を加えることについて 

 

【全体】 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えてほしい 14.7％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 58.9％ 

・合計 73.6％ 

【過去調査との比較】 

○前回調査（令和 3年度） 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えてほしい 11.7％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 49.7％ 

・合計 61.4％ 
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【性別】 

◯男性 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 15.4％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 53.5％ 

・合計 68.9％ 

◯女性 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 13.1％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 64.2％ 

・合計 77.3％ 

【年代別】 

◯最も低い→20 代 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 16.7％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 45.6％ 

・合計 62.3％ 

◯最も高い→50 代 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 17.6％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 62.9％ 

・合計 80.5％ 

【地域別】 

◯最も低い→宮古 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 4.3％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 63.0％ 

・合計 67.3％ 

◯最も高い→八重山 

・他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて

ほしい 13.8％ 

・授業以外での活動に取り組んでほしい 65.5％ 

・合計 79.3％ 

 

ポイント 

令和 3年度と比較すると「取り組んで欲しい」が増加する傾向とみられる。 

 

（％）

他の教科の授業を減
らしてでも、是非、

加えて欲しい

授業以外の活動で取
り組んで欲しい

どちらともいえない
まったく加えなくて

もよい
無回答

男性 n=325 15.4 53.5 20.3 8.6 2.2

女性 n=444 13.1 64.2 16.7 5.2 0.9

10代 n=53 20.8 43.4 22.6 11.3 1.9

20代 n=114 16.7 45.6 27.2 9.6 0.9

30代 n=150 16.0 53.3 20.7 9.3 0.7

40代 n=170 14.1 61.2 14.1 9.4 1.2

50代 n=170 17.6 62.9 15.9 2.9 0.6

60代 n=212 10.4 64.6 17.9 6.1 0.9

70歳以上 n=156 14.1 64.7 12.2 6.4 2.6

北部 n=141 13.5 63.8 17.7 4.3 0.7

中部 n=344 16.3 54.7 19.8 7.6 1.7

南部 n=312 17.0 58.0 16.3 7.7 1.0

宮古 n=46 4.3 63.0 21.7 10.9 -

八重山 n=58 13.8 65.5 10.3 8.6 1.7

その他の離島 n=120 10.0 65.0 17.5 6.7 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（10） 家庭内での「しまくとぅば」への取組状況 

 

【全体】 

・積極的に教えている 5.2％ 

・時々教えている 40.2％ 

・合計 45.4％ 

【過去調査との比較】 

◯前々回調査（令和 2年度） 

・積極的に教えている 4.4％ 

・時々教えている 45.4％ 

・合計 49.8％ 

◯前回調査（令和 3年度） 

・積極的に教えている 3.2％ 

・時々教えている 31.9％ 

・合計 35.1％ 
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【性別】 

◯男性 

・積極的に教えている 8.2％ 

・時々教えている 41.0％ 

・合計 49.2％ 

◯女性 

・積極的に教えている 4.1％ 

・時々教えている 37.1％ 

・合計 41.2％ 

【年代別】 

◯最も低い→40 代 

・積極的に教えている 4.1％ 

・時々教えている 36.9％ 

・合計 41.0％ 

◯最も高い→70 代以上 

・積極的に教えている 3.8％ 

・時々教えている 51.5％ 

・合計 55.3％ 

【地域別】 

◯最も低い→八重山 

・積極的に教えている 5.9％ 

・時々教えている 32.4％ 

・合計 38.3％ 

◯最も高い→北部 

・積極的に教えている 8.4％ 

・時々教えている 45.8％ 

・合計 54.2％ 

 

ポイント 

令和 3年度と比較すると「教えている」が 26.3 ポイント高い。 

地域別では北部が最も高く 54.2％で、半数以上を占めている 

 

（％）

積極的に教えている 時々教えている
ほとんど教えること

はない
無回答

男性 n=195 8.2 41.0 47.2 3.6

女性 n=291 4.1 37.1 57.0 1.7

10代 n=1 - - 100.0 -

20代 n=21 4.8 38.1 52.4 4.8

30代 n=86 5.8 38.4 54.7 1.2

40代 n=122 4.1 36.9 57.4 1.6

50代 n=127 5.5 40.2 52.8 1.6

60代 n=160 6.9 35.0 56.3 1.9

70歳以上 n=130 3.8 51.5 40.0 4.6

北部 n=83 8.4 45.8 45.8 -

中部 n=209 4.3 38.3 55.5 1.9

南部 n=199 6.5 37.2 52.8 3.5

宮古 n=31 3.2 45.2 51.6 -

八重山 n=34 5.9 32.4 58.8 2.9

その他の離島 n=89 1.1 48.3 47.2 3.4

性
別

年
代

地
域
別
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（11） 自身が住んでいる地域への愛着について 

 

【全体】 

・とてもある 53.2％ 

・ややある 40.3％ 

・合計 93.5％ 

【過去調査との比較】 

○前回調査（令和 3年度） 

・とてもある 33.0％ 

・ややある 44.2％ 

・合計 77.2％ 
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【性別】 

◯男性 

・とてもある 58.3％ 

・ややある 36.5％ 

・合計 94.8％ 

◯女性 

・とてもある 53.3％ 

・ややある 40.8％ 

・合計 94.1％ 

【年代別】 

◯最も低い→40 代 

・とてもある 52.0％ 

・ややある 40.0％ 

・合計 92.0％ 

◯最も高い→30 代 

・とてもある 57.9％ 

・ややある 39.5％ 

・合計 97.4％ 

【地域別】 

◯最も低い→南部 

・とてもある 48.3％ 

・ややある 42.5％ 

・合計 90.8％ 

◯最も高い→中部 

・とてもある 49.4％ 

・ややある 46.1％ 

・合計 95.5％

 

ポイント 

性別では男性で肯定的な回答がやや高い。 

年代別では 30 代以上が 9割以上を占めている。 

地域別では中部で肯定的な回答が最も高い。 

 

（％）

とてもある ややある あまりない ない 無回答

男性 n=96 58.3 36.5 3.1 1.0 1.0

女性 n=120 53.3 40.8 5.0 - 0.8

10代 n= - - - - -

20代 n=9 33.3 55.6 11.1 - -

30代 n=38 57.9 39.5 2.6 - -

40代 n=50 52.0 40.0 8.0 - -

50代 n=58 55.2 39.7 3.4 - 1.7

60代 n=67 47.8 46.3 3.0 - 3.0

70歳以上 n=72 56.9 34.7 6.9 1.4 -

北部 n=45 55.6 37.8 4.4 - 2.2

中部 n=89 49.4 46.1 3.4 - 1.1

南部 n=87 48.3 42.5 6.9 1.1 1.1

宮古 n=15 66.7 33.3 - - -

八重山 n=13 84.6 7.7 7.7 - -

その他の離島 n=44 52.3 40.9 6.8 - -

性
別

年
代

地
域
別
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（12） 普及継承の取り組みについての認知度 

 

【全体】 

◯最も低い 

「効果度_しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度」→1.4％ 

◯最も高い 

「しまくとぅばの日(9月 18 日)」→ 20.5％ 
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【性別】 

◯男性 

最も低い→「しまくとぅば講師の派遣」1.5％ 

最も高い→「しまくとぅばの日」20.0％ 

◯女性 

最も低い→ 「しまくとぅば普及推進に取り組む団

体等への補助金制度」1.1％ 

最も高い→ 「しまくとぅば検定」23.9％ 

【年代別】 

◯10代 

最も低い→ 「しまくとぅば普及推進に取り組む団

体等への補助金制度」1.9％ 

最も高い→「しまくとぅば県民大会」30.4％ 

【地域別】 

◯八重山 

最も低い→ 「しまくとぅば普及推進に取り組む団

体等への補助金制度」「しまくとぅば普及センター

の設置・運営」「しまくとぅば講師の派遣」3.4％ 

最も高い→「しまくとぅば県民大会」37.9％

 
ポイント 
認知度は前年度と比較すると、やや低下する傾向とみられる。 
 

（％）

しまくとぅばの日（9
月18日）

しまくとぅば県民大会
（イベント）

しまくとぅば語やびら
大会（イベント）

しまくとぅば普及推進
に取り組む団体等への

補助金制度

しまくとぅば普及セン
ターの設置・運営

しまくとぅば講師養成
講座

しまくとぅば講師の派
遣

男性 n=325 20.0 11.1 9.8 1.8 2.2 4.9 1.5

女性 n=444 23.9 16.9 11.3 1.1 2.7 4.5 3.6

10代 n=53 32.1 24.5 13.2 1.9 3.8 3.8 7.5

20代 n=114 26.3 12.3 5.3 - 2.6 2.6 2.6

30代 n=150 20.7 16.7 9.3 2.7 3.3 4.7 2.7

40代 n=170 21.2 11.8 8.2 0.6 1.8 2.9 2.9

50代 n=170 21.8 10.0 8.8 1.8 2.4 7.6 3.5

60代 n=212 16.0 14.2 13.7 0.9 1.4 2.4 1.4

70歳以上 n=156 16.7 13.5 15.4 1.9 1.9 5.8 2.6

北部 n=141 18.4 14.9 17.0 2.1 1.4 5.0 2.8

中部 n=344 19.2 13.4 10.2 1.2 1.7 3.8 3.8

南部 n=312 21.5 12.5 8.7 1.3 3.2 5.4 2.2

宮古 n=46 10.9 15.2 13.0 - - 2.2 -

八重山 n=58 37.9 22.4 12.1 3.4 3.4 5.2 3.4

その他の離島 n=120 20.0 10.8 7.5 0.8 2.5 2.5 2.5

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

しまくとぅば検定

「使ってみようしまく

とぅばナビ」（イン
ターネットサイト）

しまくとぅば普及ツー

ル(一般用・50音表、

カレンダー等)の作成
と配布

しまくとぅば普及ツー

ル(教育用・読本、単
語帳等)の作成と配布

ひとつも知らない 無回答

男性 n=325 14.2 2.8 5.2 4.0 10.2 55.7

女性 n=444 20.3 2.5 5.0 6.1 14.0 38.3

10代 n=53 11.3 1.9 3.8 11.3 17.0 32.1

20代 n=114 21.1 5.3 4.4 6.1 17.5 39.5

30代 n=150 20.7 2.0 5.3 4.7 14.0 39.3

40代 n=170 22.4 1.2 6.5 5.9 14.7 42.9

50代 n=170 14.7 3.5 4.7 4.7 5.3 58.2

60代 n=212 14.6 1.4 3.3 3.8 3.3 62.3

70歳以上 n=156 12.8 1.9 3.2 1.9 2.6 67.9

北部 n=141 16.3 2.8 5.0 2.8 7.8 55.3

中部 n=344 18.3 1.7 3.5 4.4 10.8 52.0

南部 n=312 19.2 2.6 5.4 6.7 9.6 47.1

宮古 n=46 8.7 - 4.3 4.3 6.5 60.9

八重山 n=58 20.7 6.9 6.9 6.9 8.6 43.1

その他の離島 n=120 10.8 1.7 3.3 2.5 7.5 60.0

性
別

年
代

地
域
別
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（13） 「しまくとぅば」の普及に必要なこと 

 

【全体】 

・最も低い 

「官公庁等でのしまくとぅば使用」→11.3％ 

・最も高い 

「学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実

施」→40.0％ 

【過去調査との比較】 

○前々回調査（令和２年度） 

・最も低い 

「官公庁等でのしまくとぅば使用」→ 20.4％ 

・最も高い 

「学校の総合学習等での実施」→67.3％ 

○前回調査（令和３年度） 

・最も低い 

「官公庁等でのしまくとぅば使用」→ 11.5％ 

・最も高い 

「学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実

施」→49.9％

 

ポイント 

例年比較すると、全体的に減少する傾向とみられる。 
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（14） 自身の出身地の「しまくとぅば」の認知度 

 

【全体】 

・知っている 62.8％ 

・知らない 34.6％ 

【過去調査との比較】 

○前回調査（令和 3年度） 

・知っている 50.0％ 

・知らない 32.3％ 
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【性別】 

〇男性 

・知っている 68.1％ 

・知らない 30.1％ 

〇女性 

・知っている 57.3％ 

・知らない 40.1％ 

【年代】 

〇最も低い→10 代 

・知っている 37.3％ 

・知らない 62.7％ 

〇最も高い→70 歳以上 

・知っている 90.2％ 

・知らない 6.5％ 

【地域別】 

〇最も低い→中部 

・知っている 55.1％ 

・知らない 42.8％ 

〇最も高い→宮古 

・知っている 88.2％ 

・知らない 8.8％

 

ポイント 
年代別では、年代が高くなるにつれ、認知度が高くなっている。 
地域別では、宮古が最も高く88.2％で、中部が最も低く55.1％である 
 

（％）

知っている 知らない 無回答

男性 n=276 68.1 30.1 1.8

女性 n=377 57.3 40.1 2.7

10代 n=51 37.3 62.7 -

20代 n=95 41.1 57.9 1.1

30代 n=127 54.3 42.5 3.1

40代 n=143 52.4 44.1 3.5

50代 n=130 66.2 33.1 0.8

60代 n=170 75.3 20.6 4.1

70歳以上 n=123 90.2 6.5 3.3

北部 n=119 72.3 26.9 0.8

中部 n=285 55.1 42.8 2.1

南部 n=268 56.3 40.7 3.0

宮古 n=34 88.2 8.8 2.9

八重山 n=41 82.9 9.8 7.3

その他の離島 n=88 75.0 21.6 3.4

性
別

年
代

地
域
別
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（15） 自身の出身地の「しまくとぅば」の継承について 

 

【全体】 

・そう思う 61.9％ 

・ややそう思う 23.8％ 

・合計 85.7％ 

【過去調査との比較】 

○前回調査（令和 3年度） 

・そう思う 39.8％ 

・ややそう思う 24.3％ 

・合計 64.1％ 
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【性別】 

◯男性 

・そう思う 64.9％ 

・ややそう思う 20.3％ 

・合計 61.0％ 

◯女性 

・そう思う 58.4％ 

・ややそう思う 27.6％ 

・合計 86.0％ 

【年代別】 

◯最も低い→10 代 

・そう思う 41.2％ 

・ややそう思う 35.3％ 

・合計 76.5％ 

◯最も高い→50 代 

・そう思う 75.4％ 

・ややそう思う 17.7％ 

・合計 93.1％ 

【地域別】 

◯最も低い→北部 

・そう思う 64.7％ 

・ややそう思う 16.0％ 

・合計 80.7％ 

◯最も高い→八重山 

・そう思う 65.9％ 

・ややそう思う 24.4％ 

・合計 90.3％

 

ポイント 

令和 3年度と比較すると「思う」が 21.6 ポイント高い。 

 

（％）

そう思う ややそう思う
どちらともい

えない
あまりそう思

わない
そう思わない 無回答

男性 n=276 64.9 20.3 10.9 1.8 0.7 1.4

女性 n=377 58.4 27.6 10.1 2.1 0.8 1.1

10代 n=51 41.2 35.3 15.7 5.9 2.0 -

20代 n=95 51.6 28.4 14.7 2.1 1.1 2.1

30代 n=127 56.7 26.8 12.6 1.6 1.6 0.8

40代 n=143 58.7 28.0 7.7 2.1 0.7 2.8

50代 n=130 75.4 17.7 6.9 - - -

60代 n=170 62.9 21.2 9.4 2.4 - 4.1

70歳以上 n=123 71.5 17.9 8.9 0.8 - 0.8

北部 n=119 64.7 16.0 13.4 3.4 1.7 0.8

中部 n=285 59.6 27.4 8.8 2.1 0.7 1.4

南部 n=268 61.2 23.9 11.2 1.1 0.4 2.2

宮古 n=34 67.6 20.6 8.8 - - 2.9

八重山 n=41 65.9 24.4 7.3 - - 2.4

その他の離島 n=88 62.5 25.0 8.0 2.3 - 2.3

性
別

年
代

地
域
別
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調査結果 
1. 回答者の基本属性 

 性別は、「男性」が 31.5％、「女性」が 43.1％である。 

 年齢について、「60 代」が 20.6％と高く、次いで「40 代」、「50 代」が 16.5％と続く。 

 

