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(1)本事業の目的

京都府を訪れた観光客に対し、観光庁の「観光入込客統計に関する共通基準」による入込状況調査、及び、府内での観光

行動や満足度評価等を把握することにより、京都府、及び、各エリアの観光推進団体の施策展開に資するデータ収集・分析を行

う。

(2)令和２年度京都府観光動向調査について

１．調査概要

新型コロナウィルスの感染拡大による移動制限、「GoToトラベル」等の割引事業の実施を背景に、今年度の旅行者の行動は

例年とは大きく異なるものとなり、観光動向調査の実施も社会状況に合わせる形で行った。さらに、2021年1月に京都府を含む

11都府県での緊急事態宣言が発令され、冬季の調査も3月とイレギュラーなタイミングでの調査となったことから、本報告書は次

年度に向けた戦略的資料に資することを目的に、夏季調査(2020年9月21日-22日実施）、秋季調査（同年11月21日-

23日実施）分を用いて分析を行った。

【外国人旅行者調査】

インバウンドは途絶えたままであり、夏季・秋季調査においては、対象地点において外国人来訪者へのアプローチは計画通り行っ

たものの、本エリアにおける回収数は夏季、秋季合わせて7s(日本国内居住者:6s／無回答1s）であったことから、外国人のサ

ンプルは本分析からは除外している。

今年度の調査は、コロナ禍での調査であったこと、「GoToトラベル」等の影響など、例年とは比較できない状況下での調査であり、

当初企画していた収束状況の把握も行うことができなかったため、コロナ禍での旅行意識・行動等の変化を時系列で追った外部

調査の結果を加え、エリアの現状と検討課題を整理した。



調査設計

調査対象者

●調査地点を訪れた一般男女

●同一エリアの居住者を除く

※ファミリー、カップル、グループ、団体ツアー客等、同行者扱いとなる複数人での来訪者は１名のみを対象とする。

調査手法

●調査員が対面により設問の回答方法等の説明を行いながら、回答者自身に記入してもらう

自計方式でアンケートを実施。

●「調査実施マニュアル」により感染対策を徹底。

●ペーパーのアンケート用紙の使用を基本とするが、個人のスマホからアクセスし回答可能な

WEB調査画面も設置。

調査地点 ●海の京都（7地点）

サンプルサイズ

●（今回分析分）夏調査：356s 秋調査：314s 計670s

詳細は次頁参照

※外国人アンケートは7s（日本在住6s/無回答1s）を回収しているが本分析からは除いている

調査日時
夏季調査：2020年9月21日-22日

秋季調査：2020年11月21日-23日
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(3)調査設計

１．調査概要



5

(3)調査設計／調査地点別回収数

１．調査概要

合計 夏季 秋季

合計 670 356 314 (s)

伊根町観光案内所 118 60 58

天橋立ビューランド 120 60 60

丹後王国「食のみやこ」 114 60 54

舞鶴港とれとれｾﾝﾀｰ 116 57 59

ちりめん街道等 38 30 8

あやべグンゼスクエア 56 36 20

福知山城(郷土資料館) 108 53 55

*森の京都
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2/27 小中高全校休校要請

3/13 改正インフルエンザ特措法が成立（緊急事態宣言の発令が可能に）

3/24 東京オリンピック延期決定、2021年夏開催へ

4/7 京都府を含む7都府県で緊急事態宣言発令、5/6まで

4/16 緊急事態宣言を全国に拡大

5/4 緊急事態宣言の延長が決定、5/31まで

5/14  39県の緊急事態宣言解除(京都府を含む8都道府県を除く)

5/21 京都府を含む3府県の緊急事態宣言を解除

5/25  全国の緊急事態宣言を解除

6/19  県境をまたぐ移動を全面的に解除

7/22 GoToトラベル キャンペーン開始（東京を除く）

9/19 イベント制限緩和。一部施設で収容人数一杯の集客が可能に

10/1 ビジネスや留学など中長期滞在者の入国制限緩和

10/1 GoToトラベル キャンペーン 東京が対象となる

12/1 大阪府「医療非常事態宣言」

1/7 1都3県に緊急事態宣言発令、2/7まで

1/13 京都府を含む7府県にも緊急事態宣言を拡大、2/7まで

2/2 京都府を含む10都府県の緊急事態宣言の延長が決定、3/7まで

2/28 京都府を含む6府県の緊急事態宣言解除

夏季調査

秋季調査

１．調査概要

(4)2020年の社会状況と調査実施期間
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１．調査概要

(5)京都府における新型コロナウィルス感染者数の推移



京都府

居住者計
夏季 秋季

京都府

居住者計
夏季 秋季

合計 162 91 71 合計 162 91 71 (s)

京都市 66 37 29 向日市 4 4 0

舞鶴市 15 5 10 八幡市 4 3 1

福知山市 14 7 7 京田辺市 4 2 2

亀岡市 11 6 5 城陽市 3 2 1

宇治市 10 6 4 京丹後市 1 1 0

長岡京市 6 2 4 木津川市 1 1 0

綾部市 5 4 1 笠置町 1 0 1

宮津市 5 4 1 精華町 1 0 1

南丹市 5 4 1 京丹波町 1 1 0

無回答 142 77 65
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２．主要結果 (1)対象者プロフィールの変化

(1)対象者プロフィールの変化

➢対象者の居住地は、夏季調査(9月）では京都府を含む関西圏が82.1％を占めたが、東京がGoToトラベルキャンペーンの対象に含ま
れた秋季調査(11月)では関東、中部からの来訪者の構成が高まっている。
※GoToトラベル： 7/22 東京を除き開始 10/1東京が対象に含まれる）

➢夏季調査の男女比は半々であったが、秋季は男性が57.0％を占めている。年齢構成は、秋季調査では夏季と比べ29歳以下の構成が
高くなっているが、性別・年代構成ともに2019年と大きな差は見られない。

京都市居住者／居住地
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２．主要結果 (2)旅行意識・行動の変化

(2)旅行意識・行動の変化 ①宿泊の有無／来訪目的／同行者人数／同行者続柄

➢夏季調査では日帰りが65.4％を占めていたが、秋季調査では宿泊が60.2％を占めている。旅行目的はいずれの調査も「観光」が中心。
同行者人数は夏季・秋季とも２人が半数程度、３人以上が3割台で、「家族」旅行が中心となっている。

➢いずれの指標も2019年度の結果との大きな差は見られない。
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２．主要結果 (2)旅行意識・行動の変化

(2)-②調査地点前後の立ち寄り場所

➢海の京都内の調査地点の前後に立ち寄った観光地・スポットは以下の通り。

夏季(n=356)

府外計 28 府内計 57 府内計 57 府外計 10 (s)

兵庫県 19 宮津市 20 宮津市 27 兵庫県 6

福井県 2 京丹後市 11 調査地点 京丹後市 13 滋賀県 2

北海道 1 舞鶴市 5 舞鶴市 4 岐阜県 1

石川県 1 伊根町 5 京都市 3 鳥取県 1

愛知県 1 京都市 4 伊根町 3

滋賀県 1 福知山市 4 亀岡市 2

大阪府 1 京丹波町 3 福知山市 1

奈良県 1 与謝野町 2 南丹市 1

島根県 1 綾部市 1 和束町 1

亀岡市 1 精華町 1

和束町 1 京丹波町 1

ここに来る前にいた観光地 これから行く予定の観光地

秋季(n=314)

府外計 19 府内計 56 府内計 57 府外計 33 (s)

兵庫県 15 宮津市 24 舞鶴市 14 兵庫県 13

岡山県 2 舞鶴市 11 調査地点 京都市 13 福井県 9

福井県 1 京都市 7 宮津市 13 大阪府 4

島根県 1 京丹後市 7 京丹後市 9 石川県 1

伊根町 5 和束町 3 岐阜県 1

福知山市 1 福知山市 2 愛知県 1

綾部市 1 伊根町 2 三重県 1

亀岡市 1 滋賀県 1

鳥取県 1

山口県 1

ここに来る前にいた観光地 これから行く予定の観光地
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(2)-③他の訪問地検討の有無

➢日帰り中心の夏季調査で他の訪問地を検討した人は17.1％程度であったのに対し、宿泊旅行が6割を占めた秋季では38.2％
が検討したとしている。

➢検討した地域としては、夏季、秋季とも「京都以外の近畿地方の都市」が最も多く、秋季では半数を占めている。

２．主要結果 (2)旅行意識・行動の変化

※他地域検討者ベース
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(2)-④旅行動機／割引事業の利用状況

➢旅行動機は、夏季調査では「三密を避けて旅行が楽しめる施設・エリア」が34.6％トップとなっているが、秋季調査(11月)になると
「GoToラベル等割引事業の実施」が54.8％と大きく増加している。

➢割引事業の利用状況を見ると、夏季調査では63.3％、秋季調査では92.1％と大半が利用している。

２．主要結果 (2)旅行意識・行動の変化

※「GoToトラベル等の割引事業の実施」回答者ベース
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２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析

(3)旅行意識・行動の属性別分析 ①日帰り・宿泊構成

➢性×年代別の傾向を見ると、29歳以下の男女と女性30代で宿泊者が日帰りを上回っており、特に女性29歳以下では宿泊が68.9％
を占めている。
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(3)-②来訪目的

➢来訪目的はいずれの属性においても「観光」が大半を占めている。

➣関東圏居住者では、「帰省・友人訪問」が8.7％と他エリアと比べ多くなっている。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析
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(3)-③他訪問地の検討状況

➢他の訪問地を検討しいた人は男性60歳以上で38.1％と他の属性を大きく上回っている。また、居住地別ではサンプル数が少ない
ため参考値ではあるが、関東圏、中京圏を除く東日本、関西圏を除く西日本居住者で、他地域との検討者が多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



ｎ 家族 友人

職場・学校

等の団体

旅行

その他 無回答

565       80.0      14.3      0.2        0.5        5.7        (%)

男性 299       79.9      14.7      -            -            5.7        

女性 249       81.5      13.7      0.4        1.2        4.4        

男性29歳以下 37         54.1      43.2      -            -            2.7        

男性30代 36         72.2      19.4      -            -            8.3        

男性40代 46         89.1      2.2        -            -            8.7        

男性50代 69         81.2      11.6      -            -            8.7        

男性60歳以上 100       89.0      8.0        -            -            3.0        

女性29歳以下 38         63.2      34.2      -            2.6        -            

女性30代 37         75.7      18.9      2.7        -            5.4        

女性40代 58         86.2      10.3      -            1.7        5.2        

女性50代 59         93.2      1.7        -            -            5.1        

女性60歳以上 52         78.8      13.5      -            1.9        5.8        

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別

性別×年代別

ｎ 家族 友人

職場・学校

等の団体

旅行

その他 無回答

565       80.0      14.3      0.2        0.5        5.7        (%)

