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デジタル社会における
消費者意識調査2025

2025.4.24
禁無断転載
引用・転載をご希望の方はJIPDEC引用・転載フォームから申請をお願いいたします。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC)
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調査概要

1．調査期間
2025年2月25日(火)～2025年2月26日(水)

2．実施主体
一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）

3．調査方法
Webアンケート調査

4．調査対象
日本在住、18歳～79歳、1,449名
（男性49.4％、女性50.6％）

4

18歳～19歳 2.5%

20歳～24歳 4.4%

25歳～29歳 8.4%

30歳～34歳
6.5%

35歳～39歳
8.3%

40歳～44歳 9.2%

45歳～49歳 9.9%50歳～54歳 9.6%

55歳～59歳 7.8%

60歳以上 33.5%
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調査概要

公務員 3.4%

経営者・役員 1.8%

会社員(事務系) 12.9%

会社員(技術系)
9.9%

会社員(その他)
14.0%

自営業 4.4%

自由業 1.7%
専業主婦(主夫) 16.6%

パート・アルバ
イト 14.8%

学生 4.1%

その他 3.0% 無職 13.3%

北海道 5.4%
東北地方 6.6%

関東地方
36.1%中部地方

17.0%

近畿地方
17.4%

中国地方 6.3%

四国地方 2.6%

九州地方 8.8%
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調査結果02
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主な調査結果
1. Webサービスやアプリ利用時に、自分や家族の個人情報の提供に抵抗を感じる人は70.6％（前年比3.5ポイント

増）。そのうち、実際に利用を取りやめた人は47.9％にのぼる。プライバシーへの意識は年々高まっており、納得
感のある情報収集が不可欠となっている。

2. 生成AIのプライベート利用は広がり、イメージもより具体的かつポジティブな方向へと変化。一方で、生成AIを活
用したサービスには、ハルシネーションやディープフェイクへの不安・懸念も根強い。

3. 個人情報漏えい事故が発生した際には、企業が再発防止策を提示し、丁寧に事後対応を行うことが、信頼回復の鍵
となる。

4. 企業がプライバシーテック（プライバシー保護技術）を活用していることを示すことで、データ活用に対する安心
感が高まる。

5. 多くのダークパターンは、Webサイトやアプリの利用者の7割以上の行動を止める結果に。また、サービスや企業
の信頼性を損なうおそれもある。

6. 理想の働き方として「出社のみ（または出社中心）」を選ぶ人は6割近くにのぼる。出社回帰の傾向は、企業側の
都合だけでなく、雇用者側からも一定の支持があると考えられる。

7. プライバシーマークの認知度は54.6％。BtoB当事者に限らず、広く認知が進み、企業イメージ向上にも寄与して
いる。 7
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個人情報保護/プライバシーに対する意識02-1

8



© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.

自分や家族の個人情報提供に対する抵抗感
（Webサービスやアプリ利用時）

30.3

24.7

24.4

42.3

42.4

46.2

12.2

19.3

17.1

8.9

10.8

9.2

6.4

2.8

3.2

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

2023年(N=518)

2024年(N=1449)

2025年(N=1449)

とても抵抗がある やや抵抗がある どちらともいえない あまり抵抗がない 全く抵抗がない
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個人情報提供に抵抗を感じた場合の行動
抵抗が強い人の65％が、Webサービスやアプリの利用を取りやめたのに対し、やや抵抗がある人は利用
取りやめ(38.5%）と同じ程度の割合で、抵抗を感じながらもそのまま利用（34.5％）

個人情報の提供に
抵抗を感じたため、
利用をとりやめた

個人情報の提供に
抵抗を感じたため、
ポリシーや約款を
確認した

個人情報の提供に
抵抗を感じたため、
サービス提供元に
問合せを行った

個人情報の提供に
抵抗を感じたため、
第三者（行政機関、
業界団体等）に相
談した

個人情報の提供に
抵抗を感じたが、
そのまま利用した

全体
(960) 47.9 22.0 1.1 0.9 28.0

とても抵抗がある (340) 65.0 17.6 0.0 1.2 16.2
やや抵抗がある (620) 38.5 24.4 1.8 0.8 34.5

[比率の差]
全体＋10％
全体＋ 5％
全体－ 5％
全体－10％
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生成AI、AIエージェントに対する意識02-2
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プライベートでの生成AI利用経験
昨年と比較し、特に男性、若年層の利用経験が増加傾向