 

図表1.性別 

 

 

図表2.年齢 
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出身地は、「沖縄県内」が 81.4％で高い。 

 子供の有無は「いる」が 63.0％高い。 

 

図表3.子供の有無 

 

 

図表4.出身地 

 

 

図表5.地域別 
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2. 調査結果の詳細 

（1） 問 1. 「しまくとぅば」に親しみを持っていますか。 

「しまくとぅば」に対する親しみは「親しみを持っている」が 43.8％で最も高く、次いで「どちらかとい

えば親しみを持っている」が 36.9％、「どちらかといえば親しみを持っていない」が 9.0％である。 

 「親しみを持っている」（「親しみをもっている」+「どちらかといえば親しみを持っている」を合わせる）

と回答した人は、80.7％である。 

 性別では、「親しみを持っている」が男性が 47.7％で女性の 36.0％より 11.7 ポイント高い。 

 

 

図表6.「しまくとぅば」に対する親しみ 

 

 

 

（％）

親しみを持っ
ている

どちらかとい
えば親しみを
持っている

どちらかとい
えば親しみを
持っていない

親しみを持っ
ていない

わからない 無回答

男性 n=325 47.7 31.1 8.6 3.7 5.8 3.1

女性 n=444 36.0 43.9 10.8 3.4 5.2 0.7

10代 n=53 11.3 47.2 24.5 9.4 7.5 -

20代 n=114 24.6 43.0 14.0 6.1 10.5 1.8

30代 n=150 30.7 44.7 14.7 4.7 4.0 1.3

40代 n=170 37.6 40.6 10.6 4.1 4.7 2.4

50代 n=170 48.2 36.5 5.3 2.9 6.5 0.6

60代 n=212 58.0 29.2 4.7 2.4 4.2 1.4

70歳以上 n=156 65.4 28.8 2.6 - 1.9 1.3

北部 n=141 45.4 31.9 9.2 5.7 5.7 2.1

中部 n=344 43.0 36.6 11.6 3.2 4.9 0.6

南部 n=312 43.3 38.1 8.0 2.6 6.1 1.9

宮古 n=46 41.3 43.5 8.7 2.2 4.3 -

八重山 n=58 46.6 37.9 3.4 5.2 3.4 3.4

その他の離島 n=120 46.7 39.2 6.7 3.3 3.3 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（2） 問 2_1.「しまくとぅば」にどのようなイメージを持っていますか。 

「しまくとぅば」のイメージは「誇らしい」の「非常に」が 37.0％で最も高く、「非常に」と「やや」

を合わせると、64.6％となる。次いで「面白い」は、「非常に」が 32.3％と、「やや」が 37.0％と最も高

い割合となる。 

 

図表7.「しまくとぅば」に対するイメージ 

（％）

n=1031

非常に やや
どちらで
もない

やや 非常に 無回答

やわらかい 20.6 36.9 28.5 8.5 1.2 硬い 4.4

明るい 23.5 39.8 26.8 3.9 0.5 暗い 5.6

丁寧 11.3 18.9 39.8 20.4 3.1 乱暴 6.6

誇らしい 37.0 27.6 25.9 3.1 0.9 恥ずかしい 5.5

豪快 15.8 33.4 37.8 5.2 1.6 繊細 6.2

さわやか 10.9 23.8 50.8 7.7 0.6 うっとうしい 6.3

かっこいい 17.2 22.9 46.8 5.9 1.1 かっこ悪い 6.2

面白い 32.3 37.0 21.4 2.7 0.8 面白くない 5.8

身近に感じる 27.7 35.5 18.0 9.7 4.6 身近に感じない 4.5

感情的 20.6 35.1 33.6 3.6 1.2 理論的 6.0

田舎っぽい 19.1 28.8 41.8 3.7 1.2 都会的 5.4

明瞭 10.2 16.5 46.5 16.3 4.3 不明瞭 6.3  
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（％）

非常にやわらかい やややわらかい どちらでもない やや硬い 非常に硬い 無回答

男性 n=325 21.8 38.2 30.2 5.8 0.9 3.1

女性 n=444 21.4 38.3 28.2 8.8 0.7 2.7

10代 n=53 9.4 47.2 26.4 11.3 1.9 3.8

20代 n=114 16.7 37.7 29.8 14.9 0.9 -

30代 n=150 15.3 39.3 33.3 8.7 1.3 2.0

40代 n=170 8.2 41.2 34.7 11.8 1.8 2.4

50代 n=170 26.5 36.5 26.5 5.9 1.2 3.5

60代 n=212 24.1 37.3 27.4 5.7 0.9 4.7

70歳以上 n=156 34.0 26.3 21.2 6.4 0.6 11.5

北部 n=141 17.7 38.3 30.5 7.1 0.7 5.7

中部 n=344 19.8 40.4 25.3 9.9 0.9 3.8

南部 n=312 22.4 35.6 30.1 7.4 1.3 3.2

宮古 n=46 13.0 30.4 32.6 17.4 2.2 4.3

八重山 n=58 29.3 32.8 29.3 5.2 1.7 1.7

その他の離島 n=120 20.0 33.3 28.3 8.3 1.7 8.3

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に明るい やや明るい どちらでもない やや暗い 非常に暗い 無回答

男性 n=325 24.3 38.2 29.5 2.2 0.6 5.2

女性 n=444 22.1 44.4 26.6 2.5 0.5 4.1

10代 n=53 15.1 45.3 30.2 5.7 - 3.8

20代 n=114 21.1 48.2 23.7 6.1 0.9 -

30代 n=150 19.3 44.7 32.0 2.7 - 1.3

40代 n=170 20.6 41.2 33.5 2.9 - 1.8

50代 n=170 30.6 40.6 19.4 2.9 1.2 5.3

60代 n=212 24.1 36.3 27.8 4.7 - 7.1

70歳以上 n=156 26.9 30.8 22.4 3.2 1.3 15.4

北部 n=141 22.7 39.0 30.5 2.1 - 5.7

中部 n=344 25.6 41.3 24.4 3.8 0.6 4.4

南部 n=312 22.1 41.0 27.9 4.2 0.6 4.2

宮古 n=46 15.2 41.3 26.1 8.7 - 8.7

八重山 n=58 29.3 34.5 31.0 1.7 - 3.4

その他の離島 n=120 21.7 36.7 24.2 4.2 0.8 12.5

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に丁寧 やや丁寧 どちらでもない やや乱暴 非常に乱暴 無回答

男性 n=325 10.5 18.8 44.3 18.5 1.8 6.2

女性 n=444 11.0 17.3 39.4 23.6 4.1 4.5

10代 n=53 5.7 17.0 43.4 28.3 3.8 1.9

20代 n=114 3.5 12.3 38.6 39.5 5.3 0.9

30代 n=150 4.0 10.7 41.3 34.7 7.3 2.0

40代 n=170 3.5 13.5 51.2 25.9 2.9 2.9

50代 n=170 13.5 25.9 41.2 13.5 1.2 4.7

60代 n=212 18.4 29.7 34.9 9.0 0.9 7.1

70歳以上 n=156 22.4 16.7 31.4 7.7 1.9 19.9

北部 n=141 10.6 21.3 44.0 14.9 2.1 7.1

中部 n=344 11.9 19.8 36.0 23.3 3.8 5.2

南部 n=312 11.2 18.3 40.7 21.2 3.8 4.8

宮古 n=46 8.7 19.6 34.8 23.9 2.2 10.9

八重山 n=58 17.2 19.0 46.6 13.8 - 3.4

その他の離島 n=120 8.3 15.8 40.8 19.2 1.7 14.2

性
別

年
代

地
域
別
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（％）

非常に誇らしい やや誇らしい どちらでもない やや恥ずかしい 非常に恥ずかしい 無回答

男性 n=325 36.0 26.2 29.8 1.8 0.9 5.2

女性 n=444 38.1 30.0 24.3 3.6 0.9 3.2

10代 n=53 30.2 37.7 20.8 9.4 - 1.9

20代 n=114 43.0 22.8 27.2 5.3 1.8 -

30代 n=150 31.3 38.7 26.0 2.0 1.3 0.7

40代 n=170 27.6 33.5 31.2 4.1 - 3.5

50代 n=170 44.1 27.1 22.9 0.6 0.6 4.7

60代 n=212 41.5 22.2 25.5 2.4 0.9 7.5

70歳以上 n=156 36.5 19.9 25.0 2.6 1.3 14.7

北部 n=141 41.8 24.8 26.2 2.1 0.7 4.3

中部 n=344 35.5 29.4 24.4 4.1 0.9 5.8

南部 n=312 35.9 29.2 27.6 2.6 1.0 3.8

宮古 n=46 30.4 23.9 30.4 2.2 4.3 8.7

八重山 n=58 46.6 22.4 24.1 1.7 - 5.2

その他の離島 n=120 35.8 26.7 24.2 3.3 - 10.0

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に豪快 やや豪快 どちらでもない やや繊細 非常に繊細 無回答

男性 n=325 15.4 31.1 41.8 2.8 2.2 6.8

女性 n=444 16.2 35.6 36.5 6.8 1.4 3.6

10代 n=53 15.1 34.0 39.6 9.4 - 1.9

20代 n=114 20.2 41.2 36.0 1.8 0.9 -

30代 n=150 21.3 43.3 32.0 2.7 - 0.7

40代 n=170 12.9 40.6 36.5 5.3 1.8 2.9

50代 n=170 15.3 32.9 42.9 2.9 1.8 4.1

60代 n=212 14.6 27.4 40.1 8.0 0.9 9.0

70歳以上 n=156 13.5 18.6 37.8 7.7 3.8 18.6

北部 n=141 17.7 29.8 41.1 3.5 1.4 6.4

中部 n=344 15.7 34.6 37.8 4.9 2.0 4.9

南部 n=312 16.3 34.6 37.5 6.1 0.6 4.8

宮古 n=46 23.9 37.0 17.4 6.5 4.3 10.9

八重山 n=58 17.2 31.0 39.7 5.2 3.4 3.4

その他の離島 n=120 10.0 30.0 40.0 5.8 0.8 13.3

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常にさわやか ややさわやか どちらでもない ややうっとうしい 非常にうっとうしい 無回答

男性 n=325 9.8 21.2 55.1 7.1 0.6 6.2

女性 n=444 10.6 25.7 50.9 8.3 0.5 4.1

10代 n=53 3.8 26.4 50.9 17.0 - 1.9

20代 n=114 7.0 20.2 57.9 11.4 3.5 -

30代 n=150 7.3 18.0 62.0 10.7 0.7 1.3

40代 n=170 2.9 19.4 65.3 8.8 - 3.5

50代 n=170 11.8 29.4 50.6 5.3 - 2.9

60代 n=212 15.1 30.2 41.5 3.8 0.5 9.0

70歳以上 n=156 20.5 21.8 33.3 5.1 - 19.2

北部 n=141 12.1 24.8 49.6 6.4 - 7.1

中部 n=344 10.8 24.7 49.1 9.0 1.2 5.2

南部 n=312 10.6 25.6 51.0 8.0 0.3 4.5

宮古 n=46 15.2 17.4 52.2 4.3 2.2 8.7

八重山 n=58 17.2 15.5 55.2 6.9 - 5.2

その他の離島 n=120 5.8 21.7 53.3 5.8 - 13.3

性
別

年
代

地
域
別
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（％）

非常にかっこいい ややかっこいい どちらでもない ややかっこ悪い 非常にかっこ悪い 無回答

男性 n=325 14.2 22.2 48.9 5.8 1.5 7.4

女性 n=444 18.2 25.9 45.7 6.1 0.9 3.2

10代 n=53 9.4 24.5 49.1 15.1 - 1.9

20代 n=114 15.8 22.8 48.2 9.6 3.5 -

30代 n=150 16.7 24.0 51.3 5.3 1.3 1.3

40代 n=170 10.6 28.2 51.2 6.5 - 3.5

50代 n=170 21.2 25.9 45.3 4.1 0.6 2.9

60代 n=212 20.8 19.8 44.3 5.7 1.4 8.0

70歳以上 n=156 18.6 17.3 41.0 2.6 0.6 19.9

北部 n=141 22.7 18.4 45.4 4.3 2.1 7.1

中部 n=344 13.7 25.3 47.7 7.3 0.9 5.2

南部 n=312 17.3 22.4 49.0 6.1 1.0 4.2

宮古 n=46 17.4 21.7 39.1 8.7 4.3 8.7

八重山 n=58 32.8 22.4 37.9 3.4 - 3.4

その他の離島 n=120 13.3 22.5 46.7 3.3 - 14.2

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に面白い やや面白い どちらでもない やや面白くない 非常に面白くない 無回答

男性 n=325 28.9 33.2 27.4 3.4 0.6 6.5

女性 n=444 35.8 40.5 18.7 1.1 0.7 3.2

10代 n=53 22.6 43.4 24.5 7.5 - 1.9

20代 n=114 40.4 36.8 20.2 0.9 1.8 -

30代 n=150 36.7 42.0 17.3 2.7 - 1.3

40代 n=170 28.8 44.1 21.2 2.4 0.6 2.9

50代 n=170 35.3 37.6 22.4 0.6 0.6 3.5

60代 n=212 29.7 35.4 23.6 3.3 0.5 7.5

70歳以上 n=156 29.5 25.0 21.8 4.5 1.3 17.9

北部 n=141 31.2 34.0 22.7 4.3 0.7 7.1

中部 n=344 32.3 39.2 19.8 3.2 0.6 4.9

南部 n=312 31.1 37.5 24.7 2.2 0.6 3.8

宮古 n=46 34.8 37.0 17.4 2.2 2.2 6.5

八重山 n=58 44.8 27.6 24.1 - - 3.4

その他の離島 n=120 30.0 38.3 15.0 2.5 0.8 13.3

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に身近に感じる やや身近に感じる どちらでもない やや身近に感じない
非常に身近に感じな

い
無回答

男性 n=325 28.6 32.0 20.0 9.2 5.2 4.9

女性 n=444 25.2 41.0 16.9 10.8 3.8 2.3

10代 n=53 15.1 41.5 15.1 18.9 9.4 -

20代 n=114 21.1 30.7 21.1 19.3 7.9 -

30代 n=150 20.0 42.0 20.7 10.0 6.7 0.7

40代 n=170 23.5 41.8 20.0 7.1 5.3 2.4

50代 n=170 28.2 42.9 16.5 8.8 1.8 1.8

60代 n=212 34.4 29.7 16.5 9.9 2.8 6.6

70歳以上 n=156 39.1 24.4 16.0 3.2 3.2 14.1

北部 n=141 29.1 34.8 20.6 7.8 3.5 4.3

中部 n=344 25.0 35.2 19.8 11.6 4.4 4.1

南部 n=312 27.2 37.5 16.3 11.9 4.5 2.6

宮古 n=46 30.4 37.0 15.2 4.3 4.3 8.7

八重山 n=58 34.5 29.3 17.2 5.2 10.3 3.4

その他の離島 n=120 30.8 35.8 15.0 5.0 3.3 10.0

性
別

年
代

地
域
別
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（％）

非常に感情的 やや感情的 どちらでもない やや理論的 非常に理論的 無回答

男性 n=325 20.6 36.3 34.8 1.8 0.3 6.2

女性 n=444 22.1 38.3 31.1 3.8 0.9 3.8

10代 n=53 17.0 45.3 32.1 3.8 - 1.9

20代 n=114 27.2 41.2 26.3 4.4 0.9 -

30代 n=150 23.3 42.7 30.0 3.3 - 0.7

40代 n=170 19.4 38.2 35.3 1.8 2.4 2.9

50代 n=170 22.4 35.3 35.9 2.4 0.6 3.5

60代 n=212 17.9 34.0 34.9 4.7 0.5 8.0

70歳以上 n=156 16.7 19.2 37.2 5.1 3.2 18.6

北部 n=141 19.1 31.2 39.7 3.5 1.4 5.0

中部 n=344 22.7 36.3 30.2 3.8 1.5 5.5

南部 n=312 18.6 37.2 36.2 2.6 1.0 4.5

宮古 n=46 26.1 37.0 21.7 4.3 2.2 8.7

八重山 n=58 24.1 31.0 34.5 5.2 - 5.2

その他の離島 n=120 15.8 33.3 32.5 5.0 0.8 12.5

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に田舎っぽい やや田舎っぽい どちらでもない やや都会的 非常に都会的 無回答