京都府 131       78.6      12.2      0.8        -            9.2        

関西圏 308       80.5      14.6      -            0.6        4.9        

関東圏 35         88.6      11.4      -            -            2.9        

中京圏 45         77.8      11.1      -            2.2        8.9        

その他東日本 18         77.8      22.2      -            -            -            

その他西日本 27         74.1      25.9      -            -            -            

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

居住エリア

全体
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(3)-④同行者続柄

➢同行者は「家族」が全体の80.0％を占め、全ての性×年代層で最も多くなっているが、男性29歳以下では43.2％、女性29歳以下では
34.2％と比較的多くが「友人」と訪れている。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析
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(3)-➄同行者人数

➢同行者は「家族」が中心となっていることから、全体では「２人」が半数を占め、「3～4人」が3割となっているが、男性30代・40代
女性40代以下では3人以上での旅行者が「２人」を上回っている。（ファミリーでの来訪が多いことが窺える）

➢また、関東圏からの旅行者では「１人」が19.6％と比較的多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n
JR 新幹

線
JR在来線

私鉄・地

下鉄

京都丹後

鉄道
モノレール

貸切バス・

観光バス
高速バス 市内バス 市内電車

タクシー・ハ

イヤー
レンタカー

自家用

車、社用・

公用車

航空機

バイク・自

転車・徒

歩

船・フェリー その他 無回答

670      4.2       4.0       0.7       0.3       -           0.7       0.9       0.3       0.1       -           1.0       81.8     1.2       2.5       0.1       -           1.9       (%)

男性 351      4.3       4.3       -           0.6       -           0.6       1.1       -           -           -           0.9       82.3     1.1       2.8       -           -           2.0       

女性 295      4.4       4.1       1.7       -           -           1.0       0.7       0.3       0.3       -           1.4       82.4     1.4       0.7       0.3       -           1.4       

男性29歳以下 44        6.8       15.9     -           4.5       -           -           2.3       -           -           -           -           61.4     2.3       4.5       -           -           2.3       

男性30代 42        4.8       7.1       -           -           -           2.4       -           -           -           -           2.4       73.8     -           7.1       -           -           2.4       

男性40代 56        3.6       -           -           -           -           -           1.8       -           -           -           1.8       89.3     -           -           -           -           3.6       

男性50代 80        1.3       2.5       -           -           -           -           -           -           -           -           1.3       88.8     1.3       5.0       -           -           -           

男性60歳以上 118      5.1       2.5       -           -           -           0.8       1.7       -           -           -           -           85.6     1.7       0.8       -           -           1.7       

女性29歳以下 45        2.2       11.1     11.1     -           -           -           -           2.2       2.2       -           2.2       66.7     2.2       -           -           -           -           

女性30代 43        4.7       2.3       -           -           -           -           4.7       -           -           -           -           81.4     -           -           2.3       -           4.7       

女性40代 71        4.2       2.8       -           -           -           -           -           -           -           -           1.4       88.7     1.4       -           -           -           1.4       

女性50代 67        6.0       3.0       -           -           -           -           -           -           -           -           1.5       85.1     1.5       1.5       -           -           1.5       

女性60歳以上 63        4.8       3.2       -           -           -           4.8       -           -           -           -           1.6       82.5     1.6       1.6       -           -           -           

京都府 162      -           8.0       2.5       1.2       -           -           0.6       0.6       -           -           2.5       81.5     -           2.5       -           -           0.6       

関西圏 363      0.3       2.8       0.3       -           -           1.4       1.1       0.3       0.3       -           0.8       88.7     -           3.0       -           -           1.1       

関東圏 46        43.5     4.3       -           -           -           -           2.2       -           -           -           -           30.4     10.9     2.2       -           -           6.5       

中京圏 47        4.3       2.1       -           -           -           -           -           -           -           -           -           87.2     -           -           -           -           6.4       

その他東日本 22        -           4.5       -           -           -           -           -           -           -           -           -           86.4     9.1       -           -           -           -           

その他西日本 29        17.2     -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           69.0     3.4       3.4       3.4       -           3.4       

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別

性別×年代別

居住エリア
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(3)-⑥居住地からの交通手段

➢今回調査では関西圏からの来訪者が中心となっているため、居住地からの交通手段は「自家用車、車用、公用車」の利用が
81.8％と中心となっている。ただし、男女とも29歳以下では「自家用車」の利用が６割台と低く、JR在来線の利用者が比較
的多く見られる。

➢関東圏居住者は「JR新幹線」の利用が43.5％であるが、3割程度が「自家用車」を利用している。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n
JR 新幹

線
JR在来線

私鉄・地

下鉄

京都丹後

鉄道
モノレール

貸切バス・

観光バス
高速バス 市内バス 市内電車

タクシー・ハ

イヤー
レンタカー

自家用

車、社用・

公用車

航空機

バイク・自

転車・徒

歩

船・フェリー その他 無回答

670      -           3.7       0.3       0.7       -           0.7       0.4       1.8       -           -           4.8       81.3     -           4.0       -           -           2.1       (%)

男性 351      -           3.7       -           0.9       -           0.6       0.6       1.7       -           -           4.6       81.2     -           4.8       -           -           2.0       

女性 295      -           4.1       0.7       0.7       -           1.0       0.3       1.7       -           -           5.4       82.7     -           1.7       -           -           1.7       

男性29歳以下 44        -           -           -           -           -           -           -           11.4     -           -           13.6     65.9     -           6.8       -           -           2.3       

男性30代 42        -           7.1       -           -           -           2.4       -           2.4       -           -           4.8       73.8     -           9.5       -           -           -           

男性40代 56        -           3.6       -           1.8       -           -           -           -           -           -           1.8       87.5     -           1.8       -           -           3.6       

男性50代 80        -           3.8       -           -           -           -           -           -           -           -           2.5       83.8     -           10.0     -           -           -           

男性60歳以上 118      -           3.4       -           1.7       -           0.8       1.7       -           -           -           4.2       84.7     -           0.8       -           -           2.5       

女性29歳以下 45        -           8.9       4.4       2.2       -           -           -           2.2       -           -           13.3     64.4     -           4.4       -           -           -           

女性30代 43        -           2.3       -           -           -           -           2.3       4.7       -           -           -           83.7     -           -           -           -           7.0       

女性40代 71        -           4.2       -           -           -           -           -           -           -           -           4.2       88.7     -           1.4       -           -           1.4       

女性50代 67        -           3.0       -           -           -           -           -           1.5       -           -           7.5       85.1     -           1.5       -           -           1.5       

女性60歳以上 63        -           3.2       -           1.6       -           4.8       -           1.6       -           -           3.2       84.1     -           1.6       -           -           -           

京都府 162      -           5.6       1.2       1.2       -           -           -           3.7       -           -           3.1       80.2     -           3.7       -           -           1.2       

関西圏 363      -           1.1       -           0.3       -           1.4       0.8       1.4       -           -           2.2       87.1     -           5.0       -           -           0.8       

関東圏 46        -           21.7     -           4.3       -           -           -           -           -           -           26.1     39.1     -           2.2       -           -           6.5       

中京圏 47        -           2.1       -           -           -           -           -           -           -           -           2.1       85.1     -           2.1       -           -           8.5       

その他東日本 22        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           9.1       90.9     -           -           -           -           -           

その他西日本 29        -           3.4       -           -           -           -           -           3.4       -           -           13.8     72.4     -           3.4       -           -           3.4       

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別

性別×年代別

居住エリア
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(3)ｰ⑦調査地点への（エリア内）交通手段

➢調査地点への交通手段も「自家用車」が中心となっているが、男女とも29歳以下では「レンタカー」が1割強と比較的多く見られる
他、男性29歳以下では「市内バス」、女性29歳以下では「JR在来線」の利用者も1割程度見られる。

➢関東圏居住者は「レンタカー」が26.1％、「JR在来線」が21.7％となっている。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n

GoToトラベル

等割引事業

の実施

感染症対策

などコロナ禍で

の受入体制

三密を避けて

旅行が楽しめ

る施設・エリア

その他 無回答

670      41.9         4.5           29.1         21.2         14.2         (%)

男性 351      43.0         4.3           25.4         22.2         14.5         

女性 295      39.7         5.1           33.9         21.0         12.9         

男性29歳以下 44        40.9         -               31.8         20.5         11.4         

男性30代 42        42.9         2.4           33.3         16.7         14.3         

男性40代 56        42.9         1.8           23.2         28.6         10.7         

男性50代 80        40.0         6.3           18.8         22.5         20.0         

男性60歳以上 118      44.9         5.9           26.3         22.0         14.4         

女性29歳以下 45        53.3         2.2           44.4         8.9           6.7           

女性30代 43        53.5         9.3           23.3         20.9         9.3           

女性40代 71        33.8         2.8           42.3         19.7         7.0           

女性50代 67        32.8         3.0           28.4         23.9         23.9         

女性60歳以上 63        36.5         9.5           30.2         25.4         15.9         

京都府 162      33.3         6.2           30.2         26.5         17.3         

関西圏 363      40.2         4.4           32.5         17.4         15.2         

関東圏 46        69.6         2.2           13.0         19.6         4.3           

中京圏 47        51.1         2.1           19.1         25.5         10.6         

その他東日本 22        36.4         -               36.4         31.8         4.5           

その他西日本 29        55.2         6.9           13.8         27.6         13.8         

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

居住エリア

全体

性別

性別×年代別
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(3)-⑧旅行の動機

➢旅行動機としては、41.9％が「GoToトラベル等の割引事業の実施」を挙げており、特に女性29歳以下と30代で5割強と多く見られる他、
関東圏居住者では69.6％と他エリア居住者を大きく上回っている。

➢割引事業は全体の80.9％が利用しており、男性30代、女性29歳以下では9割以上と他の属性を大きく上回っている。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析

※「GoToトラベル等の割引事業の実施」回答者ベース
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(3)-⑨支払い方法