2.6

5.9

15.6

22.4

64.2

59.7

17.6

12.0

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

2024年

2025年

よく利用している
利用したことがある
知っているが利用したことはない

4.1
8.4

1.1
3.4
4.8

14.0
6.0
4.7
3.2
4.0

0.9
6.3

0.4
4.6

1.0
2.4

20.3
28.4

10.9
16.6

26.9
35.3

20.4
25.2

15.5
23.1

12.0
19.8

11.0
16.0

9.1
16.6

62.1
54.2

66.3
65.1

53.4
33.5

52.8
56.5

62.0
59.6

66.9
64.3

71.3
69.3

76.7
72.1

13.5
9.1

21.7
14.9
14.9
17.2

20.8
13.6

19.2
13.4

20.2
9.5

17.3
10.1

13.3
8.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
男性
男性
女性
女性

18-19才・20代
18-19才・20代

30代
30代
40代
40代
50代
50代
60代
60代
70代
70代

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

20 24
20 25

よく利用している 利用したことがある
知っているが利用したことはない 聞いたことがなく、利用したこともない
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生成AIのイメージ
利用経験が増加し、具体的なイメージを持つ中、「役に立つ・使える」（2024年22.2％⇒2025年
27.5％）、「便利な」（2024年15.7％⇒ 2025年21.2％）といったポジティブなイメージが増加
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2024年 3.5 4.0 5.7 16.1 41.4 22.2 7.3 4.0 10.0 5.4 1.8 1.8 10.3 9.0 4.9 1.6 1.5 10.8 1.9 4.5 6.8 21.3 1.1 2.0 5.3 5.6 3.9 10.4 2.1 7.6 15.7 6.5 1.5 18.8

2025年 4.6 4.8 6.2 19.9 42.0 27.5 5.5 4.2 10.9 6.9 1.9 1.7 11.5 10.0 5.2 2.1 2.2 12.6 1.7 4.3 6.2 22.3 1.0 2.2 8.6 6.1 4.9 12.5 2.6 11.1 21.2 10.4 1.4 14.0

0%

20%

40%

60%
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生成AI利用サービスへの不安
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40.7

42.4

19.1

27.4

26.2

24.4

15.9

16.3

17.4

0.4

7.2

12.6

47.1

44.9

18.8

32.0

28.0

26.3

17.1

16.7

21.9

0.6

6.7

9.5

0% 20% 40%

誤った（不確かな、偏った、ウソの）情報が
自分に提供されてしまうことに不安を感じる
誤った（不確かな、偏った、ウソの）情報が
世の中に拡散されてしまうことに不安を感じる

自分に関する誤った（不確かな、偏った）推測をもとに、
レコメンドや評価がされる可能性に不安を感じる

自分の個人情報が、勝手に生成AIの学習に
使われる可能性に不安を感じる（プライバシー侵害問題）

自分以外の誰かに、自分に関する情報が
表示されてしまうことに不安を感じる（情報漏洩問題）

自分のどのような情報が利用されているか
把握できないことに不安を感じる

自分に関する知られたくない（知らせたくない）内容まで、
分析/推測される可能性に不安を感じる

生成AI技術の浸透により人間の仕事が減り、
雇用機会が減ることに不安を感じる

具体的にはないが、漠然とした不安を感じる

その他

特に不安に感じる点はない

わからない

2024年 2025年

全体的に不安が増加、特にハルシネーションやディープフェイク、プライバシー侵害等に対する懸念が
上昇

14
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【参考】企業における生成AIの業務活用への懸念
企業側も、ハルシネーションやディープフェイク等が業務に与える影響に不安・懸念が高い傾向
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54.5 