男性 n=325 18.8 27.7 44.0 3.7 0.3 5.5

女性 n=444 21.6 34.2 35.8 4.1 1.4 2.9

10代 n=53 18.9 47.2 26.4 5.7 - 1.9

20代 n=114 28.9 36.0 31.6 3.5 - -

30代 n=150 23.3 43.3 30.7 1.3 0.7 0.7

40代 n=170 17.6 30.6 47.1 1.2 0.6 2.9

50代 n=170 14.7 27.1 51.2 2.9 0.6 3.5

60代 n=212 14.2 22.6 48.1 5.7 1.9 7.5

70歳以上 n=156 20.5 12.8 41.0 6.4 3.2 16.0

北部 n=141 17.7 22.7 49.6 5.0 - 5.0

中部 n=344 18.9 32.0 38.4 4.4 1.5 4.9

南部 n=312 17.3 29.8 44.2 4.2 1.3 3.2

宮古 n=46 19.6 37.0 32.6 - 2.2 8.7

八重山 n=58 27.6 20.7 46.6 1.7 - 3.4

その他の離島 n=120 20.0 27.5 37.5 0.8 1.7 12.5

性
別

年
代

地
域
別

 

（％）

非常に明瞭 やや明瞭 どちらでもない やや不明瞭 非常に不明瞭 無回答

男性 n=325 11.1 15.4 48.0 15.1 4.6 5.8

女性 n=444 9.0 17.6 46.4 18.9 4.1 4.1

10代 n=53 3.8 15.1 54.7 20.8 3.8 1.9

20代 n=114 8.8 9.6 55.3 17.5 7.9 0.9

30代 n=150 4.0 11.3 50.0 28.0 4.0 2.7

40代 n=170 2.4 15.9 48.8 24.1 5.9 2.9

50代 n=170 10.6 22.4 45.3 14.1 4.1 3.5

60代 n=212 17.9 19.8 41.5 10.8 1.9 8.0

70歳以上 n=156 16.7 17.3 39.7 4.5 3.2 18.6

北部 n=141 11.3 17.7 51.1 12.8 2.8 4.3

中部 n=344 10.2 15.7 45.6 17.4 4.7 6.4

南部 n=312 10.3 17.0 49.0 16.0 3.2 4.5

宮古 n=46 10.9 19.6 39.1 17.4 4.3 8.7

八重山 n=58 13.8 13.8 37.9 27.6 3.4 3.4

その他の離島 n=120 5.8 16.7 44.2 13.3 5.8 14.2

性
別

年
代

地
域
別
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（3） 問 3. 「しまくとぅば」を聞いて、どの程度わかりますか。 

「しまくとぅば」に対する理解度は「ある程度わかる」が 49.9％で最も高く、次いで「あまりわからない」

が 26.2％、「よくわかる」が 15.9％である。 

「わかる」（「よくわかる」+「ある程度わかる」を合わせる）と 65.8％と半数以上がしまくとぅばにつ

いて理解している。 

性別では、男性の22.8％が「よくわかる」、女性では8.3％で14.5ポイントの差がある。 

年代では、10代の60.4％が「あまりわからない」など、年代が若くなるとわからない割合が高くなる。 

 

 

図表8.「しまくとぅば」に対する理解度 

 

 

 

（％）

よくわかる ある程度わかる あまりわからない 全くわからない 無回答

男性 n=325 22.8 43.1 25.5 8.0 0.6

女性 n=444 8.3 52.5 31.1 7.2 0.9

10代 n=53 3.8 15.1 60.4 20.8 -

20代 n=114 3.5 36.0 44.7 15.8 -

30代 n=150 2.0 45.3 41.3 10.7 0.7

40代 n=170 4.7 54.7 33.5 5.3 1.8

50代 n=170 9.4 62.9 20.6 5.3 1.8

60代 n=212 29.2 56.1 11.8 2.4 0.5

70歳以上 n=156 42.9 48.7 4.5 2.6 1.3

北部 n=141 16.3 54.6 22.7 6.4 -

中部 n=344 13.1 49.4 29.7 6.7 1.2

南部 n=312 14.4 47.8 27.2 9.3 1.3

宮古 n=46 23.9 52.2 17.4 4.3 2.2

八重山 n=58 13.8 55.2 20.7 8.6 1.7

その他の離島 n=120 25.0 49.2 21.7 4.2 -

性
別

年
代

地
域
別
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（4） 問 4. 人と話すとき「しまくとぅば」を使いますか。 

人と話すとき「しまくとぅば」を使うかは「あまり使わない」が 39.0％で最も高く、次いで「挨拶程度

使う」が 22.2％、「まったく使わない」が 21.0％である。 

性別では、男性がしまくとぅばを使う割合が（「主に使う」+「共通語と同じくらい使う」と合わせる）

と 28.3％と女性の 8.6％より高い。 

 

 

図表9.人と話すとき「しまくとぅば」を使うか 

 

 

（％）

主に使う
「共通語」と同じ

ぐらい使う
挨拶程度使う あまり使わない まったく使わない 無回答

男性 n=325 8.3 20.0 23.1 31.1 16.9 0.6

女性 n=444 1.8 6.8 20.7 44.8 25.5 0.5

10代 n=53 1.9 5.7 13.2 43.4 35.8 -

20代 n=114 - 8.8 13.2 45.6 32.5 -

30代 n=150 - 5.3 26.7 40.0 27.3 0.7

40代 n=170 0.6 5.9 22.4 47.1 22.9 1.2

50代 n=170 1.8 11.8 26.5 40.0 19.4 0.6

60代 n=212 9.9 17.5 21.2 33.5 17.5 0.5

70歳以上 n=156 16.0 21.8 24.4 28.8 6.4 2.6

北部 n=141 7.1 11.3 23.4 41.8 15.6 0.7

中部 n=344 2.9 9.9 22.7 43.3 20.6 0.6

南部 n=312 5.4 12.2 20.5 36.5 24.4 1.0

宮古 n=46 8.7 21.7 17.4 28.3 21.7 2.2

八重山 n=58 1.7 3.4 36.2 34.5 22.4 1.7

その他の離島 n=120 8.3 17.5 20.0 34.2 19.2 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（5） 問 5. 「しまくとぅば」を使う相手は誰ですか。 

 「しまくとぅば」を使う相手は誰かでは「友達」が 38.4％で最も高く、次いで「父母」が 32.0％、「兄

弟」が 23.0％である。 

10 代では「祖父母」に対して 43.4％が使うとの結果であるが、それ以外の世代では「友達」が高い割

合となる。 

 

 

図表10.「しまくとぅば」を使う相手 

 

 

（％）

祖父母 父母 夫・妻 兄弟 子供 友達 親戚
職場の同

僚
その他 無回答

男性 n=325 24.0 38.2 19.7 28.9 9.8 52.0 29.8 20.0 9.8 12.6

女性 n=444 22.3 32.7 16.9 19.8 10.6 28.2 17.1 9.9 11.5 21.8

10代 n=53 43.4 26.4 - 18.9 - 32.1 20.8 3.8 3.8 24.5

20代 n=114 31.6 39.5 7.9 19.3 4.4 41.2 12.3 7.0 4.4 21.9

30代 n=150 27.3 37.3 21.3 20.0 15.3 35.3 16.0 15.3 14.0 20.7

40代 n=170 27.1 35.3 18.8 12.4 17.1 27.6 12.4 15.3 8.8 18.8

50代 n=170 17.6 34.1 17.1 16.5 10.0 39.4 20.0 20.0 16.5 12.4

60代 n=212 15.1 29.2 22.2 31.1 8.0 38.2 31.6 19.3 13.2 15.1

70歳以上 n=156 10.9 21.2 26.3 38.5 10.3 52.6 37.2 9.0 13.5 5.8

北部 n=141 17.7 30.5 21.3 24.8 9.2 39.7 22.7 15.6 6.4 12.8

中部 n=344 22.7 31.7 16.6 19.2 9.3 38.4 20.3 11.9 14.0 14.8

南部 n=312 25.0 34.9 17.0 24.4 9.3 36.5 19.6 12.8 8.3 19.6

宮古 n=46 19.6 32.6 26.1 28.3 13.0 45.7 34.8 17.4 4.3 17.4

八重山 n=58 15.5 25.9 17.2 24.1 13.8 37.9 20.7 13.8 22.4 17.2

その他の離島 n=120 22.5 30.0 23.3 27.5 15.8 39.2 30.8 23.3 17.5 10.8

性
別

年
代

地
域
別
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（6） 問 6. ビジネスや公共の場で「しまくとぅば」を使ってもいいと思いますか。 

 ビジネスや公共の場で「しまくとぅば」を使ってもいいと思うかは「どちらともいえない」が 31.1％で

最も高く、次いで「ややそう思う」が 22.3％、「あまりそう思わない」が 18.6％である。 

男性、女性共にビジネスや公共の場で「しまくとぅば」を使うことに対し、（「そう思う」+「ややそう

思う」を合わせると約 4割の人が「しまくとぅば」を使っていいと思っている。 

年代では、10代の 28.3％が「そう思わない」と最も高い割合である。 

 

 

図表11.ビジネスや公共の場で「しまくとぅば」を使ってもいいと思うか

 

 

（％）

そう思う ややそう思う
どちらともい

えない
あまりそう思

わない
そう思わない 無回答

男性 n=325 20.0 21.2 28.6 19.4 9.5 1.2

女性 n=444 15.3 22.1 31.8 18.7 11.0 1.1

10代 n=53 13.2 20.8 26.4 9.4 28.3 1.9

20代 n=114 16.7 17.5 31.6 20.2 14.0 -

30代 n=150 17.3 23.3 29.3 16.7 12.7 0.7

40代 n=170 12.4 21.8 35.9 15.9 12.4 1.8

50代 n=170 14.7 24.7 32.4 20.0 5.9 2.4

60代 n=212 16.5 24.1 27.8 23.1 6.1 2.4

70歳以上 n=156 20.5 21.2 32.7 17.3 6.4 1.9

北部 n=141 17.7 17.7 43.3 14.9 6.4 -

中部 n=344 16.9 22.4 25.9 20.1 13.4 1.5

南部 n=312 15.7 22.8 31.1 18.9 9.3 2.2

宮古 n=46 6.5 26.1 30.4 23.9 6.5 6.5

八重山 n=58 19.0 29.3 24.1 13.8 12.1 1.7

その他の離島 n=120 15.8 20.8 35.0 19.2 8.3 0.8

性
別

年
代

地
域
別
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（7） 問 6-1. ビジネスや公共の場で使うべきでない理由を教えてください。 

（問 6で「あまりそう思わない」「そう思わない」と回答） 

 ビジネスや公共の場で使うべきでないと思う理由は「相手が理解できないため」が 57.4％で最も高く、

次いで「出身地や世代が異なりコミュニケーションが円滑にならないため」が 54.4％、「ビジネスや公共の

場では不適当と思う」が 49.0％である。 

年代では、50代以上では「ビジネスや公共の場では不適当と思う」の割合が他の年代より低くなって

いる。 

 

 

図表12.ビジネスや公共の場で使うべきでないと思う理由 
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（％）

ビジネスや公共の場
では不適当と思う

相手が理解できない
ため

出身地や世代が異な
りコミュニケーショ
ンが円滑にならない

ため

その他

男性 n=94 51.1 54.3 53.2 7.4

女性 n=132 49.2 59.1 59.1 7.6

10代 n=20 60.0 55.0 40.0 10.0

20代 n=39 56.4 61.5 56.4 2.6

30代 n=44 54.5 59.1 61.4 15.9

40代 n=48 64.6 64.6 54.2 2.1

50代 n=44 34.1 52.3 52.3 9.1

60代 n=62 38.7 54.8 58.1 3.2

70歳以上 n=37 43.2 51.4 51.4 2.7

北部 n=30 43.3 53.3 56.7 6.7

中部 n=115 49.6 58.3 59.1 7.8

南部 n=88 53.4 54.5 53.4 5.7

宮古 n=14 64.3 64.3 50.0 7.1

八重山 n=15 66.7 60.0 40.0 6.7

その他の離島 n=33 27.3 63.6 48.5 -

性
別

年
代

地
域
別
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（8） 問 7. 普段の生活の中で「しまくとぅば」は必要だと思いますか。 

（〇はひとつ）（問 7で「非常に必要」「ある程度必要」と回答） 

 「しまくとぅば」の必要性は「ある程度必要」が 69.8％で最も高く、次いで「あまり必要でないと思う」

が 14.2％、「非常に必要」が 13.7％である。 

 年代では、必要（「非常に必要」＋「ある程度必要」を合わせる）と 30代以上の年代で 80.0％を超え

る。 

 

図表13.「しまくとぅば」の必要性 

 

 

（％）

非常に必要 ある程度必要
あまり必要で
ないと思う

まったく必要
ではない

無回答

男性 n=227 18.9 62.6 15.9 1.8 0.9

女性 n=307 9.8 73.9 14.3 1.0 1.0

10代 n=32 12.5 56.3 25.0 6.3 -

20代 n=75 6.7 70.7 18.7 1.3 2.7

30代 n=105 14.3 67.6 14.3 2.9 1.0

40代 n=119 10.9 71.4 16.8 - 0.8

50代 n=122 15.6 72.1 11.5 - 0.8

60代 n=145 16.6 69.7 11.7 1.4 0.7

70歳以上 n=116 15.5 71.6 11.2 0.9 0.9

北部 n=111 20.7 67.6 10.8 0.9 -

中部 n=224 12.5 67.4 17.4 0.9 1.8

南部 n=217 13.4 69.6 16.1 0.5 0.5

宮古 n=29 6.9 75.9 13.8 3.4 -

八重山 n=42 14.3 66.7 11.9 2.4 4.8

その他の離島 n=86 11.6 77.9 7.0 3.5 -

性
別

年
代

地
域
別
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（9） 問 7-1. 生活での必要性について、その理由を教えてください。 

 （〇はいくつでも） 

「しまくとぅば」が必要な理由は「伝統文化が失われないようにするため」が 76.1％で最も高く、次いで

「高齢者とのコミュニケーションのため」が 66.6％、「しまくとぅばにしかないニュアンス（表現）を伝え

るため」が 60.2％である。 

地域別では、八重山が「伝統文化が失われないようにするため」で 88.2％と最も高い。 

 

 

図表14.「しまくとぅば」が必要な理由 

 