➢現地での決済方法は下表の通り。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析

n 現金
クレジット

カード

デビッド

カード

交通系IC

カード

スマート

フォン決済
ETCカード 無回答

670        80.7              35.1              0.4                3.7                5.2                24.0              3.4                （％）

男性 351        78.9              35.9              0.6                2.6                6.0                25.1              2.6                

女性 295        82.4              33.9              0.3                5.4                4.1                23.7              4.7                

男性29歳未満 44          79.5              34.1              2.3                6.8                11.4              18.2              4.5                

男性30代 42          81.0              47.6              -                    2.4                9.5                28.6              -                    

男性40代 56          80.4              42.9              -                    1.8                10.7              35.7              -                    

男性50代 80          73.8              33.8              -                    1.3                5.0                26.3              3.8                

男性60歳以上 118        80.5              30.5              0.8                2.5                1.7                22.9              3.4                

女性29歳未満 45          86.7              33.3              -                    8.9                6.7                20.0              2.2                

女性30代 43          83.7              27.9              -                    2.3                2.3                23.3              4.7                

女性40代 71          84.5              36.6              -                    2.8                7.0                28.2              5.6                

女性50代 67          79.1              40.3              -                    6.0                3.0                22.4              4.5                

女性60歳以上 63          79.4              31.7              1.6                7.9                1.6                22.2              4.8                

京都府 162        83.3              24.1              -                    1.9                5.6                21.0              4.9                

関西圏 363        81.5              34.2              0.8                3.0                3.9                26.4              2.5                

関東圏 46          63.0              63.0              -                    15.2              8.7                15.2              8.7                

中京圏 47          85.1              53.2              -                    2.1                8.5                29.8              2.1                

その他東日本 22          90.9              27.3              -                    -                    4.5                13.6              -                    

その他西日本 29          69.0              41.4              -                    10.3              10.3              24.1              3.4                

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別×年代別

性別×年代別

居住エリア
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(3)-⑩「もうひとつの京都」認知

➢「もうひとつの京都」は名称のみを含め24.2％が認知しており、内容までの認知者は13.0％程度となっている。
京都府居住者においても名称のみを含めた認知者は38.9％、内容までの認知者は24.7％に留まっている。

➢男性50代以上では内容までの認知者が2割程度と比較的多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n
家族・友

人
旅行会社

新聞・雑

誌

テレビ・ラジ

オ

旅行ガイ

ド・口コミサ

イト

その他Ｈ

Ｐ

Faceboo

k

Instagra

m
Twitter

その他

SNS

デジタルサ

イネージ

ポスター・

パンフレット

京都の観

光・物産

展

その他 無回答

670      30.9     1.3       6.9       16.6     11.5     14.2     0.9       2.5       0.6       0.9       -           3.3       3.7       18.5     4.8       (%)

男性 351      26.8     1.1       8.3       13.7     12.8     16.0     1.1       2.0       0.6       0.9       -           4.3       4.0       21.4     4.0       

女性 295      36.6     1.7       4.7       20.0     10.5     10.8     0.7       3.4       0.7       0.3       -           2.0       3.7       14.9     6.1       

男性29歳以下 44        31.8     -           6.8       11.4     15.9     18.2     2.3       4.5       2.3       2.3       -           4.5       -           6.8       6.8       

男性30代 42        21.4     2.4       2.4       9.5       11.9     23.8     -           2.4       2.4       2.4       -           -           9.5       28.6     2.4       

男性40代 56        23.2     -           8.9       19.6     12.5     8.9       1.8       -           -           -           -           1.8       7.1       28.6     5.4       

男性50代 80        21.3     1.3       10.0     11.3     13.8     18.8     -           1.3       -           -           -           6.3       2.5       25.0     2.5       

男性60歳以上 118      29.7     1.7       10.2     14.4     12.7     15.3     1.7       0.8       -           0.8       -           5.9       2.5       19.5     3.4       

女性29歳以下 45        44.4     -           8.9       22.2     11.1     15.6     -           13.3     2.2       -           -           2.2       -           6.7       2.2       

女性30代 43        46.5     4.7       -           11.6     4.7       9.3       -           4.7       -           -           -           7.0       4.7       9.3       9.3       

女性40代 71        39.4     -           4.2       11.3     14.1     12.7     1.4       1.4       -           -           -           -           7.0       18.3     5.6       

女性50代 67        37.3     -           3.0       26.9     10.4     9.0       -           1.5       1.5       -           -           1.5       3.0       10.4     9.0       

女性60歳以上 63        22.2     4.8       7.9       27.0     6.3       7.9       1.6       -           -           1.6       -           1.6       3.2       23.8     4.8       

京都府 162      33.3     -           6.8       9.3       4.9       13.0     1.9       2.5       1.2       0.6       -           4.9       3.1       25.9     6.8       

関西圏 363      28.1     1.4       5.5       19.8     12.7     14.0     0.6       2.8       0.3       1.1       -           2.5       3.9       17.9     4.4       

関東圏 46        37.0     4.3       6.5       21.7     8.7       15.2     -           4.3       -           -           -           8.7       4.3       15.2     4.3       

中京圏 47        34.0     2.1       12.8     14.9     19.1     19.1     2.1       2.1       -           -           -           2.1       6.4       10.6     4.3       

その他東日本 22        36.4     -           13.6     18.2     22.7     13.6     -           -           -           -           -           -           -           9.1       -           

その他西日本 29        31.0     3.4       10.3     10.3     17.2     13.8     -           -           3.4       3.4       -           -           3.4       10.3     3.4       

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

居住エリア

全体

性別

性別×年代別
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(3)-⑪訪問のきっかけ・情報源

➢「海の京都」訪問のきっかけとしては、「家族・友人」が30.9％で最も多く、以下、「テレビ・ラジオ」16.6％、「その他HP」
（旅行ガイド・口コミサイト以外）14.２％、「旅行ガイド・口コミサイト」11.5％の順となっている。

➢「家族・友人」は女性層に多く見られる他、「テレビ・ラジオ」は50代以上の女性で３割弱と比較的多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n

寺

院

・

神

社

名

所

・

旧

跡

桜

・

紅

葉

等

の

自

然

町

屋

・

街

並

み

等

の

郷

土

景

観

郷

土

芸

能

・

祭

り

伝

統

芸

能

文

化

鑑

賞

自

然

景

観

自

然

公

園

日

本

食

等

の

飲

食

買

物

体

験

プ

ロ

グ

ラ

ム

ツ

ア

|

等

博

物

館

・

美

術

館

資

料

館

ス

ポ

|

ツ

山

で

の

ア

ウ

ト

ド

ア

海

・

川

で

の

ア

ウ

ト

ド

ア

夜

観

光
(

花

火

・

ｲ

ﾙ

ﾐ

ﾈ

ｰ
ｼ

ｮ

ﾝ

等

)

宿

泊

施

設

温

泉

、

入

浴

施

設

マ

ン

ガ

・

ア

ニ

メ

の

聖

地

巡

礼

人

力

車

等

の

乗

り

物

そ

の

他

特

に

な

し

無

回

答

670    26.0   14.5   21.6   1.8     1.8     32.2   27.8   9.1     2.5     5.5     1.6     2.5     9.0     0.7     3.1     13.6   -         0.6     3.3     4.9     2.8     (%)

男性 351    23.4   14.2   21.1   1.7     2.3     31.3   27.4   8.3     2.3     5.7     2.0     3.4     8.5     1.1     1.7     13.4   -         0.6     4.3     5.7     1.7     

女性 295    29.2   15.6   21.0   2.0     1.4     33.6   27.8   10.2   2.4     5.8     1.4     1.7     8.1     0.3     4.7     14.2   -         0.7     2.4     4.1     4.4     

男性29歳以下 44      25.0   9.1     34.1   2.3     2.3     45.5   29.5   4.5     4.5     2.3     2.3     4.5     6.8     -         2.3     9.1     -         -         4.5     2.3     4.5     

男性30代 42      11.9   4.8     14.3   -         2.4     33.3   33.3   7.1     4.8     4.8     4.8     9.5     23.8   4.8     -         14.3   -         2.4     4.8     2.4     -         

男性40代 56      10.7   7.1     16.1   1.8     -         35.7   30.4   1.8     3.6     8.9     3.6     5.4     12.5   -         1.8     16.1   -         -         7.1     5.4     -         

男性50代 80      21.3   15.0   21.3   2.5     -         23.8   22.5   10.0   -         3.8     2.5     3.8     6.3     2.5     2.5     15.0   -         -         3.8     8.8     2.5     

男性60歳以上 118    32.2   18.6   21.2   1.7     5.1     30.5   28.0   11.9   1.7     7.6     -         -         3.4     -         1.7     13.6   -         0.8     3.4     5.1     1.7     

女性29歳以下 45      20.0   13.3   37.8   2.2     -         37.8   31.1   11.1   6.7     -         2.2     -         13.3   -         13.3   15.6   -         -         -         2.2     2.2     

女性30代 43      18.6   16.3   20.9   2.3     2.3     32.6   37.2   9.3     2.3     4.7     2.3     4.7     11.6   -         2.3     18.6   -         2.3     -         7.0     4.7     

女性40代 71      25.4   16.9   18.3   1.4     1.4     32.4   22.5   7.0     1.4     5.6     -         1.4     11.3   -         4.2     15.5   -         -         2.8     4.2     7.0     

女性50代 67      43.3   20.9   28.4   1.5     1.5     28.4   26.9   9.0     3.0     6.0     1.5     1.5     7.5     1.5     3.0     11.9   -         1.5     4.5     1.5     6.0     

女性60歳以上 63      33.3   11.1   6.3     3.2     1.6     34.9   27.0   15.9   -         9.5     1.6     -         -         -         3.2     12.7   -         -         3.2     4.8     1.6     

京都府 162    17.3   11.1   15.4   1.9     0.6     29.6   31.5   13.0   3.7     5.6     2.5     4.9     14.8   1.9     1.9     12.3   -         0.6     3.7     4.9     4.9     

関西圏 363    24.5   14.9   21.5   1.1     2.2     32.5   26.2   9.6     2.5     5.0     1.4     1.9     7.4     0.3     3.0     12.1   -         0.8     3.6     5.5     2.2     

関東圏 46      41.3   13.0   37.0   4.3     6.5     32.6   28.3   2.2     2.2     8.7     2.2     4.3     4.3     2.2     4.3     21.7   -         -         -         2.2     2.2     

