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（%)
減った
（計）

増えた
（計）

1 収入 (計：1,580) 26.8 1.2

2 支出 (計：1,580) 13.3 25.1

3
労働時間（学生の場
合は授業時間）

(計：1,580) 15.9 5.5

4
通勤時間（学生の場
合は通学時間）

(計：1,580) 4.4 1.4

5
在宅などでの勤務（学
生の場合は授業）

(計：1,580) 1.5 5.1

6 家事や育児の時間 (計：1,580) 0.9 19.7

7 家族と過ごす時間 (計：1,580) 3.9 34.6

8 通信販売の利用回数 (計：1,580) 1.7 37.3

9 外出する機会 (計：1,580) 74.4 2.0

10 体を動かす機会 (計：1,580) 42.9 7.5

11 近所付き合い (計：1,580) 32.4 1.1

大きく

減った

6.4

1.3

3.0

1.6

0.6

0.2

1.5

0.9

28.0

9.9

7.1

減った

20.4

12.0

12.9

2.8

0.8

0.8

2.4

0.8

46.4

33.0

25.3

どちら

でもない

69.7

58.8

64.7

76.3

73.7

68.1

55.6

54.2

21.2

46.6

64.1

増えた

1.0

22.4

4.6

1.1

3.9

17.3

30.3

29.7

1.8

6.6

1.1

大きく

増えた

0.2

2.7

0.9

0.3

1.1

2.3

4.2

7.5

0.3

0.9

0.0

無回答

2.3

2.8

13.9

17.9

19.7

11.3

5.9

6.8

2.4

2.9

2.5

２．新型コロナウイルス感染症による生活への影響について 

（１）感染拡大前と比べた日常生活の変化 

◇『減った（計）』は「外出する機会」が74.4％で最も高く、『増えた（計）』

は「通信販売の利用回数」が37.3％で最も高い 

問11 感染拡大前と比べた日常生活の変化についてお答えください。 

（それぞれ１つに○） 

 

図表－10 感染拡大前と比べた日常生活の変化（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大前と比べた日常生活の変化について尋ねたところ、『大きく減った』と

『減った』をあわせた『減った（計）』では、「外出する機会」が74.4％と最も高く、

以下「体を動かす機会」（42.9％）、「近所付き合い」（32.4％）と続いています。 

一方『大きく増えた』と『増えた』をあわせた『増えた（計）』では、「通信販売の

利用回数」が37.3％と最も高く、以下「家族と過ごす時間」（34.6％）、「支出」

（25.1％）と続いています。（図表－10）  
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図表－11 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「収入」を職業別に見ると、「自営業」「派遣社員」「パート・アルバイト」で『減っ

た（計）』が他に比べ高くなっています。 

 

「支出」を職業別に見ると、「パート・アルバイト」「家事専業」で『増えた（計）』

が他に比べ高くなっています。 

（図表－11） 

（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

男
性

女
性

１．収入 ２．支出

減った（計）

13.3

12.0

14.2

0.0

12.7

9.9

16.2

10.2

15.6

10.6

21.1

18.2

24.8

13.4

11.6

11.0

9.8

どちら

でもない

58.8

62.2

56.2

76.0

66.7

60.5

52.5

60.6

63.7

65.0

52.6

63.6

40.5

52.8

56.9

60.1

62.6

増えた（計）

25.1

23.0

26.9

24.0

20.6

28.4

30.3

27.6

17.0

18.1

10.5

15.9

33.9

32.4

30.9

27.0

20.2

無回答

2.8

2.8

2.7

0.0

0.0

1.2

1.0

1.6

3.7

6.3

15.8

2.3

0.8

1.4

0.6

1.8

7.4

減った（計）

26.8

28.4

25.2

4.0

22.2

35.8

33.3

30.7

28.1

26.3

10.5

23.9

22.3

26.8

34.3

25.8

17.2

どちら

でもない

69.7

68.8

70.6

96.0

73.0

61.7

65.7

68.5

69.6

68.1

73.7

71.6

73.6

69.7

64.6

71.2

74.8

増えた（計）

1.2

0.9

1.5

0.0

4.8

2.5

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

3.4

3.3

2.8

0.0

1.2

0.0

無回答

2.3

1.9

2.7

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

2.2

5.6

15.8

1.1

0.8

0.7

1.1

1.8

8.0

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

12.9

15.4

24.1

10.5

15.2

10.7

12.2

7.6

17.2

60.9

58.8

50.0

57.9

50.0

53.0

75.5

67.8

60.3

23.8

25.4

25.9

26.3

32.8

32.9

8.2

18.3

17.2

2.5

0.4

0.0

5.3

2.0

3.4

4.1

6.2

5.2

58.4

22.9

3.4

47.4

37.6

18.8

16.3

10.4

29.3

38.6

74.6

96.6

47.4

61.2

77.2

79.6

83.0

63.8

1.5

2.4

0.0

0.0

0.8

0.7

0.0

0.0

1.7

1.5

0.0

0.0

5.3

0.4

3.4

4.1

6.6

5.2
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図表－12 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「労働時間（学生は授業時間）」を職業別に見ると、「派遣社員」「パート・アルバイ

ト」「学生」で『減った（計）』が他に比べ高くなっています。また、「公務員」では

『増えた（計）』が『減った（計）』を上回っています。 

 

