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図１ 中国地方におけるインターネットの利用目的・用途（個人）
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図２ 中国地方におけるインターネット利用者の利用端末（個人）
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の増減
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図表１ スマートフォンからのインターネット利用率（個人）
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図３ 中国地方における保有するモバイル端末（個人）
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図４ 中国地方における情報通信機器の保有の推移（世帯）
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図５ インターネット利用時不安を感じる（個人）
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図６ インターネット利用における不安の内容（個人）
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図７ インターネット利用時の対策（個人）
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図８ 実際に行っているセキュリティ対策（個人）
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図９ テレワークを導入しない理由（企業）