（％）

伝統文化が失わ
れないようにす

るため

高齢者とのコ
ミュニケーショ

ンのため

しまくとぅばに
しかないニュア
ンス（表現）を

伝えるため

親しみを感じる
ため

その他 無回答

男性 n=185 74.1 62.2 54.6 43.2 2.7 3.2

女性 n=257 78.2 69.3 66.1 40.9 1.6 0.8

10代 n=22 77.3 72.7 27.3 31.8 - -

20代 n=58 84.5 60.3 43.1 27.6 - -

30代 n=86 84.9 65.1 64.0 41.9 4.7 1.2

40代 n=98 77.6 73.5 60.2 43.9 - 2.0

50代 n=107 72.0 63.6 58.9 42.1 0.9 2.8

60代 n=125 72.0 68.0 72.0 48.8 2.4 2.4

70歳以上 n=101 72.3 64.4 61.4 50.5 3.0 1.0

北部 n=98 73.5 72.4 68.4 37.8 2.0 -

中部 n=179 79.3 62.6 60.3 44.1 1.7 2.8

南部 n=180 76.7 65.6 58.9 46.1 1.7 1.1

宮古 n=24 75.0 70.8 50.0 50.0 4.2 -

八重山 n=34 88.2 55.9 61.8 38.2 2.9 2.9

その他の離島 n=77 67.5 74.0 57.1 41.6 1.3 1.3

性
別

年
代

地
域
別
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（10） 問 8. 子どもたちに「しまくとぅば」を使えるようになって欲しいですか。 

（〇はひとつ） 

 子供たちの「しまくとぅば」の使用は「できれば、使えるようになって欲しい」が 45.9％で最も高く、次

いで「あまり、使えなくてもよい」が 42.3％、「是非、使えるようになって欲しい」が 6.3％である。 

性別では、男性の 12.5％が「是非、使えるようになって欲しい」が女性の 4.3％より 8.2 ポイント高

い。 

 

 

 

図表15.子供たちの「しまくとぅば」の使用 

 

 

（％）

是非、使えるように
なって欲しい

できれば、使えるよ
うになって欲しい

あまり、使えなくて
もよい

まったく、使えなく
てもよい

男性 n=40 12.5 40.0 42.5 5.0

女性 n=47 4.3 44.7 44.7 6.4

10代 n=10 10.0 30.0 30.0 30.0

20代 n=15 6.7 53.3 40.0 -

30代 n=18 11.1 27.8 50.0 11.1

40代 n=20 - 45.0 55.0 -

50代 n=14 14.3 57.1 28.6 -

60代 n=19 - 52.6 42.1 5.3

70歳以上 n=14 7.1 57.1 35.7 -

北部 n=13 - 46.2 38.5 15.4

中部 n=41 2.4 48.8 46.3 2.4

南部 n=36 8.3 41.7 50.0 -

宮古 n=5 20.0 60.0 - 20.0

八重山 n=6 - 33.3 33.3 33.3

その他の離島 n=9 22.2 55.6 22.2 -

性
別

年
代

地
域
別
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（11） 問 9. 授業科目に「しまくとぅば」を加えることについてどう思いますか。 

（〇はひとつ） 

 学校の授業科目に加えることは「授業以外の活動で取り組んで欲しい」が 58.9％で最も高く、次いで「ど

ちらともいえない」が 17.8％、「他の教科の授業を減らしてでも、是非、加えて欲しい」が 14.7％である。 

性別では、女性の 64.2％が「授業以外の活動で取り組んで欲しい」が男性の 53.5％より 10.7 ポイント高

い。 

 

 

 

図表16.学校の授業科目に加えること 

 

 

（％）

他の教科の授業を減
らしてでも、是非、

加えて欲しい

授業以外の活動で取
り組んで欲しい

どちらともいえない
まったく加えなくて

もよい
無回答

男性 n=325 15.4 53.5 20.3 8.6 2.2

女性 n=444 13.1 64.2 16.7 5.2 0.9

10代 n=53 20.8 43.4 22.6 11.3 1.9

20代 n=114 16.7 45.6 27.2 9.6 0.9

30代 n=150 16.0 53.3 20.7 9.3 0.7

40代 n=170 14.1 61.2 14.1 9.4 1.2

50代 n=170 17.6 62.9 15.9 2.9 0.6

60代 n=212 10.4 64.6 17.9 6.1 0.9

70歳以上 n=156 14.1 64.7 12.2 6.4 2.6

北部 n=141 13.5 63.8 17.7 4.3 0.7

中部 n=344 16.3 54.7 19.8 7.6 1.7

南部 n=312 17.0 58.0 16.3 7.7 1.0

宮古 n=46 4.3 63.0 21.7 10.9 -

八重山 n=58 13.8 65.5 10.3 8.6 1.7

その他の離島 n=120 10.0 65.0 17.5 6.7 0.8
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（12） 問 10. 家庭内で子どもに対して「しまくとぅば」を教えるようにしていますか。 

（〇はひとつ）（※お子様がいると回答した方のみお答え下さい。） 

家庭内で「しまくとぅば」を教えるようにしているかは「ほとんど教えることはない」が 52.2％で最も

高く、次いで「時々教えている」が 40.2％、「積極的に教えている」が 5.2％である。 

地域別では、教えている（「積極的に教えている」+「時々教えている」を合わせると）が北部で 54.2％

と最も高い。 

 

 

 

図表17.家庭内で「しまくとぅば」を教えるようにしているか 

 

 

（％）

積極的に教えている 時々教えている
ほとんど教えること

はない
無回答

男性 n=195 8.2 41.0 47.2 3.6

女性 n=291 4.1 37.1 57.0 1.7

10代 n=1 - - 100.0 -

20代 n=21 4.8 38.1 52.4 4.8

30代 n=86 5.8 38.4 54.7 1.2

40代 n=122 4.1 36.9 57.4 1.6

50代 n=127 5.5 40.2 52.8 1.6

60代 n=160 6.9 35.0 56.3 1.9

70歳以上 n=130 3.8 51.5 40.0 4.6

北部 n=83 8.4 45.8 45.8 -

中部 n=209 4.3 38.3 55.5 1.9

南部 n=199 6.5 37.2 52.8 3.5

宮古 n=31 3.2 45.2 51.6 -

八重山 n=34 5.9 32.4 58.8 2.9

その他の離島 n=89 1.1 48.3 47.2 3.4
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別
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（13） 問 10-1. 家庭内でほとんど教えることはない理由はなんですか。 

（〇はいくつでも）（問 10 で「ほとんど教えることはない」と回答） 

 家庭内で教えることはない理由は「自分が話せない・使えない」が 54.6％で最も高く、次いで「話す機会

がない」が 43.4％、「子どもが興味を示さない」が 19.2％である。 

年代では、「話す機会がない」が「60 代」で 55.6％と最も高い。70 歳以上では「子どもが興味を示さ

ない」が 34.6％と他の年代より高い。 

 

 

図表18.家庭内で教えることはない理由 

 

（％）

自分が話せな
い・使えない

話す機会がない
必要性を感じな

い
子どもが興味を

示さない

学校や地域で学
んでいるため教
える必要はない

その他

男性 n=92 43.5 45.7 27.2 22.8 2.2 12.0

女性 n=166 62.0 39.8 13.3 15.7 7.8 4.8

10代 n=1 100.0 - - - - -

20代 n=11 90.9 18.2 27.3 9.1 9.1 -

30代 n=47 70.2 34.0 14.9 4.3 8.5 12.8

40代 n=70 67.1 38.6 15.7 12.9 12.9 4.3

50代 n=67 56.7 40.3 11.9 20.9 3.0 14.9

60代 n=90 46.7 55.6 23.3 23.3 1.1 1.1

70歳以上 n=52 25.0 46.2 26.9 34.6 - 11.5

北部 n=38 39.5 44.7 13.2 15.8 5.3 10.5

中部 n=116 53.4 46.6 19.8 20.7 4.3 5.2

南部 n=105 58.1 46.7 14.3 21.9 2.9 7.6

宮古 n=16 56.3 37.5 12.5 18.8 - 12.5

八重山 n=20 70.0 35.0 35.0 - - 5.0

その他の離島 n=42 52.4 33.3 28.6 21.4 16.7 11.9

性
別

年
代

地
域
別
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（14） 問 11. ご自身が住んでいる地域（市町村）にどの程度愛着や誇りがありますか。 

（〇はひとつ） 

 地域に対する愛着や誇りは「とてもある」が 53.2％で最も高く、次いで「ややある」が 40.3％、「あまり

ない」が 5.1％である。 

性別では、男性の 58.3％、女性の 53.3％が「とてもある」で半数を超える。 

 

 

図表19.地域に対する愛着や誇り 

 

 

（％）

とてもある ややある あまりない ない 無回答

男性 n=96 58.3 36.5 3.1 1.0 1.0

女性 n=120 53.3 40.8 5.0 - 0.8

10代 n=- - - - - -

20代 n=9 33.3 55.6 11.1 - -

30代 n=38 57.9 39.5 2.6 - -

40代 n=50 52.0 40.0 8.0 - -

50代 n=58 55.2 39.7 3.4 - 1.7

60代 n=67 47.8 46.3 3.0 - 3.0

70歳以上 n=72 56.9 34.7 6.9 1.4 -

北部 n=45 55.6 37.8 4.4 - 2.2

中部 n=89 49.4 46.1 3.4 - 1.1

南部 n=87 48.3 42.5 6.9 1.1 1.1

宮古 n=15 66.7 33.3 - - -

八重山 n=13 84.6 7.7 7.7 - -

その他の離島 n=44 52.3 40.9 6.8 - -
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（15） 問 12. ご自身の出身地の「しまくとぅば」を知っていますか。 

（〇はひとつ） 

 出身地の「しまくとぅば」を「知っている」は 62.8％で半数を超えている。 

地域別では、沖縄本島より離島「宮古」、「八重山」の方が「知っている」の割合が高い。 

 

 

 

図表20.出身地の「しまくとぅば」 

 

 

（％）

知っている 知らない 無回答

男性 n=276 68.1 30.1 1.8

女性 n=377 57.3 40.1 2.7

10代 n=51 37.3 62.7 -

20代 n=95 41.1 57.9 1.1

30代 n=127 54.3 42.5 3.1

40代 n=143 52.4 44.1 3.5

50代 n=130 66.2 33.1 0.8

60代 n=170 75.3 20.6 4.1

70歳以上 n=123 90.2 6.5 3.3

北部 n=119 72.3 26.9 0.8

中部 n=285 55.1 42.8 2.1

南部 n=268 56.3 40.7 3.0

宮古 n=34 88.2 8.8 2.9

八重山 n=41 82.9 9.8 7.3

その他の離島 n=88 75.0 21.6 3.4
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（16） 問 13. ご自身の出身地の「しまくとぅば」が将来に渡って残ってほしいと思いますか。 

（〇はひとつ） 

 「しまくとぅば」の継承は「そう思う」が 61.9％で最も高く、次いで「ややそう思う」が 23.8％である。

残って欲しいと思う（「そう思う」＋「ややそう思う」を合わせる）は 85.7％が継承することを望んでいる。 

年代では、10代・20 代の残って欲しいと思うは８割程で、50 代の「そう思う」が 75.4％と最も高く、

次いで 70歳以上が 71.5％である。 

 

 

図表21.「しまくとぅば」の継承 

 

 

（％）

そう思う ややそう思う
どちらともい

えない
あまりそう思

わない
そう思わない 無回答

男性 n=276 64.9 20.3 10.9 1.8 0.7 1.4

女性 n=377 58.4 27.6 10.1 2.1 0.8 1.1

10代 n=51 41.2 35.3 15.7 5.9 2.0 -

20代 n=95 51.6 28.4 14.7 2.1 1.1 2.1

30代 n=127 56.7 26.8 12.6 1.6 1.6 0.8

40代 n=143 58.7 28.0 7.7 2.1 0.7 2.8

50代 n=130 75.4 17.7 6.9 - - -

60代 n=170 62.9 21.2 9.4 2.4 - 4.1

70歳以上 n=123 71.5 17.9 8.9 0.8 - 0.8

北部 n=119 64.7 16.0 13.4 3.4 1.7 0.8

中部 n=285 59.6 27.4 8.8 2.1 0.7 1.4

南部 n=268 61.2 23.9 11.2 1.1 0.4 2.2

宮古 n=34 67.6 20.6 8.8 - - 2.9

八重山 n=41 65.9 24.4 7.3 - - 2.4

その他の離島 n=88 62.5 25.0 8.0 2.3 - 2.3
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（17） 問 14. 「しまくとぅば」に触れる機会（聞く・話す）はどの程度ありますか。 

（〇はひとつ） 

 「しまくとぅば」に触れる機会は「毎日触れる機会はある」が 28.5％で最も高く、次いで「週に 2－3 回

程度はある」が 24.0％、「月に 2－3回程度はある」が 17.2％である。 

地域別では、沖縄本島より離島の「宮古」、「八重山」が「毎日触れる機会がある」割合が４割程度で

高く、日常的に触れる機会が高い傾向にある。 

 

 

図表22.「しまくとぅば」に触れる機会 

 

 

（％）

毎日触れる
機会はある

週に2－3回
程度はある

月に2－3回
程度はある

年に10回程
度はある

年に2－3回
程度はある

全くない 無回答

男性 n=325 35.7 21.8 14.8 8.9 10.2 7.1 1.5

女性 n=444 21.2 26.8 18.9 8.8 12.6 10.4 1.4

10代 n=53 15.1 15.1 15.1 15.1 20.8 18.9 -

20代 n=114 21.9 18.4 17.5 14.0 14.9 13.2 -

30代 n=150 19.3 32.0 18.7 12.7 10.7 6.0 0.7

40代 n=170 21.8 24.1 17.6 10.6 14.7 10.0 1.2

50代 n=170 34.1 23.5 15.9 6.5 10.6 7.6 1.8

60代 n=212 35.4 22.6 18.4 6.1 6.1 8.0 3.3

70歳以上 n=156 37.8 25.6 16.0 5.1 8.3 5.1 1.9

北部 n=141 24.8 26.2 15.6 9.2 10.6 12.1 1.4

中部 n=344 23.5 22.7 20.3 10.5 12.5 9.0 1.5

南部 n=312 25.6 22.8 17.0 9.3 14.1 9.6 1.6

宮古 n=46 43.5 32.6 13.0 - 2.2 4.3 4.3

八重山 n=58 41.4 20.7 10.3 13.8 5.2 5.2 3.4

その他の離島 n=120 41.7 25.8 15.8 5.8 5.0 5.0 0.8
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（18） 問 15. 「しまくとぅば」を聞く機会はどの程度ありますか。 

（〇はひとつ） 

 「しまくとぅば」を聞く機会は「たまにある」が 40.8％で最も高く、次いで「ある」が 33.4％、「あま

りない」が 18.4％である。聞く機会がある（「たまにある」＋「ある」を合わせる）は 74.2％である。 

性別では、男性が 40.6％で「ある」、女性が 27.3％で男性が 13.3 ポイント高い。 

 年代では、10 代の聞く機会があると聞く機会がないが共に 49.0％と聞く機会がない割合が他の年代より高

い。 

 

図表23.「しまくとぅば」を聞く機会 

 

 

（％）

ある たまにある あまりない ない 無回答

男性 n=325 40.6 32.6 19.7 4.9 2.2

女性 n=444 27.3 45.9 19.6 5.4 1.8

10代 n=53 13.2 35.8 35.8 13.2 1.9

20代 n=114 30.7 40.4 18.4 9.6 0.9

30代 n=150 28.0 50.0 18.0 3.3 0.7

40代 n=170 31.2 40.0 20.0 7.1 1.8

50代 n=170 36.5 36.5 19.4 4.7 2.9

60代 n=212 36.3 40.1 17.0 3.3 3.3

70歳以上 n=156 42.3 40.4 12.8 1.9 2.6

北部 n=141 30.5 43.3 18.4 7.1 0.7

中部 n=344 28.8 41.3 23.0 4.7 2.3

南部 n=312 30.1 41.0 20.2 5.8 2.9

宮古 n=46 45.7 39.1 4.3 6.5 4.3

八重山 n=58 43.1 37.9 12.1 3.4 3.4

その他の離島 n=120 49.2 38.3 8.3 3.3 0.8
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（19） 問 15-１. 「しまくとぅば」を聞く機会はどのような時ですか。 