「通勤時間（学生は通学時間）」を職業別に見ると、「学生」で『減った（計）』が他

に比べ高くなっています。（図表－12） 

（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

３．労働時間（学生の場合は授業時間） ４．通勤時間（学生の場合は通学時間）

男
性

女
性

減った（計）

15.9

16.7

15.3

12.0

14.3

24.7

15.2

21.3

11.1

16.3

42.1

21.6

18.2

16.2

18.8

11.0

6.1

どちら

でもない

64.7

65.4

64.8

84.0

74.6

65.4

75.8

69.3

74.1

41.9

52.6

69.3

72.7

70.4

68.5

60.7

52.8

増えた（計）

5.5

4.5

6.4

4.0

7.9

9.9

5.1

7.1

2.2

0.0

0.0

8.0

7.4

11.3

7.2

4.9

1.8

無回答

13.9

13.5

13.6

0.0

3.2

0.0

4.0

2.4

12.6

41.9

5.3

1.1

1.7

2.1

5.5

23.3

39.3

減った（計）

4.4

4.1

4.7

8.0

6.3

4.9

4.0

3.9

1.5

4.4

15.8

10.2

5.0

5.6

3.3

2.5

3.1

どちら

でもない

76.3

77.2

76.2

92.0

88.9

90.1

90.9

89.0

77.8

45.6

73.7

86.4

90.1

88.0

87.3

67.5

46.6

増えた（計）

1.4

1.3

1.4

0.0

1.6

4.9

0.0

0.8

2.2

0.0

5.3

2.3

2.5

2.8

0.6

0.6

0.0

無回答

17.9

17.4

17.8

0.0

3.2

0.0

5.1

6.3

18.5

50.0

5.3

1.1

2.5

3.5

8.8

29.4

50.3

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

3.5

2.6

5.2

10.5

7.2

3.4

28.6

2.1

1.7

74.8

92.5

94.8

84.2

84.8

55.0

65.3

51.2

77.6

0.5

2.2

0.0

0.0

2.8

0.0

6.1

0.0

0.0

21.3

2.6

0.0

5.3

5.2

41.6

0.0

46.7

20.7

21.8

15.2

6.9

31.6

28.8

4.7

36.7

4.8

13.8

64.4

75.1

79.3

57.9

63.6

55.7

57.1

52.9

62.1

4.0

8.7

13.8

5.3

4.0

6.7

6.1

0.7

1.7

9.9

1.0

0.0

5.3

3.6

32.9

0.0

41.5

22.4
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図表－13 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「在宅などでの勤務（学生は授業）」を職業別に見ると、「派遣社員」で『減った

（計）』が他に比べ高く、「学生」で『増えた（計）』が他に比べ高くなっています。 

 

「家事や育児の時間」を性年代別に見ると、女性の30歳代と40歳代で『増えた（計）』

が他に比べ高くなっています。 

（図表－13） 

（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

５．在宅などでの勤務（学生の場合は授業） ６．家事や育児の時間

男
性

女
性

減った（計）

0.9

1.4

0.6

0.0

1.6

1.2

2.0

2.4

0.7

1.3

0.0

0.0

0.0

1.4

0.0

0.0

1.8

どちら

でもない

68.1

72.0

65.5

92.0

82.5

76.5

74.7

81.1

72.6

53.1

73.7

70.5

59.5

60.6

69.6

71.8

60.1

増えた（計）

19.7

12.0

25.6

4.0

12.7

19.8

19.2

11.8

9.6

6.9

10.5

28.4

38.8

37.3

27.6

19.0

9.8

無回答

11.3

14.5

8.3

4.0

3.2

2.5

4.0

4.7

17.0

38.8

15.8

1.1

1.7

0.7

2.8

9.2

28.2

減った（計）

1.5

1.7

1.3

12.0

1.6

0.0

3.0

0.8

1.5

1.3

5.3

1.1

1.7

1.4

0.6

0.6

1.8

どちら

でもない

73.7

74.5

73.6

72.0

82.5

95.1

86.9

84.3

74.8

45.6

52.6

83.0

84.3

90.8

82.3

66.3

45.4

増えた（計）

5.1

4.6

5.5

16.0

11.1

1.2

3.0

8.7

3.0

1.3

36.8

14.8

9.1

3.5

3.9

1.8

1.2

無回答

19.7

19.1

19.7

0.0

4.8

3.7

7.1

6.3

20.7

51.9

5.3

1.1

5.0

4.2

13.3

31.3

51.5

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

0.5

1.0

1.7

10.5

0.4

1.3

0.0

0.7

1.7

65.8

79.1

69.0

68.4

66.0

55.7

71.4

59.5

63.8

19.3

17.2

29.3

15.8

29.6

30.2

22.4

9.3

12.1

14.4

2.6

0.0

5.3

4.0

12.8

6.1

30.4

22.4

1.5

1.0

1.7

15.8

0.8

1.3

8.2

1.0

0.0

74.3

90.9

84.5

73.7

84.0

53.7

38.8

51.6

65.5

2.0

4.5

12.1

0.0

4.8

1.3

53.1

1.4

5.2

22.3

3.7

1.7

10.5

10.4

43.6

0.0

46.0

29.3



 

- 33 - 

図表－14 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家族と過ごす時間」を性年代別に見ると、女性の30歳代で『増えた（計）』が他の

年代に比べ特に高くなっています。 

 

「通信販売の利用回数」を性年代別に見ると、女性の10歳代～40歳代で『増えた

（計）』が他の年代に比べ高くなっています。 

（図表－14） 

（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

７．家族と過ごす時間 ８．通信販売の利用回数

男
性

女
性

減った（計）

1.7

2.3

1.1

0.0

0.0

1.2

2.0

2.4

0.7

5.6

0.0

1.1

0.0

0.0

0.6

1.2

3.7

どちら

でもない

54.2

57.1

51.8

60.0

58.7

43.2

51.5

61.4

67.4

54.4

31.6

38.6

34.7

40.1

55.8

69.3

62.0

増えた（計）

37.3

32.5

41.5

40.0

36.5

54.3

42.4

34.6

24.4

17.5

63.2

59.1

64.5

59.9

42.0

25.8

11.7

無回答

6.8

8.1

5.6

0.0

4.8

1.2

4.0

1.6

7.4

22.5

5.3

1.1

0.8

0.0

1.7

3.7

22.7

減った（計）

3.9

3.5

4.2

8.0

3.2

6.2

3.0

4.7

2.2

1.9

15.8

8.0

1.7

6.3

3.3

2.5

3.7

どちら

でもない

55.6

57.5

53.9

72.0

63.5

56.8

56.6

52.8

60.0

55.6

15.8

45.5

39.7

45.1

61.9

68.7

57.7

増えた（計）

34.6

31.6

37.2

20.0

31.7

37.0

36.4

39.4

30.4

22.5

52.6

46.6

57.9

48.6

33.7

25.2

20.9

無回答

5.9

7.4

4.7

0.0

1.6

0.0

4.0

3.1

7.4

20.0

15.8

0.0

0.8

0.0

1.1

3.7

17.8

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

3.5

0.8

0.0

5.3

1.6

2.0

2.0

1.0

5.2

56.4

50.5

34.5

47.4

53.6

59.1

53.1

64.7

41.4

33.7

47.1

65.5

42.1

41.6

30.9

44.9

15.2

36.2

6.4

1.6

0.0

5.3

3.2

8.1

0.0

19.0

17.2

0.5

3.4

8.6

5.3

5.2

2.0

18.4

2.8

6.9

57.4

60.0

50.0

73.7

48.0

53.0

40.8

59.5

46.6

33.2

35.5

41.4

21.1

44.4

38.9

36.7

22.1

34.5

8.9

1.0

0.0

0.0

2.4

6.0

4.1

15.6

12.1
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図表－15 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「外出する機会」を性年代別に見ると、女性の20歳代～50歳代で『減った（計）』が