41.0 

38.3 

29.3 

27.0 

19.4 

19.3 

19.2 

13.3 

5.8 

0.3 

0% 20% 40% 60%

生成AIが出力した偽情報や誤った内容を信じて
業務に使用してしまう

社内の機密情報（個人情報含む）が生成AIに入力され、
それが外部に漏えいしてしまう

生成AIが出力した情報に倫理的または道徳的な問題が含まれる

生成AIが出力したコンテンツ（文章、画像、動画など）が
著作権侵害につながる

生成AIが持つバイアスにより、偏った情報や判断がなされる

生成AIが出力したファイルやコードに不正な内容が含まれ、
セキュリティ脆弱性が発生する

生成AIの利用に関して各国の法規制に違反してしまう

生成AIサービス事業者のセキュリティ対策や
プライバシー保護に不安がある

従業員に対して生成AIの使用ルールが徹底されておらず
不適切な使用をされてしまう

その他

特にない／分からない

出典：「企業IT利活用動向調査2025（JIPDEC/ITR） 15
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生成AI利用サービスへの期待
あなたは、企業が「生成AI（人工知能）」を用いたサービスを提供することに、期待を感じますか？
あてはまるものを全てお選びください。（いくつでも）
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19.0

21.3

26.5

15.0

18.2

14.3

18.8

8.8

0.4

20.3

18.8

19.6

25.2

15.6

16.6

12.4

21.0

10.4

0.4

21.7

0% 20% 40%

商品やサービスの料金が安くなる

商品やサービスの質が向上する

商品やサービス提供までの時間が早くなる

より自分に合ったサービスを提供してくれる

新しい発見や価値観を提供してくれる

より正しい判断をしてくれる

煩わしい仕事をなくしてくれる

具体的にはないが、漠然とした期待を感じる

その他

特に期待はしていない

2024年 2025年 16
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AIエージェントへの期待と不安
スケジューリングやリマインドなど生活のサポート、旅行の計画や交通機関や宿の予約提案・実行、最
適ルートでの自動運転、ECサイトでの買い物代行等を行う「AIエージェント」への期待と不安は、昨
年1月時点の生成AIへの期待と不安とほぼ同様。今後、AIエージェントの具体的なサービスが提供され
ることで、一気に普及する可能性も考えられる。

10点（とても期待がある）
2.0%

9点 1.9%

8点 9.2%

7点 12.4%

6点 11.7%

5点（どちらとも
言えない） 44.2%

4点
5.3%

3点
5.4%

2点 3.0%
1点 0.9%

0点（とても不安がある）
4.1%
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0%

20%

40%

60%

2024年（生成AI） 2025年（AIエージェント）
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個人情報漏えいへの企業対応に関する意識02-3
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情報漏えい時の企業対応の重視ポイント
情報漏えい時に企業への信頼を回復する際に、50％以上の人が「発覚から対応までのスピード」、
「開示する情報量と質」、「顧客/被害者への丁寧な事後対応」を重視

51.8

51.0

30.0

56.6

35.3

37.1

44.6

34.5

9.9

9.2

21.7

7.2

3.0

2.7

3.7

1.7

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

発覚から対応までのスピード

漏えい事案に関する適切な量、質での情報開示

記者会見、取材等、メディア対応の姿勢

顧客、被害者への再発防止策の提示など丁寧な事後対応

重視する やや重視する あまり重視しない 重視しない

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.
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プライバシーテック
（プライバシー保護技術）に関する意識02-4
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プライバシーテックへの期待
プライバシーテック（プライバシー保護技術）を活用することで、半数以上が安心感が増すと考えてい
る。特に生成AI利用経験があり、AIエージェントへの期待が高いほど、プライバシーテックへの期待も
高い。