中京圏 47      40.4   17.0   21.3   2.1     -         34.0   31.9   4.3     -         2.1     2.1     -         6.4     -         6.4     21.3   -         -         2.1     2.1     2.1     

その他東日本 22      27.3   22.7   13.6   4.5     -         45.5   22.7   4.5     -         9.1     -         -         9.1     -         9.1     13.6   -         -         4.5     9.1     -         

その他西日本 29      44.8   20.7   37.9   3.4     -         27.6   24.1   3.4     3.4     10.3   -         -         6.9     -         -         13.8   -         -         3.4     3.4     3.4     

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

居住エリア

全体

性別

性別×年代別
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(3)-⑫「海の京都」エリアで興味を持ったコンテンツ

➢「海の京都」エリアで興味を持ったこととして集中して挙げられた項目は見られないが、「自然景観・自然公園」が32.2％で最も多く、

以下、「日本食等の飲食」27.8％、「寺院・神社・名所・旧跡」26.0％、「町屋・街並み等の郷土景観」21.6％等が次いでいる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n

伝

統

文

化

(

華

道

・

茶

道

等

)

歴

史

体

験

(

座

禅

・

写

経

等

)

伝

統

工

芸

(

陶
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670      3.0       5.1       3.9       25.2     0.7       5.4       1.2       10.6     1.9       4.2       40.7     17.9     (%)

男性 351      3.1       6.3       3.1       23.9     0.9       6.3       1.1       11.1     2.0       4.0       41.6     17.1     

女性 295      3.1       3.7       4.1       26.8     0.7       4.4       1.4       10.5     1.7       4.7       40.0     18.3     

男性29歳以下 44        4.5       9.1       2.3       38.6     4.5       9.1       2.3       13.6     4.5       4.5       27.3     18.2     

男性30代 42        2.4       -           2.4       26.2     2.4       2.4       2.4       11.9     4.8       4.8       40.5     16.7     

男性40代 56        1.8       1.8       1.8       10.7     -           3.6       1.8       8.9       -           1.8       57.1     17.9     

男性50代 80        1.3       6.3       2.5       21.3     -           7.5       -           7.5       2.5       5.0       46.3     15.0     

男性60歳以上 118      5.1       8.5       4.2       25.4     -           7.6       0.8       12.7     0.8       4.2       34.7     18.6     

女性29歳以下 45        6.7       -           6.7       40.0     -           4.4       -           13.3     2.2       2.2       42.2     11.1     

女性30代 43        -           2.3       2.3       20.9     4.7       2.3       2.3       18.6     -           4.7       41.9     18.6     

女性40代 71        -           -           -           28.2     -           2.8       -           4.2       2.8       4.2       46.5     21.1     

女性50代 67        4.5       9.0       4.5       28.4     -           7.5       1.5       11.9     3.0       6.0       22.4     23.9     

女性60歳以上 63        4.8       6.3       6.3       17.5     -           4.8       3.2       7.9       -           4.8       49.2     15.9     

京都府 162      1.9       2.5       2.5       21.6     -           6.2       1.9       8.6       1.9       4.9       42.6     20.4     

関西圏 363      2.5       5.0       3.9       25.6     1.1       5.2       0.8       11.0     1.9       4.1       41.0     16.3     

関東圏 46        2.2       10.9     8.7       23.9     -           4.3       2.2       13.0     2.2       4.3       32.6     23.9     

中京圏 47        8.5       8.5       4.3       36.2     2.1       4.3       2.1       6.4       4.3       6.4       36.2     17.0     

その他東日本 22        9.1       4.5       4.5       27.3     -           -           -           18.2     -           -           40.9     18.2     

その他西日本 29        3.4       6.9       3.4       24.1     -           10.3     -           10.3     -           -           48.3     17.2     

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別

性別×年代別

居住エリア
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(3)-⑬「海の京都」エリアで体験したコンテンツ

➢「海の京都」エリアで体験した内容として、提示した何等かのコンテンツに回答した人は全体の４割程度であり、「地元食材・特産品のグルメ」
が25.2％で最も多く、「ガイドツアー（町屋・社寺見学・城郭見学・まち歩き等）」が10.6％で次いでいる。

➢男女とも29歳以下の層では「地元食材・特産品のグルメ」が4割程度と多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析
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670      4.5       5.8       7.0       17.8     3.4       15.1     7.2       13.4     3.6       4.9       30.7     18.4     (%)

男性 351      5.4       6.3       6.3       18.5     2.3       17.1     6.3       14.5     3.1       6.3       30.2     16.5     

女性 295      3.7       5.8       8.5       18.0     5.1       13.2     7.8       12.5     3.7       2.7       31.2     19.7     

男性29歳以下 44        15.9     13.6     15.9     25.0     4.5       27.3     9.1       11.4     2.3       2.3       25.0     11.4     

男性30代 42        -           2.4       7.1       28.6     4.8       7.1       14.3     14.3     4.8       14.3     28.6     9.5       

男性40代 56        3.6       8.9       5.4       17.9     -           21.4     10.7     16.1     1.8       -           30.4     16.1     

男性50代 80        5.0       6.3       6.3       20.0     3.8       18.8     5.0       12.5     5.0       5.0       33.8     13.8     

男性60歳以上 118      5.1       3.4       3.4       13.6     0.8       13.6     1.7       16.9     1.7       8.5       30.5     21.2     

女性29歳以下 45        8.9       8.9       8.9       20.0     15.6     15.6     15.6     13.3     2.2       -           31.1     11.1     

女性30代 43        2.3       4.7       2.3       16.3     4.7       9.3       14.0     11.6     2.3       2.3       27.9     16.3     

女性40代 71        1.4       4.2       11.3     15.5     4.2       15.5     5.6       9.9       8.5       4.2       32.4     18.3     

女性50代 67        3.0       6.0       10.4     22.4     1.5       16.4     3.0       19.4     3.0       -           23.9     25.4     

女性60歳以上 63        3.2       4.8       6.3       12.7     1.6       6.3       4.8       7.9       -           3.2       39.7     23.8     

京都府 162      5.6       4.9       8.0       16.7     3.7       15.4     10.5     11.7     3.7       7.4       34.6     17.3     

関西圏 363      3.0       5.0       6.3       18.2     2.8       15.4     7.4       13.5     3.9       4.7       30.3     16.0     

関東圏 46        4.3       6.5       4.3       19.6     4.3       23.9     2.2       13.0     -           4.3       28.3     26.1     

中京圏 47        10.6     12.8     8.5       19.1     8.5       12.8     4.3       17.0     4.3       4.3       23.4     23.4     

その他東日本 22        13.6     4.5       13.6     9.1       4.5       9.1       4.5       22.7     -           -           36.4     18.2     

その他西日本 29        -           10.3     6.9       20.7     -           3.4       -           10.3     6.9       -           27.6     31.0     

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

居住エリア

全体

性別

性別×年代別
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(3)-⑭「海の京都」エリアで体験したいコンテンツ

➢今後体験したい内容として集中して挙げられた項目は見られないが、体験した内容で比較的多く見られた「地元食材・特産品のグルメ」、
「ガイドツアー」の他、「酒蔵見学」が15.1％と比較的多く見られる。

➢「酒蔵見学」は男性29歳以下や男性40代、関東圏居住者で２割台と比較的多くが意向を示している。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



27

(3)-⑮『新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所（宣言ステッカー）』認知

➢ステッカーの認知者は名称のみを含め55.9％、29.6％が取り組み内容を知っているとしており、関東圏、中京圏居住者では

取り組み内容までの認知者が京都府、関西圏居住者を上回っている。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



n
居住地周辺地域

でのまち歩き

居住地周辺の宿

泊施設での滞在

居住地周辺地域

の体験プログラム

参加

居住地周辺の自

然の中でのアクティ

ビティ

その他

居住地周辺地域

の観光はしたいと

思わない

無回答

670      36.4              13.6              7.9                18.2              4.5                25.5              6.7                (%)

男性 351      35.3              14.2              6.0                16.0              4.8                26.5              6.6                

女性 295      37.6              13.2              10.2              21.4              1.7                25.1              7.1                

男性29歳以下 44        38.6              11.4              6.8                25.0              4.5                22.7              4.5                

男性30代 42        21.4              14.3              9.5                26.2              9.5                28.6              9.5                

男性40代 56        37.5              16.1              14.3              17.9              1.8                23.2              8.9                

男性50代 80        36.3              13.8              3.8                10.0              7.5                30.0              2.5                

男性60歳以上 118      35.6              16.1              2.5                13.6              3.4                25.4              7.6                

女性29歳以下 45        33.3              13.3              6.7                28.9              -                    31.1              2.2                

女性30代 43        30.2              16.3              14.0              30.2              -                    14.0              11.6              

女性40代 71        26.8              11.3              11.3              29.6              -                    33.8              5.6                

女性50代 67        47.8              17.9              9.0                14.9              4.5                14.9              7.5                

女性60歳以上 63        46.0              9.5                9.5                9.5                1.6                27.0              9.5                

京都府 162      33.3              13.0              6.8                16.7              8.0                27.8              6.2                

関西圏 363      37.5              11.8              9.6                18.5              3.6                25.1              6.3                

関東圏 46        41.3              23.9              4.3                13.0              2.2                19.6              13.0              

中京圏 47        36.2              17.0              -                    27.7              2.1                23.4              4.3                

その他東日本 22        22.7              27.3              4.5                13.6              9.1                36.4              4.5                

その他西日本 29        44.8              6.9                13.8              20.7              -                    24.1              6.9                

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

全体

性別

性別×年代別

居住エリア
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(3)-⑯居住地周辺エリアでの観光意向

➢コロナ禍における旅行意識の変化として確認した、居住地周辺エリアでの観光意向を見ると、全体の約７割がなんらかの周辺エリア

での観光に意向を示しており、「居住地周辺地域でのまち歩き」が36.4％最も多く、特に女性50代以上では半数弱と多く見られる

他、「居住地周辺の自然の中でのアクティビティ」が18.2％で次いでおり、男性30代以下、40代以下の女性層（ファミリー層）で

３割程度と比較的多く見られる。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析
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(3)-⑰重視度（全体）