他の年代に比べ高くなっています。 

 

「体を動かす機会」を性年代別に見ると、女性の10歳代～40歳代で『減った（計）』

が他の年代に比べ高くなっています。 

（図表－15）  

（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

９．外出する機会 10．体を動かす機会

男
性

女
性

減った（計）

42.9

38.3

46.6

48.0

31.7

45.7

44.4

40.2

37.8

30.6

78.9

50.0

56.2

52.1

44.2

44.8

33.1

どちら

でもない

46.6

52.5

42.3

32.0

47.6

49.4

50.5

56.7

53.3

56.3

15.8

35.2

31.4

41.5

47.5

47.9

46.6

増えた（計）

7.5

7.0

8.0

20.0

19.0

4.9

5.1

2.4

6.7

6.3

0.0

13.6

11.6

6.3

7.7

4.9

8.0

無回答

2.9

2.3

3.2

0.0

1.6

0.0

0.0

0.8

2.2

6.9

5.3

1.1

0.8

0.0

0.6

2.5

12.3

減った（計）

74.4

67.5

80.0

72.0

57.1

74.1

70.7

73.2

66.7

61.9

78.9

81.8

87.6

86.6

82.9

77.9

66.3

どちらでもな

い

21.2

27.0

16.6

20.0

33.3

23.5

26.3

25.2

28.1

28.1

10.5

13.6

9.9

13.4

16.6

19.6

23.9

増えた（計）

2.0

2.6

1.5

8.0

7.9

2.5

3.0

0.0

3.0

1.3

5.3

4.5

1.7

0.0

0.6

1.2

1.8

無回答

2.4

2.9

1.9

0.0

1.6

0.0

0.0

1.6

2.2

8.8

5.3

0.0

0.8

0.0

0.0

1.2

8.0

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

31.7

46.0

43.1

26.3

42.8

47.0

73.5

38.8

41.4

61.9

46.7

46.6

57.9

45.2

40.3

18.4

46.4

41.4

3.5

6.7

10.3

10.5

11.6

8.7

8.2

7.3

6.9

3.0

0.6

0.0

5.3

0.4

4.0

0.0

7.6

10.3

75.2

76.1

93.1

52.6

77.6

79.9

83.7

61.9

70.7

20.3

21.3

6.9

36.8

19.2

17.4

12.2

29.4

19.0

1.0

2.4

0.0

5.3

2.8

1.3

4.1

1.4

3.4

3.5

0.2

0.0

5.3

0.4

1.3

0.0

7.3

6.9
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図表－16 感染拡大前と比べた日常生活の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「近所付き合い」を性年代別に見ると、女性の70歳以上で『減った（計）』が最も高

くなっています。 

（図表－16） 

  

（%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

11．近所付き合い

男
性

女
性

減った（計）

32.4

29.4

34.9

16.0

14.3

21.0

38.4

30.7

36.3

29.4

21.1

22.7

24.8

39.4

36.5

38.0

41.1

どちら

でもない

64.1

67.7

61.3

84.0

81.0

79.0

61.6

67.7

60.0

64.4

68.4

77.3

71.9

58.5

63.0

59.5

46.6

増えた（計）

1.1

0.7

1.4

0.0

1.6

0.0

0.0

0.8

1.5

0.6

0.0

0.0

2.5

2.1

0.0

0.6

3.1

無回答

2.5

2.2

2.5

0.0

3.2

0.0

0.0

0.8

2.2

5.6

10.5

0.0

0.8

0.0

0.6

1.8

9.2

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

38.1

29.6

31.0

42.1

35.2

36.9

24.5

29.4

31.0

56.9

69.4

69.0

57.9

62.8

59.1

71.4

62.3

63.8

1.5

0.8

0.0

0.0

1.6

2.0

2.0

0.7

0.0

3.5

0.2

0.0

0.0

0.4

2.0

2.0

7.6

5.2
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（%)

良く
なった
（計）

悪く
なった
（計）

1
精神面（ストレス、憂う
つ感など）

(計：1,580) 1.3 50.5

2
経済面（経営、家計な
ど）

(計：1,580) 1.3 33.9

3
健康面（体力、視力な
ど）

(計：1,580) 2.7 36.1

4 家族関係 (計：1,580) 8.1 6.2

5 家族以外の人間関係 (計：1,580) 2.9 18.2

6
就労環境（学生の場
合は学習環境）

(計：1,580) 1.6 19.6

良くなった

0.2

0.3

0.3

2.3

0.6

0.2

やや

良くなった

1.1

1.0

2.3

5.8

2.3

1.5

どちら

でもない

46.9

63.0

59.9

83.2

76.9

65.9

やや

悪くなった

40.7

23.7

31.3

4.7

15.7

14.7

悪くなった

9.8

10.3

4.9

1.5

2.5

4.9

無回答

1.3

1.8

1.3

2.5

2.0

12.8

（２）感染拡大前と比べた生活や心身の変化 

◇『悪くなった（計）』では、「精神面」が50.5％で最も高い 

問12 感染拡大前と比べて、生活や心身にどのような変化がありましたか。 

（それぞれ１つに○） 

 

図表－17 感染拡大前と比べた生活や心身の変化（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大前と比べた生活や心身の変化について尋ねたところ、『良くなった』と『や

や良くなった』をあわせた『良くなった（計）』で、１割以上の項目は見られませんで

した。 

一方で『悪くなった』と『やや悪くなった』をあわせた『悪くなった（計）』では、

「精神面」が50.5％と最も高く、以下「健康面」（36.1％）、「経済面」（33.9％）と続

いています。 

（図表－17） 
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（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