19.9

12.7

17.5

13.7

13.9

40.1

36.2

39.1

33.9

38.6

31.7

42.8

36.3

42.2

39.3

6.1

6.1

5.4

7.6

6.1

2.3

2.1

1.7

2.6

2.0

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

個人に関する情報（購買履歴や処方箋の情報など）を分析する際に、特定の個人を
識別できないよう加工してから分析に用いる（匿名化）

個人情報を集計した統計情報を公表する際に、集計結果から元の個人情報の推測を
防ぐために、集計結果に意図的にノイズを加える（差分プライバシー）

複数の企業が合同でデータ分析を行う際に、データを暗号化したまま分析・処理を
行うことで、各企業からのデータの不正利用や漏えいを防止する（秘密計算）

AIを学習させる際に、実際のデータに似せたダミーデータを用いることで、実在す
る個人データへのアクセスを最小限にとどめたり、個人情報漏えいを防止する（合

成データ）

複数の企業で個人情報を活用した機械学習（コンピュータによる分析）を行う際
に、従来はデータを1か所に集約する必要があったが、1か所に集約せず機械学習の
実施を可能にすることで、集約場所への攻撃による不正利用やデータ漏えいを防止

する（連合学習）

安心できる やや安心できる どちらともいえない あまり安心できない 安心できない

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.
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ダークパターンに対する意識02-5
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ダークパターンへの対応
近年、Webサイト・アプリの画面や表示を通じて、消費者が気付かないうちに不利な意思決定をする
よう誘導する「ダークパターン」と呼ばれる手法が問題視されている中、多くのダークパターンは結果
として半数以上の利用を中断させるという結果に。

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.
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2.4

30.9

20.9
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3.1

1.8

0.1

0.2
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問合せするだけなのにユーザー登録を求められたり、サービスを受け
るために必要がない個人情報まで必須入力が求められる(N=898)

定期購入等、企業に都合が良い選択肢がデフォルトで設定されている
(N=900)

通知や位置情報提供などについて、企業に都合が良い設定にするよう
ポップアップが何度も表示される(N=916)

キャンセルや解約の手続きがわかりにくく、手間や時間がかかる。申
し込みはネットで行えるが解約/退会は電話でしか行えない(N=918)

定期購入であることがわかりにくく表示されている。購入最終段階で
手数料等が追加されている(N=851)

「今何人がカートに入れています」、「今日何人が予約しました」な
どと表示される(N=1,026)

「割引価格での提供はあと〇分間」、「残り〇個」などとカウントダ
ウン表示される(N=973)

購入、登録、問合せなどその先に進むのをやめた（その後、相談や問い合わせなどの行動はしていない）
購入、登録、問合せなどその先に進むのをやめて、企業・サービス運営者に問い合わせた
購入、登録、問合せなどその先に進むのをやめて、家族、知人など周囲に相談をした
購入、登録、問合せなどその先に進むのをやめて、消費者センターなどの機関に相談した
購入、登録、問合せなどその先に進むのをやめて、SNSにアップした
購入、登録、問合せなどその先に進むのを躊躇したが、進んで目的を完了させた
特に気にすることなく、購入、登録、問合せなどの目的を完了させた
普段より登録や購買に期待感、安心感を感じて目的を完了させた
その他
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ダークパターンに対する意識
ダークパターンは、サービスや企業に対してネガティブな感情を抱かせる結果に
女性は年代に関わらず「残り●●」の表示に気持ちが焦る一方、18-20代男性は「親切」「購買意欲が
わいた」とポジティブな印象
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問合せするだけ
なのにユーザー
登録を求められ
たり、サービス
を受けるために
必要がない個人
情報まで必須入
力が求められる

定期購入等、企
業に都合が良い
選択肢がデフォ
ルトで設定され
ている

通知や位置情報
提供などについ
て、企業に都合
が良い設定にす
るようポップ
アップが何度も
表示される

キャンセルや解
約の手続きがわ
かりにくく、手
間や時間がかか
る。申し込みは
ネットで行える
が解約/退会は電
話でしか行えな
い

定期購入である
ことがわかりに
くく表示されて
いる。購入最終
段階で手数料等
が追加されてい
る

「今何人がカー
トに入れていま
す」、「今日何
人が予約しまし
た」などと表示
される

「割引価格での
提供はあと〇分
間」、「残り〇
個」などとカウ
ントダウン表示
される

面倒くさいと思った 46.3 28.9 40.8 47.3 23.7 16.7 17.5
怒り、嫌悪など不快な気
持ちになった 15.8 17.1 21.3 32.0 32.2 8.8 12.3