（○はいくつでも）（問 15 で「ある」「たまにある」と回答） 

 「しまくとぅば」を聞く機会はどのような時かは「高齢者とコミュニケーションをはかる時」が 66.7％

で最も高く、次いで「テレビやラジオ、CM 等」が 42.7％、「日常的に聞く」が 39.3％である。 

年代では、「日常的に聞く」が 60 代で 50.6％と最も高く、次いで 70歳以上で 47.3％である。 

 

 

図表24.「しまくとぅば」を聞く機会はどのような時か 

 

 

（％）

日常的に聞く
高齢者とコミュ
ニケーションを

はかる時

テレビやラジ
オ、CM等

組踊や音楽、劇
などの鑑賞時

その他 無回答

男性 n=238 47.9 66.0 37.4 21.8 5.9 0.4

女性 n=325 31.7 69.5 45.8 20.3 7.1 1.5

10代 n=26 38.5 57.7 23.1 23.1 15.4 -

20代 n=81 32.1 75.3 34.6 17.3 6.2 2.5

30代 n=117 34.2 72.6 49.6 15.4 8.5 0.9

40代 n=121 33.1 68.6 44.6 12.4 5.0 1.7

50代 n=124 33.1 71.0 45.2 19.4 9.7 -

60代 n=162 50.6 59.9 43.2 21.6 6.2 -

70歳以上 n=129 47.3 60.5 41.9 32.6 6.2 0.8

北部 n=104 43.3 65.4 51.0 26.9 5.8 -

中部 n=241 31.1 66.8 44.8 19.5 7.5 0.4

南部 n=222 36.5 67.6 48.2 18.9 8.6 1.4

宮古 n=39 53.8 66.7 20.5 10.3 7.7 2.6

八重山 n=47 44.7 66.0 31.9 27.7 6.4 -

その他の離島 n=105 53.3 67.6 33.3 19.0 4.8 1.0
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（20） 問 16. 「しまくとぅば」を話す機会はどの程度ありますか。 

（〇はひとつ） 

 「しまくとぅば」を話す頻度は「ない」が 50.2％で最も高く、次いで「あまりない」が 43.2％、「たま

にある」が 5.3％である。 

年代では、「ない」が 20代で 65.6％と最も高く、70 歳以上の 21.7％より 43.9 ポイント高い。 

 

 

 

図表25.「しまくとぅば」を話す頻度 

 

 

（％）

ある たまにある あまりない ない 無回答

男性 n=80 - 6.3 41.3 51.3 1.3

女性 n=111 0.9 2.7 49.5 45.9 0.9

10代 n=26 - - 46.2 53.8 -

20代 n=32 - 3.1 31.3 65.6 -

30代 n=32 - - 53.1 46.9 -

40代 n=46 - 4.3 32.6 60.9 2.2

50代 n=41 - 9.8 39.0 51.2 -

60代 n=43 2.3 2.3 53.5 41.9 -

70歳以上 n=23 - 21.7 52.2 21.7 4.3

北部 n=36 - - 44.4 50.0 5.6

中部 n=95 1.1 4.2 46.3 48.4 -

南部 n=81 - 6.2 42.0 51.9 -

宮古 n=5 - 20.0 40.0 40.0 -

八重山 n=9 - 22.2 33.3 44.4 -

その他の離島 n=14 - - 42.9 57.1 -
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（21） 問 16-１. 「しまくとぅば」を話す機会はどのような時ですか。 

（○はいくつでも）（問 16 で「ある」「たまにある」と回答） 

 「しまくとぅば」を話す機会はどのような時は、「地元の家族や仲間と集う時」が 57.1％で最も高く、次

いで「高齢者とコミュニケーションをはかる時」が 50.0％、「共通語で伝わらないニュアンスを伝える時」

が 21.4％である。 

 

 

図表26.「しまくとぅば」を話す機会はどのような時か 

 

 

（％）

日常的に話す
高齢者とコミュ
ニケーションを

はかる時

共通語で伝わら
ないニュアンス

を伝える時

地元の家族や仲
間と集う時

その他

男性 n=5 - 20.0 40.0 60.0 -

女性 n=4 - 50.0 - 75.0 -

10代 n=0 - - - - -

20代 n=1 - - - 100.0 -

30代 n=0 - - - - -

40代 n=2 - - - 100.0 -

50代 n=4 - 100.0 50.0 50.0 -

60代 n=2 - - 50.0 50.0 -

70歳以上 n=5 - 60.0 - 40.0 -

北部 n=0 - - - - -

中部 n=5 - 40.0 - 60.0 -

南部 n=5 - 60.0 40.0 80.0 -

宮古 n=1 - 100.0 - - -

八重山 n=2 - 50.0 - 50.0 -

その他の離島 n=0 - - - - -
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（22） 問 16-2. 「しまくとぅば」を話さない理由について教えてください。 

（○はいくつでも）（問 16 で「あまりない」「ない」と回答） 

 「しまくとぅば」を話さない理由は「しまくとぅばを話し(使い)慣れていない」が 57.7％で最も高く、次

いで「しまくとぅばを話す機会がない」が 52.9％、「共通語でコミュニケーションが十分とれる」が 37.0％

である。 

 

 

図表27.「しまくとぅば」を話さない理由 

 

 

（％）

しまくとぅばを
話す機会がない

しまくとぅばを
話し(使い)慣れ

ていない

話しても相手に
通じない

共通語でコミュ
ニケーションが

十分とれる
その他 無回答

男性 n=74 51.4 51.4 2.7 37.8 6.8 4.1

女性 n=106 59.4 62.3 10.4 34.0 3.8 7.5

10代 n=26 61.5 65.4 11.5 34.6 11.5 3.8

20代 n=31 48.4 51.6 9.7 38.7 6.5 6.5

30代 n=32 65.6 62.5 6.3 31.3 9.4 6.3

40代 n=43 48.8 48.8 2.3 32.6 2.3 9.3

50代 n=37 56.8 64.9 5.4 32.4 2.7 2.7

60代 n=41 51.2 58.5 12.2 39.0 7.3 2.4

70歳以上 n=17 29.4 52.9 - 64.7 - -

北部 n=34 50.0 67.6 8.8 32.4 11.8 2.9

中部 n=90 56.7 55.6 6.7 38.9 2.2 6.7

南部 n=76 51.3 59.2 7.9 35.5 9.2 2.6

宮古 n=4 50.0 50.0 - 75.0 - -

八重山 n=7 85.7 100.0 14.3 - - -

その他の離島 n=14 35.7 21.4 - 42.9 - 14.3
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（23） 問 17. 今後、普及継承していくため取組で「知っている」ものをお答えください。 

（○はいくつでも） 

 取組みの認知度は「しまくとぅばの日（9月 18日）」が 20.5％で最も高く、次いで「しまくとぅば検

定」が 17.0％、「しまくとぅば県民大会（イベント）」が 13.6％である。 

 

 

図表28.取組の認知度 
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（％）

しまくとぅばの日（9
月18日）

しまくとぅば県民大会
（イベント）

しまくとぅば語やびら
大会（イベント）

しまくとぅば普及推進
に取り組む団体等への

補助金制度

しまくとぅば普及セン
ターの設置・運営

しまくとぅば講師養成
講座

しまくとぅば講師の派
遣

男性 n=325 20.0 11.1 9.8 1.8 2.2 4.9 1.5

女性 n=444 23.9 16.9 11.3 1.1 2.7 4.5 3.6

10代 n=53 32.1 24.5 13.2 1.9 3.8 3.8 7.5

20代 n=114 26.3 12.3 5.3 - 2.6 2.6 2.6

30代 n=150 20.7 16.7 9.3 2.7 3.3 4.7 2.7

40代 n=170 21.2 11.8 8.2 0.6 1.8 2.9 2.9

50代 n=170 21.8 10.0 8.8 1.8 2.4 7.6 3.5

60代 n=212 16.0 14.2 13.7 0.9 1.4 2.4 1.4

70歳以上 n=156 16.7 13.5 15.4 1.9 1.9 5.8 2.6

北部 n=141 18.4 14.9 17.0 2.1 1.4 5.0 2.8

中部 n=344 19.2 13.4 10.2 1.2 1.7 3.8 3.8

南部 n=312 21.5 12.5 8.7 1.3 3.2 5.4 2.2

宮古 n=46 10.9 15.2 13.0 - - 2.2 -

八重山 n=58 37.9 22.4 12.1 3.4 3.4 5.2 3.4

その他の離島 n=120 20.0 10.8 7.5 0.8 2.5 2.5 2.5

性
別

年
代

地
域
別

 
（％）

しまくとぅば検定

「使ってみようしまく

とぅばナビ」（イン

ターネットサイト）

しまくとぅば普及ツー

ル(一般用・50音表、

カレンダー等)の作成
と配布

しまくとぅば普及ツー

ル(教育用・読本、単

語帳等)の作成と配布

ひとつも知らない 無回答

男性 n=325 14.2 2.8 5.2 4.0 10.2 55.7

女性 n=444 20.3 2.5 5.0 6.1 14.0 38.3

10代 n=53 11.3 1.9 3.8 11.3 17.0 32.1

20代 n=114 21.1 5.3 4.4 6.1 17.5 39.5

30代 n=150 20.7 2.0 5.3 4.7 14.0 39.3

40代 n=170 22.4 1.2 6.5 5.9 14.7 42.9

50代 n=170 14.7 3.5 4.7 4.7 5.3 58.2

60代 n=212 14.6 1.4 3.3 3.8 3.3 62.3

70歳以上 n=156 12.8 1.9 3.2 1.9 2.6 67.9

北部 n=141 16.3 2.8 5.0 2.8 7.8 55.3

中部 n=344 18.3 1.7 3.5 4.4 10.8 52.0

南部 n=312 19.2 2.6 5.4 6.7 9.6 47.1

宮古 n=46 8.7 - 4.3 4.3 6.5 60.9

八重山 n=58 20.7 6.9 6.9 6.9 8.6 43.1

その他の離島 n=120 10.8 1.7 3.3 2.5 7.5 60.0

性
別

年
代

地
域
別
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［1］ 問 17. 取組みの効果度 

① しまくとぅばの日（9月18日） 

しまくとぅばの日（9 月 18 日）は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 44.3％

である。 

年代では、40代の「やや効果的」が 35.3％と他年代よりも高い。 

 

 

図表29.しまくとぅばの日（9月 18 日） 

 

 

（％）

効果はない やや効果はない どちらでもない やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 6.2 7.1 22.2 20.9 20.0 23.7

女性 n=444 6.1 8.1 21.2 27.9 19.8 16.9

10代 n=53 5.7 9.4 18.9 26.4 30.2 9.4

20代 n=114 7.9 11.4 21.9 22.8 14.9 21.1

30代 n=150 8.7 13.3 22.0 20.0 20.7 15.3

40代 n=170 5.9 6.5 22.9 35.3 10.6 18.8

50代 n=170 1.8 8.2 22.9 24.1 24.1 18.8

60代 n=212 4.2 3.3 18.4 19.3 19.3 35.4

70歳以上 n=156 3.2 0.6 17.9 23.7 26.9 27.6

北部 n=141 1.4 4.3 19.1 25.5 28.4 21.3

中部 n=344 5.5 9.6 19.5 26.7 16.0 22.7

南部 n=312 7.1 6.7 19.6 23.1 19.6 24.0

宮古 n=46 4.3 8.7 30.4 10.9 23.9 21.7

八重山 n=58 8.6 3.4 22.4 27.6 22.4 15.5

その他の離島 n=120 1.7 4.2 25.8 21.7 20.0 26.7

性
別

年
代

地
域
別
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② しまくとぅば県民大会（イベント） 

しまくとぅば県民大会（イベント）は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 49.5％

である。 

年代では、10代の「効果的」が 45.3％と高い。 

 

 

図表30.しまくとぅば県民大会（イベント） 

 
 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 2.8 4.0 20.9 23.4 21.8 27.1

女性 n=444 2.7 4.7 18.9 30.9 26.4 16.4

10代 n=53 1.9 5.7 17.0 20.8 45.3 9.4

20代 n=114 3.5 4.4 20.2 24.6 23.7 23.7

30代 n=150 4.7 6.0 22.7 27.3 24.0 15.3

40代 n=170 2.9 4.1 22.4 35.9 15.9 18.8

50代 n=170 0.6 4.7 20.6 30.0 19.4 24.7

60代 n=212 2.4 2.8 17.0 18.9 23.6 35.4

70歳以上 n=156 2.6 0.6 18.6 21.8 28.8 27.6

北部 n=141 0.7 0.7 17.0 23.4 31.9 26.2

中部 n=344 3.8 5.5 20.3 26.7 21.5 22.1

南部 n=312 2.2 4.5 18.9 27.9 22.8 23.7

宮古 n=46 4.3 4.3 19.6 19.6 23.9 28.3

八重山 n=58 1.7 3.4 20.7 34.5 22.4 17.2

その他の離島 n=120 2.5 0.8 23.3 20.0 22.5 30.8

性
別

年
代

地
域
別
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③ しまくとぅば語やびら大会（イベント） 

しまくとぅば語やびら大会（イベント）は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合

が 47.3％である。 

年代では、40代の「やや効果的」が 31.8％と高い。 

 

 

図表31.しまくとぅば語やびら大会（イベント） 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 2.8 4.3 23.7 22.5 18.8 28.0

女性 n=444 2.5 3.4 21.2 30.0 24.3 18.7

10代 n=53 1.9 3.8 24.5 22.6 34.0 13.2

20代 n=114 4.4 5.3 21.1 26.3 17.5 25.4

30代 n=150 3.3 4.7 32.0 24.0 20.7 15.3

40代 n=170 2.4 3.5 22.4 31.8 19.4 20.6

50代 n=170 1.2 3.5 19.4 31.2 19.4 25.3

60代 n=212 2.4 2.8 17.0 21.7 20.8 35.4

70歳以上 n=156 3.2 1.3 15.4 19.2 28.8 32.1

北部 n=141 0.7 1.4 17.7 24.1 31.9 24.1

中部 n=344 3.2 6.1 21.5 25.6 20.3 23.3

南部 n=312 2.6 2.2 20.8 27.6 21.2 25.6

宮古 n=46 4.3 2.2 26.1 19.6 17.4 30.4

八重山 n=58 3.4 - 17.2 36.2 19.0 24.1

その他の離島 n=120 2.5 3.3 23.3 18.3 19.2 33.3

性
別

年
代

地
域
別
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④ しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度 

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度は『効果がある』（「やや効果的」+「効

果的」）の割合が 31.5％である。 

年代では、10代の「やや効果的」が 37.7％と最も高い。 

 

 

図表32.しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 5.8 6.2 29.8 15.1 12.9 30.2