１．精神面（ストレス、憂うつ感など） ２．経済面（経営、家計など）

男
性

女
性

良くなった

（計）

1.3

0.7

1.7

0.0

0.0

1.2

0.0

0.8

1.5

0.6

5.3

4.5

1.7

1.4

1.1

0.6

1.8

どちら

でもない

46.9

53.8

41.3

64.0

58.7

51.9

45.5

52.0

55.6

56.3

47.4

38.6

33.9

32.4

44.2

44.8

49.1

悪くなった

（計）

50.5

44.5

55.5

36.0

41.3

46.9

54.5

47.2

42.2

39.4

36.8

56.8

63.6

66.2

54.7

54.0

43.6

無回答

1.3

1.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

3.8

10.5

0.0

0.8

0.0

0.0

0.6

5.5

良くなった

（計）

1.3

1.2

1.4

0.0

3.2

2.5

1.0

0.0

1.5

0.6

0.0

2.3

1.7

3.5

0.0

1.2

0.6

どちら

でもない

63.0

64.8

61.7

92.0

76.2

53.1

57.6

61.4

67.4

66.9

68.4

64.8

62.0

59.2

56.4

60.1

69.3

悪くなった

（計）

33.9

32.9

34.6

8.0

20.6

44.4

40.4

38.6

30.4

28.8

26.3

31.8

35.5

36.6

43.1

38.0

21.5

無回答

1.8

1.2

2.3

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.7

3.8

5.3

1.1

0.8

0.7

0.6

0.6

8.6

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

1.0

0.2

3.4

0.0

1.6

0.7

10.2

1.0

3.4

46.0

48.1

41.4

57.9

40.0

51.7

46.9

50.2

43.1

50.5

51.5

55.2

42.1

58.0

47.7

42.9

44.6

50.0

2.5

0.2

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

4.2

3.4

0.5

2.0

3.4

0.0

1.2

0.7

0.0

0.3

3.4

39.1

67.7

81.0

52.6

56.8

68.5

69.4

71.6

60.3

58.4

30.2

15.5

42.1

41.2

29.5

30.6

22.1

31.0

2.0

0.0

0.0

5.3

0.8

1.3

0.0

5.9

5.2

図表－18 感染拡大前と比べた生活や心身の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「精神面」を性年代別に見ると、女性の30歳代と40歳代で『悪くなった（計）』が他

の年代に比べ高くなっています。また、職業別では「パート・アルバイト」で『悪く

なった（計）』が他に比べ高くなっています。 

 

「経済面」を職業別に見ると、「自営業」で『悪くなった（計）』が他に比べ高く

なっています。（図表－18）  
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（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

３．健康面（体力、視力など） ４．家族関係

男
性

女
性

良くなった

（計）

8.1

7.2

8.8

12.0

7.9

12.3

11.1

8.7

4.4

2.5

26.3

13.6

14.0

9.9

7.7

3.1

6.1

どちら

でもない

83.2

83.2

83.4

88.0

81.0

81.5

82.8

82.7

82.2

85.6

68.4

79.5

76.9

83.1

87.3

89.6

82.2

悪くなった

（計）

6.2

6.5

5.9

0.0

11.1

6.2

6.1

6.3

8.9

4.4

0.0

6.8

8.3

7.0

5.0

5.5

4.3

無回答

2.5

3.0

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

4.4

7.5

5.3

0.0

0.8

0.0

0.0

1.8

7.4

良くなった

（計）

2.7

2.8

2.6

8.0

4.8

2.5

5.1

2.4

1.5

1.3

5.3

4.5

2.5

2.1

1.1

1.8

4.3

どちら

でもない

59.9

64.1

56.6

52.0

81.0

60.5

59.6

64.6

63.7

63.8

63.2

56.8

56.2

56.3

51.9

62.0

56.4

悪くなった

（計）

36.1

32.3

39.2

40.0

14.3

37.0

35.4

33.1

34.8

31.3

26.3

38.6

40.5

41.5

46.4

35.6

33.1

無回答

1.3

0.9

1.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.8

5.3

0.0

0.8

0.0

0.6

0.6

6.1

図表－19 感染拡大前と比べた生活や心身の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「健康面」を性年代別に見ると、女性の50歳代で『悪くなった（計）』が他の年代に

比べ高くなっています。 

 

「家族関係」を職業別に見ると、「学生」で『良くなった（計）』が他に比べ高く

なっています。 

（図表－19）  

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

1.5

2.6

1.7

0.0

3.6

3.4

6.1

2.1

3.4

61.9

62.7

62.1

63.2

57.2

55.7

53.1

59.2

58.6

34.2

34.5

36.2

36.8

39.2

40.3

40.8

34.9

32.8

2.5

0.2

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

3.8

5.2

3.5

9.7

6.9

10.5

7.6

10.7

18.4

5.5

10.3

83.7

84.0

89.7

78.9

83.6

84.6

81.6

81.3

74.1

8.4

6.1

3.4

10.5

8.4

4.0

0.0

5.2

8.6

4.5

0.2

0.0

0.0

0.4

0.7

0.0

8.0

6.9
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（%) （%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

５．家族以外の人間関係 ６．就労環境（学生の場合は学習環境）

男
性

女
性

良くなった

（計）

1.6

1.4

1.8

4.0

1.6

1.2

2.0

1.6

1.5

0.6

10.5

6.8

2.5

2.1

0.6

0.0

0.6

どちら

でもない

65.9

65.7

66.7

80.0

82.5

60.5

68.7

70.1

71.9

48.8

47.4

72.7

70.2

70.4

68.5

71.8

53.4

悪くなった

（計）

19.6

20.7

18.7

16.0

15.9

37.0

26.3

26.0

14.1

13.1

36.8

19.3

25.6

25.4

24.9

10.4

6.1

無回答

12.8

12.2

12.8

0.0

0.0

1.2

3.0

2.4

12.6

37.5

5.3

1.1

1.7

2.1

6.1

17.8

39.9

良くなった

（計）

2.9

2.0

3.6

4.0

3.2

3.7

1.0

2.4

0.7

1.9

15.8

4.5

3.3

2.8

2.2

1.8

6.1

どちら

でもない

76.9

79.6

74.9

88.0

87.3

82.7

75.8

81.9

78.5

75.0

63.2

81.8

77.7

73.2

77.3

78.5

65.6

悪くなった

（計）

18.2

16.7

19.5

8.0

9.5

13.6

23.2

15.7

19.3

16.9

15.8

13.6

18.2

23.9

20.4

17.8

20.9

無回答

2.0

1.7

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

6.3

5.3

0.0

0.8

0.0

0.0

1.8

7.4

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

2.0

3.0

0.0

5.3

3.2

4.0

4.1

3.1

1.7

78.7

77.3

82.8

68.4

77.6

74.5

89.8

72.0

77.6

16.3

19.7

17.2

26.3

18.8

20.8

6.1

18.3

13.8

3.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.7

0.0

6.6

6.9

0.5

2.0

3.4

5.3

2.0

0.7

8.2

0.3

1.7

67.8

72.0

62.1

63.2

69.6

62.4

59.2

54.7

67.2

22.8

24.7

34.5

26.3

25.2

6.0

32.7

5.9

17.2

8.9

1.2

0.0

5.3

3.2

30.9

0.0

39.1

13.8

図表－20 感染拡大前と比べた生活や心身の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家族以外の人間関係」を性年代別に見ると、女性の10歳代で『良くなった（計）』