信用できないと思った 44.5 46.8 38.2 46.0 59.2 25.7 31.4
焦った気持ちになった 6.4 5.4 5.7 8.4 7.8 13.7 17.0
なぜこんなことをするの
だろうと疑問をもった 31.0 20.6 24.5 20.1 19.9 17.1 15.3

親切だと思った 4.5 4.6 4.1 3.8 3.3 7.5 6.1
購買意欲がわいた 2.5 2.0 2.1 2.1 3.0 6.4 6.1
その他 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0
特に何も思わなかった 5.2 8.7 6.7 5.2 4.9 26.1 19.3
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理想の働き方に関する意識02-6
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理想の働き方
「テレワーク制度はなく出社のみ」が40.4％で最多。「テレワーク制度はあるが基本的に出社が中心」
（18.9％）を加えると6割近くが、出社勤務を理想と回答。ハイブリッド勤務は29.4％、全面テレワー
クは11.4％にとどまる。
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全面的にテレワークでの勤務
（テレワークのみ） 11.4%

出社とテレワーク併用のハイブリッド勤
務で、出社は強制されていない（テレ

ワーク多め） 14.4%

出社とテレワーク併用のハイブリッ
ド勤務で、出社は強制されていない

（出社多め） 7.5%

出社とテレワーク併用のハイブリッド勤務
で、出社・テレワーク日数が決められている

（テレワーク多め） 4.6%
出社とテレワーク併用のハイブリッド勤務で、
出社・テレワーク日数が決められている（出社

多め） 2.9%
テレワーク制度はあるが基本的には出

社が中心 18.9%

テレワーク制度はなく
出社のみ（出社のみ）

40.4%

全体 全面的に
テレワー
クでの勤
務（テレ
ワークの
み）

出社とテ
レワーク
併用のハ
イブリッ
ド勤務で、
出社は強
制されて
いない
（テレ
ワーク多
め）

出社とテ
レワーク
併用のハ
イブリッ
ド勤務で、
出社は強
制されて
いない
（出社多
め）

出社とテ
レワーク
併用のハ
イブリッ
ド勤務で、
出社・テ
レワーク
日数が決
められて
いる（テ
レワーク
多め）

出社とテ
レワーク
併用のハ
イブリッ
ド勤務で、
出社・テ
レワーク
日数が決
められて
いる（出
社多め）

テレワー
ク制度は
あるが基
本的には
出社が中
心

テレワー
ク制度は
なく出社
のみ（出
社のみ）

テレワー
クメイン
計

出社メイ
ン計

(1449) 11.4 14.4 7.5 4.6 2.9 18.9 40.4 30.3 69.7
男性18-19才・20代 (112) 22.3 19.6 10.7 1.8 3.6 9.8 32.1 43.8 56.3
男性30代 (108) 11.1 13.9 8.3 2.8 0.9 17.6 45.4 27.8 72.2
男性40代 (140) 7.9 9.3 9.3 4.3 4.3 14.3 50.7 21.4 78.6
男性50代 (126) 8.7 6.3 13.5 4.0 2.4 19.8 45.2 19.0 81.0
男性60代 (116) 7.8 13.8 6.9 1.7 3.4 22.4 44.0 23.3 76.7
男性70代 (114) 5.3 12.3 7.0 3.5 1.8 35.1 35.1 21.1 78.9
女性18-19才・20代 (109) 15.6 16.5 11.9 5.5 2.8 13.8 33.9 37.6 62.4
女性30代 (106) 15.1 17.9 2.8 4.7 0.0 16.0 43.4 37.7 62.3
女性40代 (137) 11.7 13.9 7.3 4.4 1.5 19.0 42.3 29.9 70.1