➢項目別の重視度は下図の通りであり、「日程」と「訪問地域」は全体の７割が重視、 「訪問地や施設の情報（感染症対策）」については

55.1％が重視している。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析



ｎ 日程 訪問地域 交通手段
同行者

同行人数

訪問地や

施設の情報

感染症対策

費用 ｎ 日程 訪問地域 交通手段
同行者

同行人数

訪問地や

施設の情報

感染症対策

費用

全体 670    46.9       44.0       38.7       40.3       27.2       22.2       全体 670    69.6       71.0       61.1       57.8       55.1       45.0       (%)

男性 351    43.9       42.2       36.5       37.9       24.8       21.1       男性 351    67.8       69.0       58.7       55.8       52.2       43.0       

女性 295    50.5       46.1       41.7       43.7       29.5       24.1       女性 295    70.5       72.2       62.0       59.3       57.0       46.5       

男性29歳以下 44      43.2       40.9       31.8       45.5       27.3       22.7       男性29歳以下 44      75.0       70.4       56.8       61.4       54.6       43.2       

男性30代 42      42.9       52.4       33.3       45.2       19.0       21.4       男性30代 42      73.9       69.1       59.5       54.7       35.7       40.4       

男性40代 56      44.6       42.9       37.5       35.7       19.6       16.1       男性40代 56      67.8       64.3       62.5       58.9       53.5       39.3       

男性50代 80      56.3       42.5       43.8       38.8       20.0       22.5       男性50代 80      68.8       76.3       62.6       52.6       52.5       43.8       

男性60歳以上 118    39.0       41.5       35.6       33.9       33.1       23.7       男性60歳以上 118    64.4       67.8       55.1       55.1       57.7       46.6       

女性29歳以下 45      57.8       55.6       37.8       46.7       28.9       28.9       女性29歳以下 45      75.6       82.3       62.2       62.3       62.2       57.8       

女性30代 43      37.2       37.2       34.9       27.9       16.3       20.9       女性30代 43      67.4       69.8       55.8       46.5       55.8       46.5       

女性40代 71      54.9       52.1       46.5       50.7       29.6       21.1       女性40代 71      70.4       77.5       64.8       62.0       57.8       43.6       

女性50代 67      62.7       46.3       47.8       49.3       35.8       28.4       女性50代 67      76.1       68.7       70.2       67.2       58.2       49.3       

女性60歳以上 63      33.3       38.1       34.9       36.5       28.6       17.5       女性60歳以上 63      61.9       63.5       53.9       54.0       49.2       36.5       

夏季 356    43.9       42.7       40.2       46.3       22.2       16.0       夏季 356    66.1       67.7       60.7       59.8       46.9       34.3       

秋季 314    50.5       45.5       36.9       33.4       32.8       29.3       秋季 314    73.6       74.8       61.4       55.4       64.3       57.3       

京都府 162    43.2       41.4       35.8       35.8       26.5       21.6       京都府 162    63.6       65.5       59.9       54.3       49.3       39.5       

関西圏 363    42.9       41.3       38.0       40.5       23.7       21.5       関西圏 363    70.0       69.7       58.7       57.6       53.7       44.1       

関東圏 46      44.6       52.2       32.6       39.1       26.1       23.9       関東圏 46      69.6       73.9       65.2       52.1       58.7       58.7       

中京圏 47      56.3       51.1       46.8       51.1       44.7       29.8       中京圏 47      80.8       78.8       65.9       72.4       68.1       48.9       

その他東日本 22      39.0       45.5       40.9       36.4       31.8       4.5         その他東日本 22      54.5       81.9       59.1       50.0       63.6       40.9       

その他西日本 29      57.8       69.0       58.6       51.7       44.8       34.5       その他西日本 29      89.7       93.1       82.7       68.9       68.9       62.1       

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

調査時期 調査時期

居住エリア 居住エリア

重視 重視＋やや重視

性別 性別

性別×年代別 性別×年代別
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(3)-⑰重視度（属性別傾向）

➢重視度の属性別の傾向は下表の通り。

２．主要結果 (3)旅行意識・行動の属性別分析
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２．主要結果 (4)CS指標

(4)-①満足度評価（全体）

➢総合満足度評価では「やや満足」を含め全体の70.0％が好意的に評価しているが、「たいへん満足」と積極的に評価している人は14.2％
程度となっている。

➢その他、「地域での食事」、「感染対策等の取り組み」は6割、「地域内の移動の快適さ」も半数以上が好意的に評価しているが、「地域内の
移動の快適さ」については不満を感じている人も11.0％と比較的多く見られる。
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(4)-②項目別満足度評価 ＜自然景観や雰囲気＞

➢「自然景観や雰囲気」については、「やや満足」を含め全体の84.6％が好意的に評価しており、男女とも若年層ほど積極的に評価する
人が多く、男性29歳以下では「大変満足」が59.1％、女性29歳以下では57.8％と多く見られる。

➢エリア別では関東圏居住者の54.3％が「大変満足」と評価しており、他エリア居住者を大きく上回っている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜街並み景観や雰囲気＞

➢「街並み景観や雰囲気」については、「やや満足」も含め全体の75.5％が好意的に評価しており、「自然景観や雰囲気」と同様、
男女とも29歳以下で「大変満足」と積極的に評価している人が多くなっている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜地域での食事＞

２．主要結果 (4)CS指標

➢「地域での食事」については、「やや満足」も含め全体の62.1％が好意的に評価しており、女性29歳以下では「大変満足」が

37.8％と他の属性を大きく上回っている。



35

(4)-②項目別満足度評価＜体験プログラムやツアーの内容＞

２．主要結果 (4)CS指標

➢「体験プログラムやツアーの内容」についての評価は下図の通りであり、男女とも30代以下では「大変満足」と積極的に評価している

人が１割強と比較的多く見られる。
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(4)-②項目別満足度評価＜プログラムツアーやツアーのガイド＞

２．主要結果 (4)CS指標

➢「プログラムやツアーのガイド」についての評価は下図の通りであり、男性29歳以下、女性30代では「大変満足」と積極的に

評価している人が比較的多く見られる。
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(4)-②項目別満足度評価＜地域ならではの土産品＞

➢「地域ならではの土産品」は「やや満足」を含め全体の48.3％が好意的に評価しており、30代以下の女性では6割程度と他の
属性を大きく上回っている。

➢居住エリア別では、関東圏居住者で他エリアの評価を大きく下回っているのが目立つ。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜地域内の移動の快適さ＞

➢「地域内の移動の快適さ」については、「やや満足」を含め全体の51.2％が好意的に評価しているが、不満を感じている人も11.0％と
比較的多く見られる。

➢日帰り旅行が全体の6割を占めていた夏季調査では不満を感じている人が18.3％と多く見られる。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜地域内の案内標識の充実度＞

➢「地域内の案内標識の充実度」については、「やや満足」を含め47.0％が好意的に評価しており、男女とも29歳以下では6割程度
と比較的多く見られる。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜宿泊施設のおもてなし＞

➣「宿泊施設のおもてなし」については、全体の35.1％が好意的に評価しており、男性29歳以下では50.0％、女性29歳以下

では42.2％が好意的に評価しており、「たいへん満足」とする積極的評価もいずれも2割程度と比較的多く見られる。

※調査内で確認した宿泊者ベースでは、「やや満足」を含む好意的評価が64.0％（大変満足：24.6％/満足：29.9%/やや満足:9.5％）となっている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜地域内での情報収集＞

➢「域内での情報収集」については、「やや満足」を含め全体の46.3％が好意的に評価しており、男性29歳以下では6割程度と比較的
多くが評価している。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜感染対策等のとりくみ＞

➢「感染対策のとりくみ」については、「やや満足」を含め全体の58.8％が好意的評価しており、男女とも29歳以下では７割と他の属性
を大きく上回っている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-②項目別満足度評価＜総合満足度＞

➢総合満足度では、「やや満足」を含め全体の70.0％が好意的に評価している。

➢「たいへん満足」と積極的に評価している人は14.2％程度となっているが、男女とも29歳以下では積極的に評価している人が3割程度
と他の属性を大きく上回っている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-③再来訪意向

➢大半が再来訪意向を示しており、半数が「ぜひ訪れたい」と積極的な意向を示している。

➢男性29歳以下では積極的意向者が65.9％と多く見られるのに対し、女性60歳以上では34.9％程度となっている。
また、居住エリア別では関東圏居住者で積極的な意向を示している人が37.0％程度と他エリアを大きく下回っている。

２．主要結果 (4)CS指標
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(4)-④推奨意向

➢全体の9割程度が周囲の人に海の京都エリアの旅行を勧めたいとしており、男性29歳以下では61.4％と多くが「ぜひ勧めたい」と
積極的意向を示している。

２．主要結果 (4)CS指標
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(5) 消費額

２．主要結果 (4)CS指標

➣１人当たりの「海の京都」エリアでの平均消費額は、夏季調査合計で7,982円、秋季調査が14,103円となっており、夏季・秋季
の平均（10,850円）で見ると、2019年度と大きな差は見られない。

➣秋季調査において宿泊費が2019年を大きく上回っている。

➢海の京都エリア内宿泊者のみのエリア内宿泊費の平均は12,490円。

宿泊・日帰り旅行者別

ｎ 交通費 宿泊費 土産代 飲食費 入場料 その他

夏 122 3,853 7,540 1,731 2,429 510 66 (円)

秋 189 2,590 11,504 2,044 2,633 213 101

夏 233 1,244 0 918 1,270 227 84

秋 121 1,818 0 1,983 2,568 154 88

宿泊

日帰り

エリア内宿泊者宿泊費平均額

ｎ 宿泊費(円)

平均 220 12,490

夏季 91 9,037

秋季 129 14,925

3.2

6.4

6.8

7.3

13.2

4.1

27.3

31.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

～3,000円

～6,000円

～9,000円

～12000円

～15000円

～18000円

18000円～

無回答

海の京都

※海の京都エリア来訪者全数をベースとした平均金額

※宿泊旅行者(海の京都以外宿泊者を含む）、日帰り旅行者別の平均金額



㈱JTB総合研究所『新型コロナウイルス（COVID-19）に関連したアンケート調査』調査概要

３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化

調査概要

調査目的
●新型コロナウイルスの影響による消費者の今後の旅行意向を明らかにする
●継続的にアンケートを取得することで回復時期などを可視化し、今後旅行業者が取るべき
打ち手の参考とする

調査手法
●インターネット調査
調査会社が保有しているアクセスパネルに対して、インターネットでの予備調査を実施、対象者を
抽出後に本調査を実施

本調査
調査対象者

全国20歳以上の男女
2020年2月～6月調査： 2020年中に国内・海外旅行のいずれか、または両方を予定・検討している者
2020年9月調査： 2020年中又は2021年1月～6月に国内旅行を予定・検討している者
2021年1月調査： 2021年中に国内旅行を予定・検討している者