が他の年代に比べ高めとなっています。 

 

「就労環境（学生は学習環境）」を性年代別に見ると、男性の30歳代で『悪くなった

（計）』が他の年代に比べ高くなっています。 

（図表－20）  
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変化があった

21.3%

特に変化はなかった

58.0%

感染拡大前から

働いていない

18.3%

無回答

2.4%

（３）感染拡大前と比べた働き方の変化 

◇働き方に『変化があった』が21.3％ 

問13 感染拡大前と比べて、ご自身の働き方に変化がありましたか。（１つに○） 

 

図表－21 感染拡大前と比べた働き方の変化（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（計：1,580） 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大前と比べご自身の働き方に変化があったか尋ねたところ、『変化があった』

が21.3％となっています。 

一方で、『特に変化はなかった』は58.0％となっています。 

（図表－21） 
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（%)

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

男
性

女
性

変化が

あった

21.3

22.3

20.6

8.0

23.8

30.9

31.3

22.8

20.7

15.0

5.3

33.0

26.4

24.6

24.9

15.3

8.6

特に変化は

なかった

58.0

59.9

56.6

64.0

63.5

65.4

63.6

71.7

61.5

41.9

42.1

58.0

62.0

69.7

63.0

52.1

39.3

感染拡大前

から働いて

いない

18.3

15.4

20.4

24.0

12.7

3.7

4.0

5.5

16.3

35.0

42.1

9.1

11.6

5.6

11.6

30.1

43.6

無回答

2.4

2.5

2.4

4.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.5

8.1

10.5

0.0

0.0

0.0

0.6

2.5

8.6

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：202)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：493)

公務員 (計：58)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：19)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：250)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：149)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：49)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：289)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：58)

23.8

24.1

32.8

36.8

34.4

7.4

28.6

5.9

22.4

74.8

74.8

67.2

57.9

65.6

30.2

34.7

26.0

69.0

0.5

0.8

0.0

5.3

0.0

59.1

32.7

59.9

6.9

1.0

0.2

0.0

0.0

0.0

3.4

4.1

8.3

1.7

図表－22 感染拡大前と比べた働き方の変化（性別／性年代別／職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性年代別に見ると、男性の30歳代と40歳代、女性の20歳代で『変化があった』が他

の年代に比べ高くなっています。 

 

また、職業別に見ると、「公務員」「派遣社員」「パート・アルバイト」で『変化が

あった』が他に比べ高くなっています。 

（図表－22）  
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（４）感染拡大前と比べた働き方の変化の内容 

◇『勤務日数が減った』が37.1％で最も高い 

（問13で「１．変化があった」とお答えの方へ） 

問14 感染拡大前と比べて、働き方にどのような変化がありましたか。 

（○はいくつでも） 

 

図表－23 感染拡大前と比べた働き方の変化の内容（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大前と比べて働き方に『変化があった』と回答した人に、どのような変化が

あったかを尋ねたところ、『勤務日数が減った』が37.1％と最も高く、『商談や会議を

オンラインで行うようになった』（16.0％）が次いでいます。 

 

（図表－23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.1

16.0

9.2

8.0

5.3

5.3

2.7

28.2

3.0

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

勤務日数が減った

商談や会議をオンラインで行うようになった

転職した

失業（廃業）した

テレワークが部分的（50％未満）に導入された

時差出勤やフレックスタイムによる勤務をして

いる

テレワークが中心（50％以上）になった

その他

無回答

「変化があった」回答者 (計：337)
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図表－24 感染拡大前と比べた働き方の変化の内容（職業別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業別に見ると、『勤務日数が減った』では、「パート・アルバイト」が他に比べ高

くなっています。また『商談や会議をオンラインで行うようになった』では、「公務員」

「会社員」が他に比べ高くなっています。 

（図表－24） 

  

 

 

  

全   体 (計：337)

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：48)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：119)

公務員 (計：19)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：7)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：86)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：11)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：14)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：17)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：13)

勤務日数が減った
商談や会議をオンラインで

行うようになった
転職した 失業（廃業）した

37.1 

41.7 

31.1 

5.3 

42.9 

60.5 

9.1 

42.9 

0.0 

23.1 

0.0％ 40.0％ 80.0％

16.0 

6.3 

23.5 

57.9 

0.0 

8.1 

0.0 

14.3 

0.0 

23.1 

0.0％ 40.0％ 80.0％

9.2 

4.2 

10.9 

0.0 

42.9 

14.0 

0.0 

0.0 

5.9 

0.0 

0.0％ 40.0％ 80.0％

8.0 

4.2 

2.5 

0.0 

0.0 

8.1 

36.4 

7.1 

58.8 

0.0 

0.0％ 40.0％ 80.0％

全   体 (計：337)

【職業別】 　　　 

自営業　　　　　　　　　　　　　(計：48)

会社員　　　　　　　　　　　　　(計：119)

公務員 (計：19)

派遣社員　　　　　　　　　　　　(計：7)

パート・アルバイト　　　　　　　(計：86)

家事専業　　　　　　　　　　　　(計：11)

学生　　　　　　　　　　　　　　(計：14)

無職　　　　　　　　　　　　　　(計：17)

その他　　　　　　　　　　　　　(計：13)

テレワークが部分的（50％
未満）に導入された

時差出勤やフレックスタイ
ムによる勤務をしている

テレワークが中心（50％以
上）になった

その他

5.3 

0.0 

10.1 

5.3 

0.0 

2.3 

0.0 

14.3 

0.0 

7.7 

0.0％ 40.0％ 80.0％

5.3 

4.2 

7.6 

5.3 

0.0 

5.8 

0.0 

7.1 

0.0 

0.0 

0.0％ 40.0％ 80.0％

2.7 

0.0 

3.4 

0.0 

0.0 

0.0 

9.1 

21.4 

0.0 

7.7 

0.0％ 40.0％ 80.0％

28.2 

35.4 

30.3 

42.1 

28.6 

15.1 

45.5 

7.1 

35.3 

46.2 

0.0％ 40.0％ 80.0％
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（%)

1 食事の支度 (計：1,339)

2 食事の後片付け (計：1,370)

3 日常の買い物 (計：1,370)

4 掃除 (計：1,372)

5 洗濯 (計：1,325)

6 ゴミだし (計：1,348)

7 高齢者や病人の世話 (計：678)

8 乳幼児の世話 (計：455)