女性50代 (126) 11.9 12.7 4.0 5.6 3.2 11.9 50.8 30.2 69.8
女性60代 (122) 11.5 17.2 2.5 4.9 6.6 21.3 36.1 33.6 66.4
女性70代 (133) 9.8 20.3 6.0 10.5 3.8 25.6 24.1 40.6 59.4
＊会社員計 (609) 6.6 10.5 9.0 2.3 2.3 20.5 48.8 19.4 80.6
公務員 (49) 6.1 6.1 4.1 0.0 2.0 22.4 59.2 12.2 87.8
経営者・役員 (26) 3.8 7.7 7.7 3.8 3.8 30.8 42.3 15.4 84.6
会社員(事務系) (187) 7.0 12.3 14.4 1.6 2.1 24.1 38.5 20.9 79.1
会社員(技術系) (144) 6.9 9.7 9.7 3.5 3.5 21.5 45.1 20.1 79.9
会社員(その他) (203) 6.4 10.8 4.9 2.5 1.5 14.8 59.1 19.7 80.3
自営業 (64) 21.9 10.9 4.7 3.1 1.6 14.1 43.8 35.9 64.1
自由業 (25) 32.0 8.0 4.0 16.0 0.0 8.0 32.0 56.0 44.0
専業主婦(主夫) (241) 14.9 23.7 5.8 8.3 7.1 19.9 20.3 46.9 53.1
パート・アルバイト (215) 8.8 7.9 3.7 5.6 1.4 16.7 55.8 22.3 77.7
学生 (60) 13.3 25.0 25.0 6.7 6.7 10.0 13.3 45.0 55.0
その他 (43) 30.2 11.6 4.7 0.0 2.3 14.0 37.2 41.9 58.1
無職 (192) 14.1 21.4 5.7 5.2 1.0 21.9 30.7 40.6 59.4 26
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【参考】企業におけるテレワーク実施状況
「全面的にテレワーク勤務が中心」は7.2%（2024年調査は10.9%）にとどまり、テレワークと出社の
ハイブリッド勤務（47.2%）が主流。ハイブリッド勤務の中では「最低出社日数が決められている」が
20.4%もあり、対面コミュニケーションを考慮するなど出社を義務付けたテレワークがみられる。
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全面的にテレワークでの勤務
が中心になっている

7.2%

出社とテレワーク併用のハイブリッド
勤務で、出社は強制されていない

26.8%

出社とテレワーク併用のハイブリッド勤務
で、最低出社日数が決められている

20.4%

テレワーク制度はあるがほとんど活用
されておらず出社が中心になっている

17.8%

以前テレワークは実施していたが、
現在は制度が廃止されてなくなった

5.1%

現在はテレワークを実施していない
が、今後の制度の導入を検討している

4.1%

テレワーク制度を導入していない
（業態的に導入できない場合を含む）

18.5%

（N=1110）
出典：「企業IT利活用動向調査2025」（JIPDEC/ITR） 27
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プライバシーマークの認知度、イメージ02-7
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プライバシーマークの認知度
プライバシーマークを見たことがありますか？またこのマークの意味を知っていますか？

マークを見たことがあり、
意味も知っている 16.6%

マークを見たことはあ
るが、意味は知らない

28.0%

意味は知ってい
るが、マークを
見たことがない

10.1%

マークを見たことはなく、
意味も知らない 45.4%

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.