女性 n=444 6.3 5.0 31.1 23.2 14.0 20.5

10代 n=53 5.7 7.5 17.0 37.7 18.9 13.2

20代 n=114 8.8 10.5 26.3 15.8 13.2 25.4

30代 n=150 8.7 6.0 40.0 17.3 10.7 17.3

40代 n=170 7.1 5.9 34.7 21.8 10.0 20.6

50代 n=170 2.9 4.1 32.9 18.8 14.7 26.5

60代 n=212 3.3 4.2 22.6 15.6 12.7 41.5

70歳以上 n=156 4.5 1.9 22.4 13.5 17.3 40.4

北部 n=141 1.4 2.8 27.0 19.9 18.4 30.5

中部 n=344 6.1 7.8 28.8 19.8 12.2 25.3

南部 n=312 7.1 4.5 30.4 15.7 13.5 28.8

宮古 n=46 10.9 4.3 23.9 13.0 13.0 34.8

八重山 n=58 8.6 5.2 22.4 24.1 15.5 24.1

その他の離島 n=120 1.7 3.3 33.3 18.3 8.3 35.0

性
別

年
代

地
域
別
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⑤ しまくとぅば普及センターの設置 

しまくとぅば普及センターの設置は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 32.0％

である。 

地域別では、八重山が『効果がある』の割合が 44.9％と約半数である。 

 

 

図表33.しまくとぅば普及センターの設置 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 5.8 5.5 31.1 13.8 14.2 29.5

女性 n=444 7.2 7.0 27.7 23.6 12.2 22.3

10代 n=53 5.7 7.5 28.3 22.6 22.6 13.2

20代 n=114 7.0 11.4 21.9 21.9 13.2 24.6

30代 n=150 8.7 8.7 36.7 16.7 12.0 17.3

40代 n=170 8.8 4.7 34.7 21.8 7.6 22.4

50代 n=170 2.9 4.7 31.2 21.2 11.8 28.2

60代 n=212 6.1 3.3 22.6 16.5 10.8 40.6

70歳以上 n=156 4.5 0.6 17.9 17.3 19.9 39.7

北部 n=141 2.8 0.7 27.0 21.3 18.4 29.8

中部 n=344 6.7 6.4 29.9 18.9 10.2 27.9

南部 n=312 6.7 7.1 24.7 19.6 14.4 27.6

宮古 n=46 15.2 2.2 32.6 8.7 8.7 32.6

八重山 n=58 12.1 6.9 12.1 25.9 19.0 24.1

その他の離島 n=120 1.7 3.3 35.0 17.5 7.5 35.0

性
別

年
代

地
域
別
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⑥ しまくとぅば講師養成講座 

しまくとぅば講師養成講座は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 46.3％であ

る。 

年代では、10代の『効果がある』は 60.3％と他年代より高い割合である。 

 

 

図表34.しまくとぅば講師養成講座 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.4 4.6 22.8 19.7 20.3 29.2

女性 n=444 3.2 2.0 20.3 31.8 23.0 19.8

10代 n=53 3.8 3.8 18.9 24.5 35.8 13.2

20代 n=114 4.4 4.4 17.5 25.4 22.8 25.4

30代 n=150 3.3 4.0 27.3 28.7 20.7 16.0

40代 n=170 3.5 4.1 22.9 31.8 17.6 20.0

50代 n=170 1.2 1.8 21.8 30.0 20.0 25.3

60代 n=212 3.3 1.9 16.5 20.8 17.0 40.6

70歳以上 n=156 3.8 2.6 15.4 21.2 20.5 36.5

北部 n=141 1.4 0.7 19.9 24.1 26.2 27.7

中部 n=344 4.1 4.1 21.2 26.7 18.3 25.6

南部 n=312 2.9 2.9 17.3 28.2 22.4 26.3

宮古 n=46 6.5 8.7 26.1 13.0 13.0 32.6

八重山 n=58 8.6 1.7 12.1 27.6 25.9 24.1

その他の離島 n=120 - 1.7 25.0 25.8 12.5 35.0

性
別

年
代

地
域
別
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⑦ しまくとぅば講師の派遣 

しまくとぅば講師の派遣は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 46.2％である。 

地域別では、八重山の『効果がある』が 51.7％と半数を超えている。 

 

 

図表35.しまくとぅば講師の派遣 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.4 3.7 24.0 18.8 20.0 30.2

女性 n=444 3.8 2.3 18.5 31.5 24.1 19.8

10代 n=53 1.9 7.5 18.9 24.5 34.0 13.2

20代 n=114 3.5 2.6 21.9 22.8 25.4 23.7

30代 n=150 5.3 3.3 22.7 26.0 25.3 17.3

40代 n=170 4.1 3.5 21.8 33.5 17.1 20.0

50代 n=170 1.2 2.4 20.0 27.6 22.9 25.9

60代 n=212 4.2 1.4 17.9 20.8 15.6 40.1

70歳以上 n=156 3.8 2.6 16.0 21.2 18.6 37.8

北部 n=141 1.4 2.8 19.9 22.7 24.1 29.1

中部 n=344 3.8 3.8 22.7 24.1 21.2 24.4

南部 n=312 2.6 2.2 17.6 27.6 22.4 27.6

宮古 n=46 10.9 4.3 21.7 17.4 13.0 32.6

八重山 n=58 10.3 1.7 8.6 31.0 20.7 27.6

その他の離島 n=120 2.5 1.7 21.7 26.7 14.2 33.3

性
別

年
代

地
域
別
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⑧ しまくとぅば検定 

しまくとぅば検定は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 50.2％である。 

地域別では、八重山の『効果がある』が 55.2％と半数を超えている。 

 

 

図表36.しまくとぅば検定 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.1 4.3 22.8 22.8 21.2 25.8

女性 n=444 3.6 3.8 18.9 29.7 27.7 16.2

10代 n=53 3.8 7.5 17.0 26.4 32.1 13.2

20代 n=114 3.5 3.5 16.7 31.6 25.4 19.3

30代 n=150 4.7 6.0 24.7 26.7 25.3 12.7

40代 n=170 2.4 4.7 17.6 35.3 24.1 15.9

50代 n=170 1.2 3.5 18.2 31.2 24.1 21.8

60代 n=212 2.8 1.9 20.8 20.3 21.7 32.5

70歳以上 n=156 4.5 1.3 25.6 17.3 19.2 32.1

北部 n=141 1.4 2.1 22.7 20.6 29.1 24.1

中部 n=344 3.5 4.1 18.6 29.7 23.8 20.3

南部 n=312 2.6 3.5 22.1 27.2 24.0 20.5

宮古 n=46 8.7 6.5 28.3 13.0 13.0 30.4

八重山 n=58 6.9 6.9 10.3 27.6 27.6 20.7

その他の離島 n=120 1.7 1.7 20.0 28.3 17.5 30.8

性
別

年
代

地
域
別
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⑨ 「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト） 

「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト）は『効果がある』（「やや効果的」

+「効果的」）の割合が 43.7％である。 

年代では、50 代の『効果がある』は 53.5％と他年代より高い。 

 

 

図表37.「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト） 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 4.3 5.2 22.8 21.2 16.9 29.5

女性 n=444 3.8 3.8 20.9 28.2 23.0 20.3

10代 n=53 5.7 5.7 20.8 28.3 26.4 13.2

20代 n=114 4.4 3.5 22.8 21.1 23.7 24.6

30代 n=150 7.3 8.0 24.7 24.0 18.7 17.3

40代 n=170 1.8 3.5 23.5 29.4 21.2 20.6

50代 n=170 2.4 2.9 14.7 32.9 20.6 26.5

60代 n=212 3.3 2.4 17.5 19.8 17.0 40.1

70歳以上 n=156 2.6 3.8 23.1 16.0 15.4 39.1

北部 n=141 0.7 2.8 24.1 21.3 21.3 29.8

中部 n=344 3.8 4.9 21.2 23.0 21.5 25.6

南部 n=312 4.2 4.5 17.9 26.9 18.6 27.9

宮古 n=46 10.9 - 30.4 17.4 8.7 32.6

八重山 n=58 3.4 5.2 17.2 24.1 25.9 24.1

その他の離島 n=120 2.5 2.5 20.0 25.8 15.0 34.2

性
別

年
代

地
域
別
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⑩ しまくとぅば普及ツール(一般用・50音表、カレンダー等)の作成と配布 

しまくとぅば普及ツール(一般用・50音表、カレンダー等)の作成と配布は『効果がある』（「や

や効果的」+「効果的」）の割合が 54.2％である。 

年代では、40代と 50 代の『効果がある』が 6割以上と他年代より高い。 

 

 

図表38.しまくとぅば普及ツール(一般用・50 音表、カレンダー等)の作成と配布 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 2.5 3.7 16.6 24.6 25.5 27.1

女性 n=444 2.5 2.7 13.3 31.8 30.4 19.4

10代 n=53 3.8 7.5 15.1 28.3 35.8 9.4

20代 n=114 4.4 4.4 15.8 22.8 28.9 23.7

30代 n=150 3.3 4.0 18.7 24.7 32.7 16.7

40代 n=170 0.6 2.4 15.3 32.9 30.6 18.2

50代 n=170 1.2 2.4 8.8 32.4 30.0 25.3

60代 n=212 2.4 0.9 12.7 23.1 22.6 38.2

70歳以上 n=156 2.6 1.9 14.7 21.2 21.8 37.8

北部 n=141 - 2.1 18.4 17.0 36.2 26.2

中部 n=344 3.2 3.2 16.3 26.5 25.6 25.3

南部 n=312 2.2 3.2 9.6 30.8 28.8 25.3

宮古 n=46 6.5 2.2 10.9 26.1 23.9 30.4

八重山 n=58 5.2 3.4 10.3 25.9 31.0 24.1

その他の離島 n=120 - 1.7 17.5 25.8 22.5 32.5

性
別

年
代

地
域
別
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⑪ しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布 

しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布は『効果がある』（「やや効果

的」+「効果的」）の割合が 51.7％である。 

地域別では、八重山の『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）が、62.1％と他地域より高い。 

 

 

図表39.しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.4 3.4 17.8 22.8 24.0 28.6

女性 n=444 2.9 2.7 15.8 30.0 29.1 19.6

10代 n=53 1.9 9.4 17.0 28.3 30.2 13.2

20代 n=114 4.4 6.1 17.5 21.1 26.3 24.6

30代 n=150 4.0 2.7 20.0 30.0 26.7 16.7

40代 n=170 0.6 2.9 17.6 31.8 27.6 19.4

50代 n=170 2.4 1.8 11.8 30.0 28.8 25.3

60代 n=212 2.8 0.9 14.2 19.3 25.0 37.7

70歳以上 n=156 3.2 1.3 15.4 19.9 22.4 37.8

北部 n=141 0.7 1.4 19.1 18.4 31.9 28.4

中部 n=344 3.8 3.8 17.4 25.9 23.8 25.3

南部 n=312 2.2 3.5 11.9 29.5 26.6 26.3

宮古 n=46 6.5 - 21.7 23.9 17.4 30.4

八重山 n=58 5.2 1.7 10.3 27.6 34.5 20.7

その他の離島 n=120 1.7 0.8 18.3 20.8 25.8 32.5

性
別

年
代

地
域
別
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※「どちらでもない」を除いた平均スコア 
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［2］ 問 17. 取組みの参加・活用のしやすさ 

① しまくとぅば県民大会（イベント） 

しまくとぅば県民大会（イベント）は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+

「参加・活用しやすい」）の割合が 18.8％である。 

年代では、10代の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しや

すい」）が、32.1％と他年代より高い。 

 

 

図表40.しまくとぅば県民大会（イベント） 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 8.9 9.5 26.8 13.2 5.5 36.0

女性 n=444 11.0 15.1 29.5 16.0 4.5 23.9

10代 n=53 15.1 18.9 18.9 17.0 15.1 15.1

20代 n=114 11.4 14.0 22.8 16.7 7.0 28.1

30代 n=150 12.7 15.3 30.0 17.3 4.7 20.0

40代 n=170 11.2 14.1 33.5 12.9 2.4 25.9

50代 n=170 8.8 10.6 24.1 15.9 3.5 37.1

60代 n=212 3.8 9.0 26.9 11.3 4.2 44.8

70歳以上 n=156 7.1 6.4 29.5 9.6 6.4 41.0

北部 n=141 7.8 10.6 27.7 14.9 7.1 31.9

中部 n=344 8.1 14.2 28.2 13.7 3.5 32.3

南部 n=312 9.6 11.2 27.9 14.1 5.8 31.4

宮古 n=46 10.9 6.5 28.3 10.9 8.7 34.8

八重山 n=58 13.8 15.5 24.1 19.0 5.2 22.4

その他の離島 n=120 6.7 7.5 26.7 11.7 4.2 43.3

性
別

年
代

地
域
別
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② しまくとぅば語やびら大会（イベント） 

しまくとぅば語やびら大会（イベント）は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやす

い+「参加・活用しやすい」）の割合が 18.8％である。 

年代では、10代の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しや

すい」）が、28.3％と他年代より高い。 

 

 

図表41.しまくとぅば語やびら大会（イベント） 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 9.2 9.2 28.9 11.7 4.9 36.0

女性 n=444 10.6 16.4 27.7 17.3 4.1 23.9

10代 n=53 15.1 22.6 18.9 18.9 9.4 15.1

20代 n=114 12.3 14.9 21.9 14.9 5.3 30.7

30代 n=150 12.7 14.7 36.0 12.7 4.0 20.0

40代 n=170 10.6 15.3 32.4 14.1 1.8 25.9

50代 n=170 8.8 10.0 24.1 17.1 3.5 36.5

60代 n=212 3.8 11.3 24.5 12.3 3.3 44.8

70歳以上 n=156 8.3 5.1 26.9 12.2 7.7 39.7

北部 n=141 7.8 9.2 29.8 13.5 9.2 30.5

中部 n=344 9.0 16.0 26.7 14.0 2.3 32.0

南部 n=312 9.6 11.9 27.2 15.1 4.8 31.4

宮古 n=46 8.7 6.5 28.3 15.2 2.2 39.1

八重山 n=58 13.8 15.5 25.9 15.5 5.2 24.1

その他の離島 n=120 6.7 7.5 26.7 10.8 4.2 44.2

性
別

年
代

地
域
別
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③ しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度 

しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度は『参加・活用のしやすさ』（「やや参

加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 13.2％である。 

年代では、10代の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しや

すい」）が、20.7％と他年代より高い。 

 

 

図表42.しまくとぅば普及推進に取り組む団体等への補助金制度 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 9.8 9.5 28.6 9.5 4.0 38.5

女性 n=444 13.5 10.8 35.4 9.5 4.7 26.1

10代 n=53 18.9 18.9 26.4 11.3 9.4 15.1

20代 n=114 18.4 10.5 29.8 5.3 5.3 30.7

30代 n=150 14.7 14.0 36.7 10.0 2.7 22.0

40代 n=170 15.3 10.6 36.5 10.0 1.8 25.9

50代 n=170 7.6 5.9 30.0 13.5 5.3 37.6

60代 n=212 3.8 8.0 27.8 6.1 3.3 50.9

70歳以上 n=156 7.1 5.1 26.3 7.7 6.4 47.4

北部 n=141 9.2 7.1 31.2 10.6 5.7 36.2

中部 n=344 9.3 13.7 28.2 9.9 4.9 34.0

南部 n=312 12.8 7.1 34.6 7.1 3.8 34.6

宮古 n=46 15.2 8.7 26.1 6.5 2.2 41.3

八重山 n=58 17.2 5.2 37.9 8.6 5.2 25.9

その他の離島 n=120 5.8 8.3 27.5 10.8 2.5 45.0

性
別

年
代

地
域
別
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④ しまくとぅば講師養成講座 

しまくとぅば講師養成講座は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・

活用しやすい」）の割合が 20.1％である。 

地域別では、八重山の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用し

やすい」）が、25.9％と他地域より高い。 

 

 

図表43.しまくとぅば講師養成講座 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 8.0 8.6 29.8 10.2 6.2 37.2