9 子どもの勉強やしつけ (計：544)

自分の分担

が増えた

10.6

9.4

11.6

7.5

7.3

6.9

11.2

8.4

10.1

変わらない

86.6

87.6

84.0

90.3

90.9

89.3

85.1

89.7

87.5

家族の分担

が増えた

2.8

3.0

4.4

2.2

1.8

3.8

3.7

2.0

2.4

（５）感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化 

◇すべての項目で『変わらない』が８割を超える 

問15 感染拡大前と比べて、家庭内での役割分担にどのような変化がありました

か。（それぞれ１つに○） 

ご自身が該当しない項目については、「４．あてはまらない」をお選びくだ

さい。 

 

図表－25 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（全体） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染拡大前と比べて、家庭内での役割分担に変化があったか尋ねたところ、すべて

の項目で、『変わらない』が８割を超えています。 

 

（図表－25） 

  



 

- 45 - 

図表－26 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（性別／性年代別） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食事の支度」を性年代別に見ると、女性の30歳代～50歳代で『自分の分担が増え

た』が他の年代に比べ高くなっています。 

 

「食事の後片付け」を性年代別に見ると、女性の40歳代で『自分の分担が増えた』

が他の年代に比べ高くなっています。 

 

（図表－26） 

 

 

 

 

 

 

 

  

（%) （%)

全   体 (計：1,339) (計：1,370)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：516) (計：536)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：815) (計：825)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：18) (計：21)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：53) (計：55)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：71) (計：73)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：73) (計：80)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：103) (計：107)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：101) (計：104)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：97) (計：96)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：12) (計：14)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：77) (計：79)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：117) (計：117)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：139) (計：141)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：175) (計：176)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：155) (計：156)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：139) (計：141)

１．食事の支度 ２．食事の後片付け

男
性

女
性

自分の分担

が増えた

9.4

7.8

10.4

0.0

7.3

8.2

7.5

7.5

6.7

11.5

14.3

13.9

12.0

15.6

12.5

5.8

4.3

変わらない

87.6

88.6

86.9

100.0

90.9

86.3

87.5

89.7

89.4

85.4

78.6

83.5

86.3

83.0

83.5

90.4

94.3

家族の分担

が増えた

3.0

3.5

2.7

0.0

1.8

5.5

5.0

2.8

3.8

3.1

7.1

2.5

1.7

1.4

4.0

3.8

1.4

自分の分担

が増えた

10.6

8.3

12.0

0.0

9.4

8.5

9.6

5.8

8.9

10.3

8.3

10.4

16.2

18.7

15.4

6.5

5.0

変わらない

86.6

88.6

85.4

100.0

88.7

85.9

84.9

92.2

89.1

86.6

83.3

85.7

79.5

80.6

81.7

91.0

93.5

家族の分担

が増えた

2.8

3.1

2.6

0.0

1.9

5.6

5.5

1.9

2.0

3.1

8.3

3.9

4.3

0.7

2.9

2.6

1.4
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図表－27 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（性別／性年代別） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日常の買い物」を性年代別に見ると、女性の40歳代で『自分の分担が増えた』が

他の年代に比べ高くなっています。 

 

 

「掃除」を性年代別に見ると、女性の10歳代で『自分の分担が増えた』が他の年代

に比べ高くなっています。 

 

（図表－27） 

 

 

 

 

 

 

  

（%) （%)

全   体 (計：1,370) (計：1,372)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：554) (計：541)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：808) (計：824)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：18) (計：20)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：54) (計：53)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：74) (計：71)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：83) (計：85)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：108) (計：105)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：108) (計：101)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：109) (計：106)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：13) (計：15)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：74) (計：78)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：115) (計：117)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：140) (計：139)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：174) (計：176)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：151) (計：157)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：140) (計：141)

３．日常の買い物 ４．掃除

男
性

女
性

自分の分担

が増えた

7.5

7.0

7.9

5.0

7.5

8.5

5.9

3.8

5.9

11.3

20.0

11.5

9.4

11.5

5.7

7.0

3.5

変わらない

90.3

91.1

89.7

95.0

90.6

90.1

92.9

93.3

91.1

87.7

73.3

85.9

88.9

85.6

90.9

91.7

94.3

家族の分担

が増えた

2.2

1.8

2.4

0.0

1.9

1.4

1.2

2.9

3.0

0.9

6.7

2.6

1.7

2.9

3.4

1.3

2.1

自分の分担

が増えた

11.6

11.4

11.8

0.0

13.0

14.9

12.0

6.5

13.0

12.8

7.7

9.5

15.7

22.1

9.8

8.6

5.7

変わらない

84.0

85.0

83.3

94.4

83.3

79.7

84.3

89.8

83.3

85.3

84.6

86.5

77.4

75.0

85.6

85.4

89.3

家族の分担

が増えた

4.4

3.6

5.0

5.6

3.7

5.4

3.6

3.7

3.7

1.8

7.7

4.1

7.0

2.9

4.6

6.0

5.0
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図表－28 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（性別／性年代別） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「洗濯」を性年代別に見ると、女性の10歳代～20歳代で『自分の分担が増えた』が

他の年代に比べ高くなっています。 

 

 

「ゴミだし」を性年代別に見ると、男性の70歳以上で『自分の分担が増えた』が他

の年代に比べ高くなっています。 

 

（図表－28） 

 

 

 

 

 

 

  

（%) （%)

全   体 (計：1,325) (計：1,348)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：500) (計：542)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：818) (計：798)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19) (計：17)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：52) (計：53)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：69) (計：69)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：79) (計：83)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：98) (計：106)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：98) (計：107)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：85) (計：107)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：12) (計：12)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：76) (計：74)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：115) (計：110)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：139) (計：136)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：176) (計：174)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：157) (計：154)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：142) (計：137)

５．洗濯 ６．ゴミだし

男
性

女
性

自分の分担

が増えた

6.9

9.2

5.4

0.0

7.5

2.9

8.4

6.6

9.3

18.7

8.3

8.1

5.5

8.1

4.0

4.5

3.6

変わらない

89.3

88.0

90.1

100.0

90.6

94.2

90.4

89.6

85.0

80.4

83.3

89.2

90.9

87.5

89.7

90.9

92.7

家族の分担

が増えた

3.8

2.8

4.5

0.0

1.9

2.9

1.2

3.8

5.6

0.9

8.3

2.7

3.6

4.4

6.3

4.5

3.6

自分の分担

が増えた

7.3

6.0

8.2

10.5

7.7

4.3

3.8

4.1

8.2

7.1

25.0

14.5

7.0

12.2

7.4

6.4

3.5

変わらない

90.9

91.6

90.3

89.5

90.4

94.2

94.9

91.8

88.8

90.6

66.7

84.2

91.3

87.1

91.5

91.7

95.1

家族の分担

が増えた

1.8

2.4

1.5

0.0

1.9

1.4

1.3

4.1

3.1

2.4

8.3

1.3

1.7

0.7

1.1

1.9

1.4
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図表－29 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（性別／性年代別） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高齢者や病人の世話」を性年代別に見ると、女性の50歳代と60歳代で『自分の分