＊性年代別での均等割付

2020年 2021年

2月調査 3月調査 4月調査 5月調査 6月調査 9月調査 1月

調査実施
期間

予備調査
2月21日

～26日
3月14日
～17日

4月10日
～13日

5月12日
～14日

6月18日
～19日

9月25日
～29日

1月20日
～25日

本調査
2月26日

～27日
3月18日
～20日

4月13日
～14日

5月15日
～16日

6月19日
～20日

9月29日
～30日

1月22日
～25日

サンプル数 予備調査 6,557 6,471 6,488 6,464 6,407 6,581 6,520

本調査 1,030 1,018 1,002 1,020 1,060 937 984

各回の調査実施期間／サンプル数は下表の通り

(1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化

47



➢全体の36.0％が2020年4～12月に旅行を行っており、男女とも20代（ミレニアル・Ｚ世代）が最も多く、女性20代が49.3%、男性20代

が41.8％となっている。

➢一方、女性40～50代では３割を下回っている他、これまで国内旅行を牽引してきた60代以上の女性も3割強に留まっている。

２０２０年４～１２月までの旅行実施率 （2021年1月調査結果）
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢2021年内の国内旅行に意向を示している人は全体の27.6％程度であり、4割は1月の調査時点では「わからない」としている他、

「以前は国内旅行をしていたが、今後しないと思う」も7.6％程度見られる。

➢2021年内の旅行意向者は20代の男女と男性60歳以上で他の層を大きく上回っている。

今後予定・検討している国内旅行の時期（2021年1月調査）
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢2021年1月の調査結果は、2020年9月調査と比べいずれの地域からの旅行者に対しても「歓迎したい」が減少、「来てほしくない」が増加して

いる。

➢自分が住んでいる都道府県内からの旅行者であっても、「出来れば来てほしくない」、「来てほしくない」の合計が44.1%、海外からの旅行につい

ては76.7%が消極的。

旅行者の受け入れ側としての心情
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢9月調査と比較して、「ふっこう割など旅行費用の補てんがあった」、「お得なプランがあった」が大幅に減少。

➢反対に、「行きたいイベントがあった」、「周年記念などの節目」などが増加している他、「新型コロナの心配がないところに移動したい」も微増傾向。

国内旅行に行く理由（2020年3月～2021年1月調査比較）

51

３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢9月調査では減少した、「新型コロナの新規感染者数が減少傾向になれば」、「終息宣言が出たら」は6月調査と同程度まで増加。

➢一方で、 「良いプランがとれれば」、「自家用車を利用した旅行なら」、「休みが取れれば」、「特に理由はなくても行きたい」も増加しており、前回の緊急

事態宣言時（昨年4～5月）と比べ旅行意向の高まりが窺える結果となっている。

今後、どんな状況なら旅行に行きたいと思うか（20年2月～21年1月調査比較）
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢今回の調査では、6月・9月調査と比較して「施設の感染防止対策」に関する項目のほとんどが上昇しており、感染対策の意識の高まりが確認できる。

➢「個室や部屋食で食事ができること」、「露天風呂付客室や貸切風呂があること」が増加しており、密を避けた“おこもり滞在”へのニーズの高さが窺える。

＊20年6月調査の回答者は「2020年内に国内または海外旅行を予定、検討している」、9月調査は2021年6月までに国内旅行を予定・検討している」人、
 21年1月調査は2021年内に国内旅行を予定・検討している人

国内の宿泊施設を選ぶ際に、より重視するようになったこと（20年6月・9月・21年1月調査比較）
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化



➢コロナ禍による気持ちや行動の変化としては、「日頃から健康に気を配っている」、「スマホを見る時間が増えた」、「ルールは守り、正しいことをするべきだ」、

「無駄な出費は控えるようにしている」、「テレビを見る時間が増えた」等が３割程度と比較的多く見られる。

気持ちや行動の変化（21年1月調査）
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３．総合分析 (1)with・afterコロナにおける旅行者意識・行動の変化
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

➢来訪者は夏季調査(9月）、秋調査(11月)とも京都府を含む関西圏居住者が8割を占めたが、東京が「GoToトラベル」キャン

ペーンの対象に含まれた秋季調査では関東、中部からの来訪者の構成がやや高まった。

入込数は大きく減少しているものと思われるが、対象者居住地、性別、年代構成は2019年と大きな傾向の差は見られない。

➢夏季調査では日帰りが65.4％を占めていたが、秋季調査では宿泊が60.2％を占めており、京都市以外の他エリアと比べ宿泊の

構成が高いことが「海の京都」の特徴となっている。２人での家族旅行が中心となっているのも2019年と傾向は同様。

男女29歳以下の友人との旅行、関東圏からは１人旅も比較的多い。

➢宿泊旅行が6割を占めた秋季では38.2％が他の地域も候補として検討したとしており、「京都以外の近畿地方の都市」の他、

「中国・四国」、「東海」等との検討者も見られる。他エリアと比べ競合エリアが若干多い傾向。

➢今回調査では関西圏からの来訪者が中心となっているため、居住地からの交通手段は「自家用車」の利用が中心となっているが

男女とも29歳以下では「自家用車」の利用者他の属性を下回り、公共交通機関の利用者が比較的多く見られる。

＜コロナ禍での旅行行動／意識の変化＞

➢旅行動機としては、41.9％が「GoToトラベル等の割引事業の実施」を挙げており、関東圏居住者では69.6％と他エリア居住者を

大きく上回っている。割引事業の実施が旅行動機となった層の80.9％（秋季調査では92.1％）が「GoToトラベル」を利用。

➢全体の55.1％が「訪問地や施設の情報（感染症対策）」を重視。

➢全体の約７割がなんらかの居住地周辺エリアの観光に意向を示しており、女性50代以上では半数弱と多くが「居住地周辺地域

でのまち歩き」を挙げている他、男性30代以下、40代以下の女性層（ファミリー層）では３割程度が「居住地周辺の自然の中で

のアクティビティ」を挙げている。

☞年配女性層の旅行意欲の低下

☞若年層・ファミリー層における自然志向

(2)結果のポイントと提言

①海の京都来訪者の旅行行動
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➢「海の京都」エリアで興味をもった内容としては、「自然景観・自然公園」が32.2％で最も多く、「日本食等の飲食」27.8％、「寺院・神

社・名所・旧跡」26.0％、「町屋・街並み等の郷土景観」21.6％等が上位に挙げられているが、特に集中して挙げられているコンテンツ

は見られない。

➢「海の京都」エリアで体験したコンテンツとして何らかの項目を回答した人は全体の４割程度でありるが、今後したい内容としては半数程
度が回答しており、現在も体験者が比較的多い「地元食材・特産品のグルメ」、 「ガイドツアー」の他、「酒蔵見学」も比較的多く見られ
る。「酒蔵見学」は男性29歳以下や男性40代、関東圏居住者で２割台と比較的多くが意向を示している。

☞滞在促進と満足度を高めるための体験型コンテンツの充実／ブラッシュアップの必要性

②「海の京都」のコンテンツ評価

③コロナ禍の観光意識・行動の変化（JTB総研調査より）

３．総合分析 (2)結果のポイントと提言
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670       76.4     64.8     47.3     13.8     11.0     30.1     31.9     30.3     28.7     28.5     46.1     52.4     85.7     77.8     

男性 351       76.1     62.7     47.0     13.6     10.8     28.8     32.2     28.5     27.4     31.7     45.8     53.0     85.2     76.3     

女性 295       75.6     66.4     45.8     14.2     11.9     31.8     32.9     32.8     30.5     25.1     45.4     51.9     85.5     78.0     

男性29歳未満 44         81.8     72.7     56.8     25.0     20.5     40.9     38.7     47.8     45.4     43.2     56.9     63.7     88.6     81.9     

男性30代 42         80.9     64.3     54.8     21.4     14.3     33.3     33.3     28.5     21.4     40.5     45.3     52.3     85.7     71.5     

男性40代 56         73.2     57.1     48.2     12.5     10.7     19.7     26.7     21.5     19.7     28.6     42.8     50.0     89.3     82.2     

男性50代 80         82.5     75.1     42.5     10.1     8.8       31.3     33.8     28.8     30.1     22.6     37.5     48.8     83.8     71.3     

男性60歳以上 118       70.3     54.2     45.7     10.1     7.6       26.3     32.2     26.2     26.2     33.0     50.9     54.3     82.2     76.3     

女性29歳未満 45         88.9     75.5     60.0     20.0     13.4     40.0     37.8     40.0     40.0     35.5     60.0     66.7     86.7     77.8     

女性30代 43         83.8     76.7     55.8     25.6     20.9     44.2     44.2     37.3     37.3     30.3     44.2     58.2     86.1     86.1     

女性40代 71         74.7     67.6     40.8     9.9       8.4       25.4     25.4     28.2     22.5     16.9     36.7     49.3     87.3     76.1     

女性50代 67         77.6     67.1     44.8     10.5     12.0     31.3     34.4     32.8     31.4     20.9     44.8     44.8     89.5     86.6     

女性60歳以上 63         57.2     47.6     33.3     6.4       3.2       20.7     23.8     23.8     23.8     23.8     41.3     42.8     76.2     63.5     

※ 各項目の全体を5％以上上回る値

　全体

性別×年代別

性別

×

年代別

③CS評価

➢総合満足度では、全体の52.4％が「大変満足」＋「満足」と評価しており、男女とも29歳以下と、女性の30代で全体の評価を大きく

上回っている。項目別では、「自然景観や雰囲気」、「街並み景観や雰囲気」の評価が高いのに対し、土産品、地域内での移動、地域

内での情報収集等の満足度が低い傾向。

➢全体の85.7％が再来訪意向を、77.8％が推奨意向を示している。属性別で大きな傾向の差は見られないが、女性30代、50代で
の推奨意向が他の属性を大きく上回っている。