女性 n=444 7.7 11.3 30.9 19.4 4.7 26.1

10代 n=53 15.1 17.0 24.5 22.6 5.7 15.1

20代 n=114 10.5 14.9 25.4 13.2 6.1 29.8

30代 n=150 9.3 12.7 37.3 14.0 5.3 21.3

40代 n=170 8.8 10.0 32.9 19.4 2.9 25.9

50代 n=170 5.3 5.9 27.6 18.2 5.9 37.1

60代 n=212 4.2 7.5 22.2 11.8 4.2 50.0

70歳以上 n=156 5.8 5.1 23.7 10.3 8.3 46.8

北部 n=141 5.7 6.4 27.7 14.9 9.2 36.2

中部 n=344 6.7 11.6 26.7 16.0 4.9 34.0

南部 n=312 8.0 10.3 30.1 13.5 5.4 32.7

宮古 n=46 8.7 8.7 26.1 13.0 2.2 41.3

八重山 n=58 15.5 5.2 25.9 19.0 6.9 27.6

その他の離島 n=120 4.2 6.7 28.3 14.2 2.5 44.2

性
別

年
代

地
域
別
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⑤ しまくとぅば講師の派遣 

しまくとぅば講師の派遣は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活

用しやすい」）の割合が 22.9％である。 

地域別では、八重山の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用し

やすい」）が、36.2％と他地域より高い。 

 

 

図表44.しまくとぅば講師の派遣 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 8.3 6.8 26.2 12.0 8.3 38.5

女性 n=444 7.4 9.5 30.4 20.7 6.8 25.2

10代 n=53 11.3 15.1 22.6 18.9 17.0 15.1

20代 n=114 10.5 13.2 24.6 13.2 8.8 29.8

30代 n=150 10.0 8.0 33.3 22.0 5.3 21.3

40代 n=170 9.4 8.8 30.6 20.0 5.3 25.9

50代 n=170 4.7 7.1 25.9 18.8 7.1 36.5

60代 n=212 4.7 7.5 22.2 11.3 4.7 49.5

70歳以上 n=156 6.4 5.1 22.4 9.6 9.6 46.8

北部 n=141 5.0 8.5 25.5 15.6 8.5 36.9

中部 n=344 7.3 11.3 25.6 14.5 8.1 33.1

南部 n=312 7.7 7.7 28.8 15.7 6.7 33.3

宮古 n=46 13.0 2.2 28.3 15.2 - 41.3

八重山 n=58 13.8 3.4 19.0 25.9 10.3 27.6

その他の離島 n=120 4.2 6.7 25.0 16.7 4.2 43.3

性
別

年
代

地
域
別
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⑥ しまくとぅば検定 

しまくとぅば検定は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しや

すい」）の割合が 29.6％である。 

地域別では、八重山の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用し

やすい」）が、41.4％と他地域より高い。 

 

 

図表45.しまくとぅば検定 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 6.2 6.5 28.3 15.4 8.9 34.8

女性 n=444 7.0 8.1 24.8 22.1 16.4 21.6

10代 n=53 17.0 13.2 18.9 18.9 17.0 15.1

20代 n=114 7.0 9.6 15.8 24.6 17.5 25.4

30代 n=150 8.0 8.0 31.3 18.0 18.7 16.0

40代 n=170 5.9 5.3 29.4 24.1 13.5 21.8

50代 n=170 3.5 4.1 28.8 19.4 9.4 34.7

60代 n=212 4.7 8.5 22.6 15.1 6.6 42.5

70歳以上 n=156 7.1 5.8 29.5 9.0 7.1 41.7

北部 n=141 4.3 6.4 28.4 17.0 11.3 32.6

中部 n=344 5.8 8.7 23.3 19.8 12.8 29.7

南部 n=312 6.4 6.7 32.4 16.7 10.9 26.9

宮古 n=46 10.9 8.7 23.9 10.9 6.5 39.1

八重山 n=58 13.8 5.2 17.2 19.0 22.4 22.4

その他の離島 n=120 3.3 5.0 22.5 20.0 9.2 40.0

性
別

年
代

地
域
別
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⑦ 「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト） 

「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト）は『参加・活用のしやすさ』（「や

や参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 33.6％である。 

年代では、10代の「参加・活用しやすい」が 30.7％と他年代より高い。 

 

 

図表46.「使ってみよう しまくとぅばナビ」（インターネットサイト） 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 5.5 4.9 21.8 13.5 16.3 37.8

女性 n=444 5.2 5.9 20.5 18.7 23.9 25.9

10代 n=53 9.4 13.2 13.2 22.6 26.4 15.1

20代 n=114 4.4 7.0 14.0 14.0 30.7 29.8

30代 n=150 8.0 2.7 24.0 18.7 24.7 22.0

40代 n=170 3.5 4.1 22.9 19.4 23.5 26.5

50代 n=170 2.9 2.9 21.8 18.8 15.9 37.6

60代 n=212 3.8 4.7 17.5 15.6 8.5 50.0

70歳以上 n=156 7.1 9.0 23.1 5.8 8.3 46.8

北部 n=141 3.5 5.7 24.8 11.3 17.7 36.9

中部 n=344 5.5 7.3 17.4 16.9 19.2 33.7

南部 n=312 5.1 5.1 20.5 17.3 17.9 34.0

宮古 n=46 6.5 2.2 23.9 17.4 8.7 41.3

八重山 n=58 6.9 5.2 19.0 13.8 27.6 27.6

その他の離島 n=120 2.5 1.7 22.5 15.8 13.3 44.2

性
別

年
代

地
域
別
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⑧ しまくとぅば普及ツール(一般用・50音表、カレンダー等)の作成と配布 

しまくとぅば普及ツール(一般用・50音表、カレンダー等)の作成と配布は『参加・活用のしや

すさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 41.2％である。 

年代では、30代の「参加・活用しやすい」が 33.3％で他年代より高い。 

 

 

図表47.しまくとぅば普及ツール(一般用・50 音表、カレンダー等)の作成と配布 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 4.3 4.0 17.2 19.4 19.4 35.7

女性 n=444 4.1 4.1 17.1 22.1 27.5 25.2

10代 n=53 7.5 11.3 20.8 20.8 28.3 11.3

20代 n=114 5.3 3.5 18.4 14.0 29.8 28.9

30代 n=150 4.7 2.7 18.0 20.7 33.3 20.7

40代 n=170 4.1 4.1 18.2 24.1 25.3 24.1

50代 n=170 2.4 4.1 12.9 21.2 22.4 37.1

60代 n=212 2.4 3.3 14.6 20.3 11.3 48.1

70歳以上 n=156 4.5 3.8 17.9 14.7 12.8 46.2

北部 n=141 2.1 4.3 17.0 17.0 25.5 34.0

中部 n=344 4.4 6.4 17.2 17.4 20.9 33.7

南部 n=312 3.8 2.9 16.3 23.1 22.4 31.4

宮古 n=46 6.5 2.2 10.9 26.1 15.2 39.1

八重山 n=58 6.9 1.7 17.2 19.0 29.3 25.9

その他の離島 n=120 1.7 1.7 18.3 17.5 17.5 43.3

性
別

年
代

地
域
別
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⑨ しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布 

しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布は『参加・活用のしやすさ』

（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 38.6％である。 

地域別では、八重山の「参加・活用しやすい」が 32.8％と他地域より高い。 

 

 

図表48.しまくとぅば普及ツール(教育用・読本、単語帳等)の作成と配布 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 4.6 3.7 20.0 18.8 15.7 37.2

女性 n=444 4.5 4.5 19.1 22.5 24.1 25.2

10代 n=53 9.4 13.2 17.0 26.4 18.9 15.1

20代 n=114 5.3 4.4 20.2 14.9 25.4 29.8

30代 n=150 5.3 2.7 22.7 22.0 26.7 20.7

40代 n=170 4.1 2.9 20.6 26.5 20.6 25.3

50代 n=170 2.4 2.9 17.1 20.0 20.0 37.6

60代 n=212 2.8 4.2 14.6 17.5 13.2 47.6

70歳以上 n=156 5.1 3.8 17.9 14.1 12.8 46.2

北部 n=141 2.8 5.0 17.0 16.3 22.0 36.9

中部 n=344 4.4 6.4 18.3 18.6 18.6 33.7

南部 n=312 4.5 1.9 19.6 25.3 16.7 32.1

宮古 n=46 6.5 2.2 17.4 21.7 13.0 39.1

八重山 n=58 5.2 3.4 19.0 17.2 32.8 22.4

その他の離島 n=120 3.3 2.5 19.2 12.5 19.2 43.3

性
別

年
代

地
域
別
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※「どちらともいえない」を除いた平均スコア 
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（24） 問 18. 今後、普及継承していくため取組で「すべきと思うもの」をお答えください。 

（○はいくつでも） 

取組の認知度は「学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施」が 40.0％で最も高く、次いで「テ

レビ、ラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用」が 35.1％、「SNS など、Web 活用を通じたしま

くとぅばに関する情報発信」が 27.4％である。 

年代では、「学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施」が 10代、20 代で半数を超える。 

 

 

図表49.普及継承・各取組について 

 

 

（％）

学校の総合学習な
どでのしまくとぅ

ば教育の実施

しまくとぅば講座
の開設

官公庁等でのしま
くとぅばの使用

民間企業でのしま
くとぅばの使用

テレビ、ラジオな
どマスコミにおけ
るしまくとぅばの

使用

SNSなど、Web活用
を通じたしまく

とぅばに関する情
報発信

その他 無回答

男性 n=325 38.2 20.6 13.2 15.7 33.2 25.2 3.7 47.7

女性 n=444 49.1 27.0 11.0 11.0 41.9 36.5 4.7 35.8

10代 n=53 52.8 28.3 1.9 7.5 39.6 37.7 3.8 26.4

20代 n=114 50.9 21.9 10.5 18.4 41.2 43.9 6.1 30.7

30代 n=150 49.3 26.0 16.0 19.3 47.3 46.0 3.3 32.0

40代 n=170 46.5 24.1 14.1 12.4 38.2 32.4 3.5 41.8

50代 n=170 40.6 24.1 10.6 10.0 36.5 22.4 3.5 48.8

60代 n=212 31.1 20.8 10.8 7.5 28.3 14.6 4.7 56.6

70歳以上 n=156 24.4 17.9 9.0 9.6 23.1 12.8 5.1 64.1

北部 n=141 35.5 19.1 7.8 8.5 34.8 24.1 2.8 53.2

中部 n=344 37.8 23.5 10.8 11.3 34.6 27.0 4.1 45.6

南部 n=312 44.9 24.0 14.1 15.4 40.1 32.1 5.1 40.1

宮古 n=46 32.6 21.7 6.5 4.3 21.7 15.2 2.2 56.5

八重山 n=58 46.6 27.6 20.7 20.7 34.5 32.8 8.6 41.4

その他の離島 n=120 40.8 19.2 7.5 8.3 31.7 24.2 3.3 51.7

性
別

年
代

地
域
別
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［1］ 問 18. 普及継承していくため各取組の効果度 

① 学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施 

学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）

の割合が 66.3％である。 

年代では、「効果的」が 10 代から 30 代で 4割を超える。 

 

 

図表50.学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.4 0.9 14.2 26.5 35.7 19.4

女性 n=444 2.5 2.3 9.2 32.2 40.3 13.5

10代 n=53 1.9 3.8 11.3 30.2 47.2 5.7

20代 n=114 3.5 1.8 8.8 28.1 43.9 14.0

30代 n=150 5.3 2.0 10.7 31.3 40.7 10.0

40代 n=170 1.2 1.2 12.4 35.3 37.6 12.4

50代 n=170 1.8 1.8 8.8 30.0 38.8 18.8

60代 n=212 2.8 1.4 14.6 26.4 31.6 23.1

70歳以上 n=156 3.2 1.3 12.2 26.9 28.8 27.6

北部 n=141 2.1 0.7 14.9 24.8 39.7 17.7

中部 n=344 2.6 2.3 12.8 30.5 33.4 18.3

南部 n=312 3.2 1.6 9.3 30.1 41.3 14.4

宮古 n=46 6.5 - 15.2 19.6 34.8 23.9

八重山 n=58 1.7 1.7 10.3 27.6 44.8 13.8

その他の離島 n=120 2.5 1.7 9.2 36.7 26.7 23.3

性
別

年
代

地
域
別
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② しまくとぅば講座の開設 

しまくとぅば講座の開設は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が52.6％である。 

地域別では、八重山の『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）が、63.8％と他地域より高い。 

 

 

図表51.しまくとぅば講座の開設 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 3.7 4.3 24.0 25.2 17.8 24.9

女性 n=444 2.9 3.6 14.4 37.8 23.6 17.6

10代 n=53 1.9 5.7 20.8 32.1 26.4 13.2

20代 n=114 4.4 5.3 23.7 28.9 21.1 16.7

30代 n=150 4.0 6.7 20.7 29.3 26.0 13.3

40代 n=170 4.7 2.4 20.0 36.5 20.6 15.9

50代 n=170 1.8 2.4 18.2 34.7 20.0 22.9

60代 n=212 2.4 1.4 16.5 28.3 20.3 31.1

70歳以上 n=156 3.2 3.2 9.6 28.2 21.8 34.0

北部 n=141 2.8 0.7 17.7 31.2 23.4 24.1

中部 n=344 2.9 4.9 17.4 32.6 21.2 20.9

南部 n=312 3.5 4.2 19.6 28.5 22.8 21.5

宮古 n=46 6.5 2.2 21.7 23.9 21.7 23.9

八重山 n=58 3.4 1.7 12.1 37.9 25.9 19.0

その他の離島 n=120 2.5 1.7 17.5 33.3 15.0 30.0

性
別

年
代

地
域
別
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③ 官公庁等でのしまくとぅばの使用 

官公庁等でのしまくとぅばの使用は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 29.4％

である。 

年代では、10代の『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）が 41.5％で他年代より高い。 

 

 

図表52.官公庁等でのしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 8.3 5.8 28.6 16.6 13.2 27.4

女性 n=444 8.6 5.4 34.9 19.1 11.7 20.3

10代 n=53 9.4 5.7 30.2 32.1 9.4 13.2

20代 n=114 7.9 5.3 33.3 21.1 10.5 21.9

30代 n=150 13.3 8.7 38.0 7.3 16.7 16.0

40代 n=170 7.6 5.3 40.6 18.2 11.8 16.5

50代 n=170 7.1 5.9 27.6 19.4 14.7 25.3

60代 n=212 4.2 6.6 27.4 14.2 11.3 36.3

70歳以上 n=156 5.1 2.6 24.4 16.7 11.5 39.7

北部 n=141 5.7 4.3 32.6 16.3 16.3 24.8

中部 n=344 7.3 6.7 33.4 16.6 10.5 25.6

南部 n=312 9.6 5.4 30.1 16.3 13.8 24.7

宮古 n=46 6.5 4.3 39.1 13.0 6.5 30.4

八重山 n=58 10.3 6.9 19.0 15.5 24.1 24.1

その他の離島 n=120 3.3 5.8 29.2 21.7 8.3 31.7

性
別

年
代

地
域
別
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④ 民間企業でのしまくとぅばの使用 

民間企業でのしまくとぅばの使用は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 33.4％

である。 

地域別では、八重山の「効果的」が 27.6％で他地域より高い。 

 

 

図表53.民間企業でのしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 8.0 3.7 28.6 16.6 15.4 27.7