担が増えた』が他の年代に比べ高くなっています。 

 

 

「乳幼児の世話」を性年代別に見ると、女性の30歳代で『自分の分担が増えた』が

他の年代に比べ高くなっています。 

 

（図表－29） 

 

 

 

 

  

（%) （%)

全   体 (計：678) (計：455)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：281) (計：205)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：392) (計：247)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：14) (計：12)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：31) (計：29)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：38) (計：40)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：50) (計：42)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：71) (計：43)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：46) (計：24)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：31) (計：15)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：6) (計：4)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：45) (計：36)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：59) (計：66)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：85) (計：55)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：91) (計：38)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：67) (計：32)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：38) (計：15)

７．高齢者や病人の世話 ８．乳幼児の世話

男
性

女
性

自分の分担

が増えた

8.4

4.9

11.3

0.0

6.9

7.5

2.4

4.7

4.2

6.7

0.0

5.6

21.2

5.5

7.9

15.6

6.7

変わらない

89.7

92.2

87.9

100.0

89.7

87.5

95.2

95.3

87.5

93.3

100.0

91.7

78.8

94.5

92.1

81.3

93.3

家族の分担

が増えた

2.0

2.9

0.8

0.0

3.4

5.0

2.4

0.0

8.3

0.0

0.0

2.8

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

自分の分担

が増えた

11.2

7.1

14.3

7.1

16.1

2.6

6.0

5.6

6.5

9.7

0.0

4.4

10.2

10.6

24.2

22.4

5.3

変わらない

85.1

89.0

82.4

92.9

83.9

97.4

90.0

90.1

82.6

87.1

83.3

88.9

88.1

88.2

70.3

76.1

92.1

家族の分担

が増えた

3.7

3.9

3.3

0.0

0.0

0.0

4.0

4.2

10.9

3.2

16.7

6.7

1.7

1.2

5.5

1.5

2.6
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図表－30 感染拡大前と比べた家庭内での役割分担の変化（性別／性年代別） 

（「あてはまらない」「無回答」を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どもの勉強やしつけ」を性年代別に見ると、女性の30歳代で『自分の分担が増

えた』が他の年代に比べ高くなっています。 

 

（図表－30） 

 

 

 

 

  

（%)

全   体 (計：544)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：227)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：314)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：12)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：26)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：42)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：55)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：48)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：24)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：20)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：4)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：37)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：79)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：92)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：53)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：31)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：17)

９．子どもの勉強やしつけ

男
性

女
性

自分の分担

が増えた

10.1

5.7

13.1

0.0

3.8

7.1

9.1

6.3

0.0

5.0

0.0

5.4

25.3

13.0

5.7

12.9

0.0

変わらない

87.5

91.2

85.0

100.0

92.3

88.1

87.3

93.8

100.0

85.0

100.0

91.9

74.7

84.8

92.5

87.1

88.2

家族の分担

が増えた

2.4

3.1

1.9

0.0

3.8

4.8

3.6

0.0

0.0

10.0

0.0

2.7

0.0

2.2

1.9

0.0

11.8
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（６）コロナ禍の生活のなかで困っていること 

◇『病気などの心身の健康』が20.3％で最も高い 

問16 コロナ禍での生活のなかで、今、特に困っていることは何ですか。 

（○はいくつでも） 

 

図表－31 コロナ禍の生活のなかで困っていること（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での生活のなかで、特に困っていることを尋ねたところ、『特に困っている

ことはない』（61.6％）を除くと、『病気などの心身の健康』が20.3％と最も高く、『生

活困窮』（11.4％）が次いでいます。 

（図表－31） 

 

 

 

 

 

  

20.3

11.4

0.3

9.2

61.6

2.7

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％

病気などの心身の健康

生活困窮

暴力被害・性暴力被害

その他

特に困っていることはない

無回答

全体(計：1,580)
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図表－32 コロナ禍の生活のなかで困っていること（性別／性年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

性年代別で見ると、『病気などの心身の健康』は、男性の70歳以上で他の年代に比べ

高くなっています。また『生活困窮』は、男性の30歳代と女性の10歳代で他の年代に

比べ高くなっています。一方、『特に困っていることはない』は、男性の10歳代と20歳

代、女性の70歳以上で他の年代に比べ高くなっています。（図表－32）  

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

病気などの心身の健康 生活困窮 暴力被害・性暴力被害

男
性

女
性

20.3

19.1

21.0

4.0

11.1

11.1

21.2

16.5

20.0

28.8

5.3

20.5

19.0

23.2

24.3

21.5

17.8

0.0％ 50.0％ 100.0％

11.4

12.3

10.7

4.0

12.7

22.2

14.1

17.3

7.4

7.5

21.1

14.8

14.0

12.7

11.0

9.8

3.7

0.0％ 50.0％ 100.0％

0.3

0.1

0.3

-

-

-

-

0.8

-

-

5.3

-

0.8

0.7

-

-

-

0.0％ 50.0％ 100.0％

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

女
性

その他 特に困っていることはない

男
性

61.6

63.5

60.0

84.0 

76.2 

65.4 

59.6 

60.6 

67.4 

55.6 

42.1 

65.9 

52.1 

55.6 

56.4 

60.7 

72.4 

0.0％ 50.0％ 100.0％

9.2

8.3

10.1

8.0

1.6

8.6

11.1

9.4

7.4

8.8

26.3

6.8

14.9

10.6

11.0

11.0

4.3

0.0％ 50.0％ 100.0％
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（７）コロナ禍の生活のなかで困っていることの相談先 

◇『家族・親類』が41.2％で最も高い 

（問16で、「１．生活困窮」「２．暴力被害・性暴力被害」「３．病気などの心身の

健康」「４．その他」をお選びいただいた方へ） 

問17 特に困っていることについて、誰かに相談しましたか。（○はいくつでも） 

 

図表－33 コロナ禍の生活のなかで困っていることの相談先（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での生活のなかで、困っていることがあると回答した人に相談先を尋ねた