プライバシーマークを見たり聞いたことがある
割合は54.6％

特に、事務系会社員は72.2％と高く、マークの
意味も含め認識している割合も27.3 ％となっ
た。

全体 マークを

見たこと

があり、

意味も

知ってい

る

マークを

見たこと

はある

が、意味

は知らな

い

意味は

知ってい

るが、

マークを

見たこと

がない

マークを

見たこと

はなく、

意味も知

らない

認知計 非認知計

(1449) 16.6 28.0 10.1 45.4 54.6 45.4

公務員 (49) 12.2 32.7 14.3 40.8 59.2 40.8

経営者・役員 (26) 19.2 26.9 11.5 42.3 57.7 42.3

会社員(事務系) (187) 27.3 36.9 8.0 27.8 72.2 27.8

会社員(技術系) (144) 19.4 25.0 10.4 45.1 54.9 45.1

会社員(その他) (203) 14.8 26.6 9.9 48.8 51.2 48.8

自営業 (64) 20.3 15.6 12.5 51.6 48.4 51.6

自由業 (25) 20.0 8.0 32.0 40.0 60.0 40.0

専業主婦(主夫) (241) 13.7 24.9 13.3 48.1 51.9 48.1

パート・アルバイト (215) 11.2 28.8 9.3 50.7 49.3 50.7

学生 (60) 11.7 31.7 6.7 50.0 50.0 50.0

その他 (43) 18.6 30.2 4.7 46.5 53.5 46.5

無職 (192) 15.6 29.7 6.3 48.4 51.6 48.4

会社員計 (560) 20.4 29.6 9.5 40.5 59.5 40.5

全体

職業

認知計 54.6％
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プライバシーマークの浸透度合（経年）

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.

15.8

17.8

16.6

22.4

26.5

28.0

10.4

9.8

10.1

51.4

45.9

45.4

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

2023年(N=518)

2024年(N=1449)

2025年(N=1449)

マークを見たことがあり、意味も知っている
マークを見たことはあるが、意味は知らない
意味は知っているが、マークを見たことがない
マークを見たことはなく、意味も知らない

25.7

22.2

19.7

10.4

14.5

14.3

18.6

28.9

29.9

24.5

25.3

26.5

7.7

7.4

9.9

11.9

11.1

10.2

48.1

41.5

40.6

53.1

49.1

48.9

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

2023年（N＝183）

2024年（N＝585）

2025年（N＝609）

2023年（N＝183）

2024年（N＝585）

2025年（N＝609）

＊
自
治
体

/企
業
等

に
属
す
る
人

＊
組
織
に
属
さ
な
い

人

マークを見たことがあり、意味も知っている マークを見たことはあるが、意味は知らない

意味は知っているが、マークを見たことがない マークを見たことはなく、意味も知らない

今回の調査ではプライバシーマーク認知度（見たり聞いたことがある割合） 54.6％

入札/取引等で目にする公務員や会社員だけでなく、プライバシーへの意識の高まりに乗じて、
主婦層や学生などBtoB以外の層にも年々浸透

会
社
員
・

公
務
員
等

学
生
・
主
婦
等
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【参考】プライバシーマークを見かけた場所

「プライバシーマークを
見たことがある」人のみ
（複数回答）

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.

46.5
29.1

18.4
9.5

12.9
40.6

15.5
10.4

7.4
4.5

9.5
6.8
6.7

8.8
1.9
2.2

1.1
4.3

36.3

0% 20% 40%

■ネット計
‐企業サイト
‐通販サイト

‐SNS（YouTube、X(旧Twitter)、FaceBook等）
‐Web広告

■ネット以外計
‐TVCM
‐新聞
‐雑誌
‐書籍

‐通販カタログ・パンフレット
‐説明書・申込書・注文書等
‐DM・折り込みチラシ等

‐名刺・会社案内・契約書等
‐屋外広告

‐駅・電車内広告
‐タクシー広告

‐店頭
■その他/覚えていない

見かけた場所は、コーポレートサイトやショッピングサイト等ネット上だけでなく、生活空間も
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20.6%

55.8%

19.7%

3.9%

そう思う ややそう思う あまりそう思わない そう思わない

プライバシーマーク認定企業の印象
プライバシーマークを取得している企業について、あなたはどのように感じられますか。

© 2025 JIPDEC All Rights Reserved.

プライバシーマーク認定企業は以下のような
個人情報保護の取り組みをおこなっています。

• 個人情報を取得する際、取得後の利用目
的を明示する

• 取得した個人情報を安全かつ正確に管理
する

• 利用者からの問い合わせや苦情に迅速に
対応する

• 利用者から取得した個人情報について開
示、訂正が求められれば対応する

• 上記のようなことを含む個人情報保護方
針（プライバシーポリシー）などをWeb
等で公表するなど

30.5%

52.7%

14.1%

2.7%

23.4%

54.2%

18.3%

4.1%

企業のイメージが良い 信頼できる その企業の商品や
サービスを選びたい

32
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禁無断転載
引用・転載をご希望の方はJIPDEC引用・転載フォームから申請をお願いいたします。
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https://contact.jipdec.or.jp/m?f=446
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