☞新たなターゲットとしての20～30代男女の検討

３．総合分析 (2)結果のポイントと提言
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はじめに

本稿の課題は、「京都府観光客動向調査(海の京都)」結果報告から読み取れる観光客の観光行動の特徴から、受け入れ側である観

光地の政策的課題を考察することである。もうひとつの京都地域全体に共通するポイントは、全府の分析で指摘しているので、ここでは重複

を避け、海の京都エリアに特徴的な点に絞って論じることとしたい。

まず、「観光客動向調査」から読み取れる観光客の特徴と観光ニーズを明らかにし、それに対して、海の京都地域にある観光資源を明らか

にし、観光ニーズとのマッチングをどう図るかという観点から、受け入れ側である地域がとりくむべき課題と観光政策を指摘することにしたい。

1.海の京都に来る観光客の特徴と観光ニーズ

海の京都の観光客も、年齢構成、人数、観光目的、交通手段、満足度などの指標にもとづいてグルーピングすると、三つに区分できる。ま

ず、20代、30代の若い世代。独身であったり既婚であったりするが、既婚者でも子供のいない集団である。単独行動の場合と、カップルの場

合、友達同士の集団の場合がある。次に30代40代の子育てファミリー層。最後に、50代、60代以上の中高年層。夫婦で行動する場合

と、気の合った友達同士で行動する場合に分かれる。それぞれについて便宜的に若者層、ファミリー層、中高年層と呼ぶことにする。

 従来、海の京都の観光地としての特徴からすると、集団で観光バスをチャーターして日本三景の名勝天橋立を観て、日本海の幸を食べ、

温泉で保養するといった観光需要に支えられていた。それに対して、伊根の舟屋などは旅慣れた小グループ(家族旅行も含む)が民宿で新鮮

な料理をいただくというもの。網野、間人、舞鶴などは、夏場は海水浴、カニのシーズンに泊まり込みでカニ料理を頂くというものだ。

山陰、但馬、丹後、若狭、敦賀、越前と日本海に面する地域はそれぞれ類似性をもち、海産物と温泉をもって観光需要を満たしてきた。

旅行者がどの地域を選ぶかは、それぞれの地理的・経済的条件や嗜好によって決まってきたものだ。

こうした旅行スタイルについては、50代以上、特に60代・70代の中高年世代の観光ニーズが適合するのだが、今年度は、コロナ禍のもとで、

出控える傾向があった。秋になり緊急事態宣言が解除されると、GoToキャンペーンを利用した丹後観光の復調が見られたものの、冬場の

感染拡大(いわゆる第三波)で再び逼塞することとなったが、感染対策が取られている施設については、京都府内からニッチを狙って訪れると

いう動きもあった。

田中力(立命館大学経営学部) 
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1.海の京都に来る観光客の特徴と観光ニーズ(つづき）

ファミリー層については、夏場の海水浴やキャンプ、秋のアウトドア、バーベキューなどの需要があり、三密を避けるため、府内から海の京都エ

リアのキャンプ場が選ばれるという動きもみられる。

20代・30代の若者層については、他の世代よりも多く旅行したことが読み取れるが、この世代の旅の特徴は、個人やグループにカスタマイズ

された旅行であり、旅行の目的も多様化していて、自然景観や街並みなどを見学し、体験型プログラムにも参加するが、食費はメリハリをつけ、

土産物はほとんど買わないが、それでいて満足度が高いということで、観光地の思いとはミスマッチが生じているように思われる。

2.海の京都地域の観光資源と観光ニーズにてらして地域がとりくむべき課題

では、上記の観光ニーズに対して、海の京都エリアの観光資源をどのように提供すれば、ミスマッチを解消することができるのかについて考察

してみたい。

2.1. 名所旧跡探訪の新展開

名所旧跡については、日本三景の一つである天橋立観光が圧倒的知名度を誇るが、とくに若い旅行者にとっての重要度は徐々に下がって

きているようだ*1 。白砂青松*2 の日本的海岸風景が時代劇の背景でしかなくなってきているのではないかと思われる。そうなった理由として

考えられるのは、修学旅行や地域の共同体でバスをチャーターした集団旅行が少なくなったことがあげられる。修学旅行でも、小グループによ

り、自分たちで旅行のコースやしおりをつくるとったカスタマイズが進んでいて、丹後観光の定番をガイド付きで廻るという経験をしないまま大人

になり、中高年層が「国民の常識」と思っていることが、若者の間では常識ではなくなっているのではないか*3 。

 では、若者にとって、天橋立は名所たりえないかというと、そういうわけではない。これも先年、競技かるたを題材にしたアニメ「ちはやぶる」とそ

の映画化がヒットしたので、若者の一部に百人一首や古典への関心が喚起された。

*1 先年、「股覗き」研究がイグ・ノーベル賞を受賞した出来事は、違った意味で、天橋立を有名にした。

*2  白砂青松を「しらすなあおまつ」と読む大学生も珍しくはない。

*3  「山椒大夫」の安寿と厨子王の物語をどれだけの若者が知っているだろうか。それを知らなければ、由良を通るとき「山椒大夫屋敷跡」

に車を止めることにはならないだろう。
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(3)調査結果からの政策的課題の検討

2.1. 名所旧跡探訪の新展開（つづき）

大江山いく野の道の遠ければまだふみもみず天の橋立 小式部内侍(百人一首第60番)、由良のとを渡る舟人かぢをたえ行くへも知らぬ

恋の道かな 曽禰好忠(百人一首第46番)などは「大江山」「生野」「天橋立」「由良」といった海の京都エリアにある歌枕だが、若者が聖地

巡礼的に訪ねるきっかけになる可能性を秘めている。 

山陰道(現代の国道9号線)は、京から丹波、丹後をへて但馬、伯耆、出雲へと結ぶ古道として、時代時代の旧跡が重層的に存在する

道であるから、様々なテーマで観光ルートを作ることができるだろう。

また、2020年のNHK大河ドラマ「麒麟が来る」にかかわっては、細川藤孝(幽斎)と田辺城(舞鶴)、細川ガラシャと味土野など明智光秀と

つながる人々と丹後とのかかわりをテーマに観光振興の可能性がある。今回の新型コロナ禍下、放送回数の削減のため、十分描かれず紹

介されなかった点が惜しまれるが、戦国・安土桃山時代は数年ごとに取り上げられる時代であるから、観光資源としてさまざまなコースを準備

しておきたい。

2.2. 丹後の自然景観と街並みの再評価

これも、若い人たちの特徴だが、自然景観や街並みを見ることに高い満足度を感じている点がある。1980年代以降、地方都市の中心商

店街が寂れ、郊外に大型店舗が進出した。国道やそのバイパス沿いにショッピングモールやアウトレット、DIYホームセンター、園芸ショップ、全

国チェーンのファミリーレストランに喫茶店コンビニエンス・ストア、自動車販売店、携帯電話ショップが林立し、道路標識がなければ何県の何と

いう街であるか区別がつかないほど、金太郎あめのような景観になっている。そんな中で育った若者にとって自然景観や古い町並みは、環境

意識の高さとも相俟って「懐かしい未来」の景観となっている。彼らが、丹後の漁港の街に生活と生業が生きている姿に魅力を感じるのは、そ

のような背景がある。

実際に、京都市内の大学生が地域に入って、町おこしにかかわる活動を体験するプログラムやサークル活動が継続して行われていることは、

注目してよい*4。いくつか、紹介すると、立命館大学の学生団体Orang Earth(オランアース)伊根町本庄地区で空き家を借りて、地域の

行事に参加したり学生が企画して、食を通じた伊根の魅力の発信、生産者ツアー、オランボックスという名称で食材の販売をしている。

*4  (107) 【SDGs勉強会】 第3回 「関係人口から生まれるニューノーマル」《立命館大学社会システム研究所コラボ企画》｜

Sustainable Week 2020 - YouTube
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2.2. 丹後の自然景観と街並みの再評価（つづき）