ところ、『家族・親類』が41.2％と最も高く、『友人・知人』（20.2％）が次いでいます。 

一方で、『相談先がわからない』が9.2％、『相談したくない』が12.6％となっていま

す。 

（図表－33） 

 

 

 

 

 

  

41.2

20.2

1.9

0.2

2.1

9.0

9.2

12.6

20.2

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

家族・親類

友人・知人

市役所

警察

その他の相談窓口

その他

相談先がわからない

相談したくない

無回答

「困っていることある」回答者 (計：565)
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52.2

25.9

1.9

0.3

2.2

9.7

8.1

9.7

13.4

38.3

16.7

3.3

0.6

2.8

5.0

17.2

22.8

8.3

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

25.0

0.0

24.0

13.0

0.7

0.0

1.4

14.4

4.8

10.3

40.4

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％

家族・親類

友人・知人

市役所

警察

その他の相談窓口

その他

相談先がわからない

相談したくない

無回答

病気などの心身の健康（計：320）

生活困窮（計：180）

暴力被害・性暴力被害（計：4）

その他（計：146）

図表－34 コロナ禍の生活のなかで困っていることの相談先（困っている内容別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「困っていること」として回答した内容別で見ると、「病気などの心身の健康」と

「生活困窮」の回答者はともに、『家族・親類』が相談先として最も高くなっています。 

また、「生活困窮」の回答者は『相談先がわからない』『相談したくない』が『友

人・知人』よりも高くなっています。（図表－34） 
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（８）感染収束後にやってみたいこと 

◇『旅行』が73.4％で最も高い 

問18 感染の収束後、やってみたいことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

図表－35 感染収束後にやってみたいこと（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染収束後にやってみたいことを尋ねたところ、『旅行』が73.4％と最も高く、以下

『宴会・食事会』（50.1％）、『コンサート、観劇など』（35.3％）が続いています。 

 

（図表－35） 

 

 

 

  

73.4

50.1

35.3

20.5

5.8

13.2

1.3

0.0％ 20.0％ 40.0％ 60.0％ 80.0％ 100.0％

旅行

宴会・食事会

コンサート、観劇など

カラオケ

その他

特にない

無回答

全体(計：1,580)
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図表－36 感染収束後にやってみたいこと（性別／性年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性年代別で見ると、『旅行』は、女性の10歳代～50歳代で他の年代に比べ高くなって

います。また『コンサート、観劇など』、『カラオケ』は、男女とも年代が上がるに

従って大きく減少する傾向が見られます。 

（図表－32）  

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

旅行 宴会・食事会 コンサート、観劇など

男
性

女
性

73.4

68.0

77.9

76.0

63.5

64.2

72.7

70.1

74.1

60.6

89.5

85.2

88.4

86.6

83.4

68.7

60.1

0.0％ 50.0％ 100.0％

50.1

45.5

53.8

36.0

44.4

51.9

49.5

47.2

48.1

38.1

47.4

47.7

54.5

57.0

60.8

51.5

49.1

0.0％ 50.0％ 100.0％

35.3

25.1

43.6

44.0

33.3

27.2

27.3

25.2

25.2

16.3

68.4

67.0

51.2

42.3

45.9

36.2

28.8

0.0％ 50.0％ 100.0％

全   体 (計：1,580)

【性別】 　　　　　　　　　 

男性　　　　　　　　　　　　　　(計：690)

女性　　　　　　　　　　　　　　(計：878)

【性別・年代別】 　　　 

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：25)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：63)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：81)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：99)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：127)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：135)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：160)

　10歳代　　　　　　　　　　　　(計：19)

　20歳代　　　　　　　　　　　　(計：88)

　30歳代　　　　　　　　　　　　(計：121)

　40歳代　　　　　　　　　　　　(計：142)

　50歳代　　　　　　　　　　　　(計：181)

　60歳代　　　　　　　　　　　　(計：163)

　70歳以上　　　　　　　　　　　(計：163)

女
性

カラオケ その他 特にない

男
性

5.8

4.8

6.6

4.0 

4.8 

7.4 

4.0 

5.5 

3.7 

4.4 

0.0 

4.5 

5.8 

6.3 

8.8 

8.6 

4.9 

0.0％ 50.0％ 100.0％

13.2

18.4

8.9

16.0 

19.0 

19.8 

16.2 

17.3 

12.6 

25.0 

0.0 

6.8 

3.3 

5.6 

2.8 

14.1 

19.6 

0.0％ 50.0％ 100.0％

20.5

19.7

21.3

36.0

38.1

27.2

22.2

15.7

17.0

10.0

52.6

44.3

30.6

26.1

18.8

10.4

8.0

0.0％ 50.0％ 100.0％
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（９）新型コロナウイルス感染症による生活への影響について（自由意見） 

その他、新型コロナウイルス感染症による生活への影響について、意見などが

ありましたら、ご自由にお書きください。 

 

新型コロナウイルス感染症による生活への影響（自由意見）について尋ねたとこ

ろ、225人から254件の意見が寄せられました。意見・要望の件数は以下のとおりで

す。 

なお、一人が複数の意見を記入している場合は、それぞれを１件として件数に加

えています。 

 

 

図表－37 新型コロナウイルス感染症による生活への影響について（自由意見） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

順位 項目 件数

第１位 ワクチン接種の加速を希望 43

第２位 給付金、補助金の支給や支援 19

第３位 ストレスを感じる 15

〃 外出が制限される 15

第５位 市からの情報発信の内容や方法 13

第６位 医療体制が不十分 9

〃 収入の減少 9

〃 マスクをしていない人がいる 9

第９位 マスクを外したい／息苦しい 8

第10位 人との接触が制限される 7

第11位 感染への不安 6

〃 感染予防をしていない人がいる 6

第13位 健康面への影響 5

〃 子どもの行事参加が減少 5

〃 観光や帰省に来ないでほしい 5

第16位 入院・入所している家族と面会が制限 4

第17位 家庭内のトラブルが増えた 3

〃 退職した 3

〃 感染すると噂が広がる 3

〃 オリンピックについて 3

第21位 介護の負担が増えた 2

〃 風邪をひかなくなった 2

〃 パワーハラスメントを受けた 2

〃 支出が増加 2

〃 無責任なデマ 2

〃 子どもが帰省しづらくなっている 2

〃 外食したい 2

〃 娯楽が減った 2

〃 将来の希望 2

特に影響はない 6

その他 28

特になし 12

254   合  計（延べ人数） 