女性 n=444 8.1 4.7 32.0 22.5 12.6 20.0

10代 n=53 9.4 3.8 30.2 28.3 15.1 13.2

20代 n=114 7.0 6.1 28.1 24.6 14.0 20.2

30代 n=150 12.7 6.0 32.7 16.0 17.3 15.3

40代 n=170 7.6 4.7 37.1 23.5 10.0 17.1

50代 n=170 6.5 5.3 29.4 19.4 14.1 25.3

60代 n=212 4.7 3.8 25.9 16.0 11.8 37.7

70歳以上 n=156 5.8 3.2 17.3 18.6 15.4 39.7

北部 n=141 5.0 2.1 31.2 21.3 14.9 25.5

中部 n=344 6.4 7.0 28.8 19.8 12.5 25.6

南部 n=312 10.6 4.2 26.6 18.6 15.1 25.0

宮古 n=46 6.5 2.2 32.6 21.7 6.5 30.4

八重山 n=58 10.3 6.9 20.7 10.3 27.6 24.1

その他の離島 n=120 3.3 2.5 30.0 25.0 8.3 30.8

性
別

年
代

地
域
別
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⑤ テレビ、ラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用 

テレビやラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用は『効果がある』（「やや効果的」+

「効果的」）の割合が 64.5％である。 

年代では、10代の『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）が、81.1％と 8割を超える。 

 

 

図表54.テレビやラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 2.5 3.7 16.6 24.0 32.0 21.2

女性 n=444 1.8 0.7 9.2 35.6 38.1 14.6

10代 n=53 1.9 1.9 5.7 50.9 30.2 9.4

20代 n=114 2.6 3.5 13.2 28.9 36.0 15.8

30代 n=150 2.7 2.0 12.0 34.0 38.7 10.7

40代 n=170 2.4 1.8 11.8 34.7 37.1 12.4

50代 n=170 - 3.5 9.4 32.4 35.9 18.8

60代 n=212 4.2 0.9 14.6 26.9 29.7 23.6

70歳以上 n=156 1.3 2.6 13.5 20.5 30.1 32.1

北部 n=141 2.1 - 16.3 31.2 34.8 15.6

中部 n=344 2.0 3.5 11.9 29.4 34.6 18.6

南部 n=312 2.2 2.6 12.2 33.7 34.0 15.4

宮古 n=46 6.5 - 19.6 26.1 23.9 23.9

八重山 n=58 1.7 1.7 1.7 24.1 46.6 24.1

その他の離島 n=120 1.7 1.7 8.3 30.8 29.2 28.3

性
別

年
代

地
域
別
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⑥ SNS など、Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信 

SNS など Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信は『効果がある』（「やや効果的」+「効

果的」）の割合が 53.2％である。 

地域別では、八重山の「効果的」が 34.5％と他地域より高い。 

 

 

図表55.SNS など Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 4.3 3.1 20.0 23.4 24.3 24.9

女性 n=444 1.4 2.5 15.8 29.5 32.9 18.0

10代 n=53 3.8 1.9 11.3 43.4 30.2 9.4

20代 n=114 2.6 1.8 18.4 28.1 33.3 15.8

30代 n=150 4.0 2.0 15.3 22.7 44.7 11.3

40代 n=170 1.2 5.3 15.3 30.0 34.1 14.1

50代 n=170 1.2 2.9 17.1 31.8 23.5 23.5

60代 n=212 4.2 1.9 18.9 18.9 20.8 35.4

70歳以上 n=156 3.2 2.6 17.3 17.3 15.4 44.2

北部 n=141 2.1 1.4 22.0 25.5 27.0 22.0

中部 n=344 2.3 4.1 15.4 26.5 29.7 22.1

南部 n=312 4.2 1.6 19.2 25.6 27.2 22.1

宮古 n=46 6.5 4.3 19.6 15.2 21.7 32.6

八重山 n=58 1.7 3.4 12.1 17.2 34.5 31.0

その他の離島 n=120 0.8 2.5 10.0 29.2 25.0 32.5

性
別

年
代

地
域
別
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⑦ その他 

その他は『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）の割合が 6.7％である。 

年代では、10代の『効果がある』（「やや効果的」+「効果的」）が、13.2％と他年代より高い。 

 

 

図表56.その他 

 

 

（％）

効果はない
やや効果は

ない
どちらでも

ない
やや効果的 効果的 無回答

男性 n=325 2.5 0.9 20.9 2.2 4.0 69.5

女性 n=444 3.8 0.5 27.5 5.2 5.0 58.1

10代 n=53 3.8 1.9 37.7 5.7 7.5 43.4

20代 n=114 4.4 0.9 31.6 5.3 5.3 52.6

30代 n=150 5.3 - 34.0 0.7 6.0 54.0

40代 n=170 2.4 1.2 27.1 5.3 3.5 60.6

50代 n=170 1.2 0.6 15.3 2.4 2.4 78.2

60代 n=212 1.9 - 5.2 2.4 1.9 88.7

70歳以上 n=156 0.6 - 1.3 2.6 2.6 92.9

北部 n=141 1.4 - 14.9 - 5.7 78.0

中部 n=344 1.7 0.9 19.5 3.2 2.6 72.1

南部 n=312 2.2 0.6 21.8 3.5 3.5 68.3

宮古 n=46 8.7 - 15.2 2.2 - 73.9

八重山 n=58 6.9 - 19.0 1.7 5.2 67.2

その他の離島 n=120 2.5 - 15.0 6.7 5.0 70.8

性
別

年
代

地
域
別
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※「どちらでもない」を除いた平均スコア 
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［2］ 問 18. 取組みの参加・活用のしやすさ 

① 学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施 

学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活

用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 50.7％である。 

地域別では、八重山の「参加・活用しやすい」が 37.9％と他地域より高い。 

 

 

図表57.学校の総合学習などでのしまくとぅば教育の実施 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 3.7 1.5 18.5 18.5 28.3 29.5

女性 n=444 4.5 2.9 13.5 21.4 36.0 21.6

10代 n=53 5.7 - 18.9 17.0 47.2 11.3

20代 n=114 4.4 - 10.5 21.1 41.2 22.8

30代 n=150 5.3 - 12.0 26.0 40.7 16.0

40代 n=170 4.1 2.4 16.5 23.5 33.5 20.0

50代 n=170 4.1 2.4 14.7 21.2 26.5 31.2

60代 n=212 1.9 4.7 14.2 19.8 20.8 38.7

70歳以上 n=156 3.2 2.6 17.3 16.7 17.3 42.9

北部 n=141 2.8 1.4 19.9 18.4 27.7 29.8

中部 n=344 3.2 2.9 13.1 22.1 30.2 28.5

南部 n=312 3.8 2.2 15.1 21.8 33.0 24.0

宮古 n=46 4.3 - 19.6 19.6 19.6 37.0

八重山 n=58 10.3 3.4 13.8 13.8 37.9 20.7

その他の離島 n=120 2.5 1.7 10.8 23.3 22.5 39.2

性
別

年
代

地
域
別
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② しまくとぅば講座の開設 

しまくとぅば講座の開設は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活

用しやすい」）の割合が 36.3％である。 

地域別では、八重山の『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用し

やすい」）が、44.8％と他地域より高い。 

 

 

図表58.しまくとぅば講座の開設 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 4.6 5.8 27.7 20.6 8.3 32.9

女性 n=444 5.2 6.1 20.7 29.5 14.2 24.3

10代 n=53 5.7 7.5 28.3 24.5 17.0 17.0

20代 n=114 9.6 2.6 21.9 28.9 13.2 23.7

30代 n=150 5.3 9.3 22.7 28.7 15.3 18.7

40代 n=170 4.7 4.7 29.4 26.5 11.2 23.5

50代 n=170 2.4 4.1 27.1 22.4 12.4 31.8

60代 n=212 2.4 5.2 16.0 22.6 10.8 42.9

70歳以上 n=156 4.5 3.2 16.7 19.9 9.0 46.8

北部 n=141 2.8 2.1 24.8 24.1 13.5 32.6

中部 n=344 4.1 5.8 22.7 25.0 12.5 29.9

南部 n=312 5.1 6.7 24.0 22.1 13.5 28.5

宮古 n=46 6.5 2.2 19.6 26.1 8.7 37.0

八重山 n=58 5.2 3.4 20.7 31.0 13.8 25.9

その他の離島 n=120 4.2 4.2 17.5 26.7 5.8 41.7

性
別

年
代

地
域
別
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③ 官公庁等でのしまくとぅばの使用 

官公庁等でのしまくとぅばの使用は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+

「参加・活用しやすい」）の割合が 19.3％である。 

地域別では、八重山の「参加・活用しやすい」が 15.5％と他地域より高い。 

 

 

図表59.官公庁等でのしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 8.6 4.9 32.3 9.2 8.9 36.0

女性 n=444 11.0 8.1 34.0 13.3 7.4 26.1

10代 n=53 9.4 9.4 43.4 11.3 9.4 17.0

20代 n=114 14.9 4.4 33.3 12.3 7.9 27.2

30代 n=150 16.7 9.3 32.7 10.0 10.7 20.7

40代 n=170 6.5 8.2 44.7 11.8 5.3 23.5

50代 n=170 7.6 3.5 32.9 12.4 8.2 35.3

60代 n=212 4.7 6.6 20.8 14.6 6.6 46.7

70歳以上 n=156 5.1 2.6 23.7 10.9 5.1 52.6

北部 n=141 4.3 4.3 37.6 13.5 6.4 34.0

中部 n=344 8.7 5.5 34.3 11.0 7.6 32.8

南部 n=312 11.9 8.0 29.5 11.2 7.1 32.4

宮古 n=46 6.5 4.3 30.4 10.9 4.3 43.5

八重山 n=58 10.3 5.2 25.9 12.1 15.5 31.0

その他の離島 n=120 4.2 6.7 25.0 16.7 5.8 41.7

性
別

年
代

地
域
別
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④ 民間企業でのしまくとぅばの使用 

民間企業でのしまくとぅばの使用は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+

「参加・活用しやすい」）の割合が 22.8％である。 

地域別では、八重山の「参加・活用しやすい」が、20.7％と他地域より高い。 

 

 

図表60.民間企業でのしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 7.7 5.8 27.4 12.6 10.8 35.7

女性 n=444 11.0 6.3 32.0 15.1 9.0 26.6

10代 n=53 7.5 5.7 39.6 15.1 13.2 18.9

20代 n=114 12.3 3.5 27.2 21.1 9.6 26.3

30代 n=150 14.7 7.3 32.0 15.3 10.0 20.7

40代 n=170 8.2 7.1 41.8 10.0 8.2 24.7

50代 n=170 6.5 5.3 27.6 14.7 9.4 36.5

60代 n=212 5.2 5.7 20.8 14.2 7.5 46.7

70歳以上 n=156 3.8 4.5 19.9 10.9 7.7 53.2

北部 n=141 3.5 4.3 31.9 14.9 10.6 34.8

中部 n=344 8.4 7.3 29.9 11.6 9.6 33.1

南部 n=312 11.9 5.1 26.9 15.7 8.0 32.4

宮古 n=46 6.5 2.2 32.6 13.0 2.2 43.5

八重山 n=58 8.6 6.9 22.4 8.6 20.7 32.8

その他の離島 n=120 2.5 5.0 27.5 18.3 4.2 42.5

性
別

年
代

地
域
別
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⑤ テレビ、ラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用 

テレビやラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用は『参加・活用のしやすさ』（「やや

参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 50.7％である。 

性別では、『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）が、

女性 61.5％、男性 42.8％より 18.7 ポイント高い。 

 

 

図表61.テレビやラジオなどマスコミにおけるしまくとぅばの使用 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 3.4 2.8 20.0 19.7 23.1 31.1

女性 n=444 3.2 1.4 12.8 32.9 28.6 21.2

10代 n=53 - 5.7 17.0 30.2 32.1 15.1

20代 n=114 4.4 1.8 11.4 36.0 22.8 23.7

30代 n=150 4.0 0.7 15.3 31.3 32.7 16.0

40代 n=170 2.9 1.2 17.6 30.6 27.6 20.0

50代 n=170 1.2 1.8 17.6 24.7 23.5 31.2

60代 n=212 3.8 1.4 14.2 26.9 17.0 36.8

70歳以上 n=156 4.5 1.3 16.7 12.8 19.9 44.9

北部 n=141 1.4 2.1 20.6 23.4 26.2 26.2

中部 n=344 3.2 1.5 15.4 27.0 24.4 28.5

南部 n=312 4.8 1.9 15.4 29.2 25.3 23.4

宮古 n=46 4.3 - 17.4 19.6 19.6 39.1

八重山 n=58 1.7 - 13.8 25.9 27.6 31.0

その他の離島 n=120 0.8 1.7 12.5 28.3 15.8 40.8

性
別

年
代

地
域
別
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⑥ SNS など、Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信 

SNS など Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信は『参加・活用のしやすさ』（「やや

参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の割合が 42.6％である。 

性別では「参加・活用しやすい」が、女性 28.4％、男性 18.2％より 10.2 ポイント高い。 

 

 

図表62.SNS など Web 活用を通じたしまくとぅばに関する情報発信 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 4.9 3.4 21.8 18.2 18.2 33.5

女性 n=444 2.7 3.2 17.8 24.3 28.4 23.6

10代 n=53 3.8 1.9 20.8 30.2 30.2 13.2

20代 n=114 4.4 1.8 14.9 23.7 31.6 23.7

30代 n=150 4.7 - 17.3 22.7 38.7 16.7

40代 n=170 1.2 5.3 18.8 25.3 27.1 22.4

50代 n=170 1.8 2.9 21.2 20.0 21.8 32.4

60代 n=212 4.7 4.2 16.5 19.8 9.9 44.8

70歳以上 n=156 5.8 1.9 19.9 10.3 8.3 53.8

北部 n=141 4.3 1.4 24.8 18.4 19.1 31.9

中部 n=344 2.9 4.1 17.4 20.3 24.4 30.8

南部 n=312 5.1 2.2 16.7 23.1 24.7 28.2

宮古 n=46 4.3 4.3 15.2 15.2 17.4 43.5

八重山 n=58 1.7 3.4 22.4 13.8 24.1 34.5

その他の離島 n=120 0.8 2.5 17.5 22.5 13.3 43.3

性
別

年
代

地
域
別
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⑦ その他 

その他は『参加・活用のしやすさ』（「やや参加・活用しやすい」+「参加・活用しやすい」）の

割合が 5.5％である。 

年代では、10代の「参加・活用しやすい」が 9.4％で他年代より高い。 

 

 

図表63.その他 

 

 

（％）

参加・活用し
にくい

やや参加・活
用しにくい

どちらとも言
えない

やや参加・活
用しやすい

参加・活用し
やすい

無回答

男性 n=325 3.1 0.9 20.3 1.8 3.7 70.2

女性 n=444 3.6 0.2 29.5 3.8 4.3 58.6

10代 n=53 - - 45.3 1.9 9.4 43.4

20代 n=114 7.0 0.9 29.8 4.4 5.3 52.6

30代 n=150 4.7 0.7 33.3 2.0 5.3 54.0

40代 n=170 3.5 1.2 28.8 2.9 2.4 61.2

50代 n=170 1.2 - 15.3 2.9 1.8 78.8

60代 n=212 1.4 - 6.6 0.9 1.9 89.2

70歳以上 n=156 0.6 - 1.9 1.9 1.9 93.6

北部 n=141 1.4 - 15.6 - 5.0 78.0

中部 n=344 2.0 0.9 19.8 2.9 2.3 72.1

南部 n=312 2.6 - 22.1 2.9 3.2 69.2

宮古 n=46 8.7 - 15.2 2.2 - 73.9

八重山 n=58 3.4 - 22.4 - 6.9 67.2

その他の離島 n=120 3.3 0.8 17.5 3.3 3.3 71.7

性
別

年
代

地
域
別
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※「どちらともいえない」を除いた平均スコア 