京都大学では、大学のインターンシップとして、ブータン人やミャンマー人の宮津市の過疎地域訪問を企画し、上宮津地区で小豆を植え、

宮津まごころ市で味噌を販売したりしている。また、立命館大学経営学部プロジェクト団体の「丹後村おこし活動チーム」は、宮津市上世屋

地区と京丹後市大宮町の笹葺家屋の屋根葺き雪囲い、自分たちで育てた無農薬米の麹により、味噌を作って販売するという活動を15年

以上にわたって継続している。いずれも、何時間もかけて、週末に通って活動するのだが、それだけの犠牲を払ってでも、満足できる魅力が丹

後地方にはあるということである。短い学生生活の4年間の活動であり、その活動が、卒業後、丹後地域への就職や移住に直接結びつくも

のではないが、学生たちは卒業後どこに就職したとしても、丹後のことを絶えず心にかける「関係人口」として自らを位置づけている。

どの地域とどこの大学のどのグループがつながりを持つかは、多分に偶然によるところがあり、なぜその地域なのかを説明することは難しい。逆

に言えば、どの地域であっても、学生たち若者との接点ができれば、上のようなつながりを構築する可能性があるといえる。西舞鶴吉原地区

の街並みが「舞鶴のベニス」として一人のブログの発信を機に、SNS上で注目される現象がおこっている。「関係人口」をふやす契機はあちこち

に隠されているといえるだろう。

2.3. 食と地域づくりの視点、とくに健康年齢先進地域としての京丹後

 丹後半島には、舞鶴、宮津、伊根、間人、網野をはじめとして大小多数の漁港があり、府による漁業振興政策の後押しもあって、海産物

は豊富である。ただ、隣接する但馬、若狭、越前と比べると、観光地としての競争力は必ずしも勝っているとは言えない現状であった。これは、

逆に言えば、観光に依存せずとも、漁業と農業で自給的に経済を回すことができる地域であったともいえよう。前節でみた、学生たちの関わり

は、そうした自給的経済のありように、成長型経済とは違う対案を見出し、そこに魅力と可能性を感じているといえるのではないだろうか*5。

ここで特に注目しておきたいことは、そうした自給的な漁業と農業の結びつきの中で形成された食生活習慣が、長寿地域の原因になってい

るのではないかと、研究が始まっていることである*6。浦島伝説の昔から、丹後半島地域は長寿の人が多いことで知られていた。

*5 ここでの食は、地産地消、おいしいもの、新鮮なもの、安全安心などの魅力がある。

*6 京都府立医科大学による研究があり、弘前大学(青森県は平均寿命が最も低い)との比較研究も進められている。



2.3. 食と地域づくりの視点、とくに健康年齢先進地域としての京丹後（つづき）

統計的に見ても、全国の市町村別に100歳以上の人口割合のランキングをつけると、京丹後市、宮津市の旧町村が上位についている。

食習慣の特徴の一つは、発酵食品にある。地元のごく普通の食事を、定食にして、旅館やホテルの朝食、レストランや食堂で提供するなどに

より、健康寿命に切実なニーズをもつ中高年層や食の安全や健康・美容に関心をもつ若い世代への訴求効果は大きいと思われる*7。

その他、古くは、岩滝におけるオイルサーディン工場、近年では、ホップから栽培する地ビールづくりや、乳牛飼育にもとづくチーズ・ヨーグルト

づくりなど、素材の質を徹底的に追求した食品づくりを、自営的または企業的に行っている事例が多数ある。それらの事例をみると、高い品

質が評価されて、行列ができるほどの賑わいを見せたり、宅配を利用した販売であったりと、交通の不便な立地を克服した特徴がみられる。

これらの生産直売事業については、体験型観光の担い手としての位置づけができるであろう。

2.4. ちりめん街道

丹後ちりめんという全国的に有名なブランドを確立し、古くから栄えてきた絹織物産地を抱えていることは、海の京都エリアの特徴である。少

子高齢化、生活習慣の洋風化に伴い、きもの文化は成人式と卒業式に限定され、日常生活で触れる機会が少なくなった背景のもと、右

肩下がりの傾向が続いている。

インバウンドによる着物レンタルなど、観光にかかわっての着物需要の発生がないわけではないが、化繊生地にプリント柄を施した「着物」の

供給などもあり、その効果には疑問符が付く。

本格的な着物需要の復活の見通しはなかなかつかないが、外国人観光客による日本文化への関心を迂回して、日本の若者が着物やお

茶、日本建築などの和文化への関心をたかめ、日常的にそれらの文化に触れる機会が増すならば、可能性がないわけではない*8。

また、伝統的な着物や和装小物だけでなく、素材としての絹製品、ちりめん生地に対する需要も掘り起こすことができるだろう。とくに、絹素

材の抗菌効果が新型コロナの感染症対策としてみなおされ、絹のマスクが開発された*9。

現在の状況では、桑畑を作り、蚕を飼うところからとりくみたいという若者もきっと出てくるに違いない。そうした若者を取り込んで、産地の振

興をはかる取り組みが求めらる。
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*7  京丹後市間人地区で若者向けの店舗設計のへしこ専門店が開店するなどの動きが始まっている。

*8  全国的にみれば、新潟県小地谷市や十日町市、滋賀県長浜市などちりめん産地も健在であり、着物祭りなども続いている。競争だけでなくネットワーク

を生かして、着物文化を盛り上げる取り組みが求められる。

*9 最初に開発されたのは、福井県の小杉産業によるもので、藤井七段が将棋の対局用に使用したことから全国的に注目されるようになった。



2.5. アウトドア活動の場としての海の京都

最後に、アウトドア活動の場としての海の京都エリア、丹後半島の可能性についてふれておこう。20代30代の若者層、40代の子育てファミ

リー層にとって、健全なアウトドア活動ができる場所として、丹後半島の魅力し可能性は大きいものがある。

キャンプ場や海水浴場は説明するまでもないが、バーベキューや燻製など火を使える場所が都市部には多くないからである。クランピング施設

なども注目されてきたが、そうした会員サービスだけでなく、道の駅や里山、漁港に隣接したバーベキュー施設など、一般に気軽に利用できる

施設で、地元の食材と枯れ枝や間伐材などの燃料を利用することができれば、環境教育的にも大きな意義を持つことになるだろう*10。そうし

た施設を提供できる可能性が海の京都エリアにあることを心に留めたい。

2.6. SNSを用いた参加型観光案内

伊根町観光協会の伊根動画チャンネルや舞鶴市観光協会による舞鶴ガニのPR動画などのYouTubeなどSNSを利用した情報発信が

盛んになっている。ここでは、観光客自身による投稿動画を募集し、参加型の情報発信が効果的ではないだろうか。地域の観光資源を観

光客の視点で発見し、必要なサービスや製品の開発に役立てることである。そうした、参加型活動を通して「関係人口」を拡大し、Iターンや

Uターンにつなげるという、長期的で懐の広い取り組みが求められているし、そうしたとりくみができる潜在的可能性を海の京都エリアは備えて

いるように思われるのである。
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*10  参加型・SDGs型地域振興と位置付けられる。   
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(4)参考資料 若者層の旅行意識・行動

世代名称 生年 年齢
(2021年)

特徴

バブル世代 1960 1970 51-61

いわゆるバブル期に消費を謳歌した世代。男女雇用均等法の施行で男性並みに働く女
性も増加した。様々なモノやコトの経験が豊富で、価値を認めたものには支出を惜しまな
い。

団塊Jr.世代 1971 1975 46-50
成人前後にバブル崩壊を経験し、期待外れ感を味わった世代。子供の頃にはファミコン
が流行し、ゲーム好きも多い。

ポスト団塊Jr.世代 1976 1980 41-45
就職氷河期を経験し、無駄な消費は嫌う世代。派遣労働などを経験している人も多い。
高校生の時にポケベルが流行った。

プレゆとり世代 1981 1988 33-40

日本の景気が良かった時代を知らないため、現状に特に不満も持っていない世代。ただ
し先の見えない社会には不安を持っており、友人や仲間を大切にする傾向。mixiや2
ちゃんねるなどネットでの発信も広がった。

ミレニアル世代 1989 1995 26-32

日本の景気が良かった時代を知らないため、現状に特に不満も持っていない世代。ただ
し先の見えない社会には不安を持っており、友人や仲間を大切にする傾向。mixiや2
ちゃんねるなどネットでの発信も広がった。

ポストミレニアル
世代

1996 1998 21-25

ミレニアル世代同様に、バブル世代である親世代の価値観を共有する。子供のころから
デジタル社会に適応し、シェアリングなど新しい経済の形にも抵抗がない。自分たちは「ゆ
とり」世代ではないことにプライドを持つ。
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

(4)参考資料 若者層の旅行意識・行動

※ＪＴＢ総合研究所 「ミレニアル・ポストミレニアル世代の価値観や働き方と旅行に関する調査」
調査方法：インターネットアンケート調査
調査対象者：日本全国に居住し、過去１年以内に観光旅行（日帰りも含むが、業務旅行や帰省

などは除く）へ行ったことがある18 歳～58 歳の男女 1236 名を12000 名の調査パネル
（日本全国に住む18～58 歳の男女）より抽出。

調査期間：2018 年9 月11 日～9 月14 日

➢ミレニアル世代、ポストミレニアル世代では、「お気に入りの場所を繰り返し訪れる旅」、「SNSなどで投稿できる場所を訪れる旅」、また、同世代女性

では、「自分の関心事をテーマとした旅行」の意向者が多世代と比べ多く見られる。
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

(4)参考資料 若者層の旅行意識・行動

※ＪＴＢ総合研究所 「ミレニアル・ポストミレニアル世代の価値観や働き方と旅行に関する調査」

➢ミレニアル世代・ポストミレニアル世代の女性で他の属性を上回る項目が多く、積極的な旅行意欲が窺える。特に、「コンセプトホテルなど

新しいタイプの宿に泊まる旅行：はポストミレニアル世代女性で突出している。
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

(4)参考資料 若者層の旅行意識・行動

➢旅行先での交流について確認した結果では、20代男性では「地域の活動に参加するなど積極的に交流を持ちたい」、「地域の産業についてより深

く知りたい」と考えている人が多く、若い世代ほど旅先で生活エリアでの地元の人との交流を望む傾向が確認できる。

➣今後利用を増やしたい宿泊施設のタイプでは20代女性や30代男女で「都市型旅館」、「グランピング・キャンプ場・コテージ」、30代男性と

20代・40代女性の「テーマ性のある宿泊施設」、「20代男女の「ゲストハウス、ユースホステルなど」が比較的多く見られる。

※ＪＴＢ総合研究所
「進化し領域を拡大する日本人の国内旅行（2019）」

調査方法：インターネットアンケート調査
対象者：過去1 年間（2018 年9 月以降2019 年9 月まで）に1 

泊以上の国内旅行（業務旅行も含む）をした、全国に居住
する20～69 歳の男女 

サンプルサイズ：30,000 人（スクリーニング）、2,062 人（本調査）
調査時期：2019 年9 月10 日～9 月13 日

都市型旅館
グランピン
グ・キャンプ
場・コテージ

テーマ性の
ある宿泊施
設

古民家、町
屋

ゲストハウ
ス、ユース
ホステルな
ど

民泊・バ
ケーション
レンタル

全体（2062） 20.7 14.1 11.4 8.7 6.2 5.0

男性 20代（201） 20.4 12.9 12.9 6.5 10.9 7.0

男性 30代（201） 29.9 20.9 13.9 10.4 7.5 9.5

男性 40代（204） 19.6 15.2 6.4 5.4 4.9 4.9

男性 50代（212） 17.0 8.0 5.2 5.7 3.8 3.3

男性 60代（213） 13.6 8.0 7.5 9.4 1.4 2.3

女性 20代（201） 24.9 21.9 19.9 9.0 12.4 4.0

女性 30代（203） 26.6 22.7 12.8 10.8 8.9 4.9

女性 40代（210） 19.0 18.1 16.2 12.9 7.1 5.7

女性 50代（204） 18.6 9.8 11.3 9.8 2.5 4.4

女性 60代（213） 18.3 4.7 8.9 7.0 2.8 4.7

今後利用したい宿泊施設

※JTB総合研究所「団塊世代、ポスト団塊世代のライフスタイルと今後の旅
行消費に関する調査」（2015)
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

(4)参考資料 若者層の旅行意識・行動

➢20～30代の傾向を見ると、「泊まってみたい個性的な宿泊施設が増えた」、「ある目的に特化した旅行をするようになった」、「SNSであまり

知られていない旅行の情報を得られるようになった」等で、他の世代を大きく上回っている。

※ＪＴＢ総合研究所 「進化し領域を拡大する日本人の国内旅行（2019）」
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３．総合分析 (2)結果のポイントと提言

(4)資料 若者層の旅行意識・行動

➢ワーケーションやブリージャーに関する世代別の意識の違いは下図の通りであり、20代では「プライベート旅行先での仕事が業務として認められれば

休暇が取りやすくなる」で多世代を大きく上回っている。
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添付資料 調査票
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添付資料 調査票
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添付資料 調査票
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添付資料 調査票
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添付資料 調査票
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