
第６回 新型コロナウイルス感染症の影響下における
生活意識・行動の変化に関する調査

令和５年４月19日

内閣府
政策統括官（経済社会システム担当）

（項目一覧）

１．働き方 ３．地方

２．子育て・結婚 ４．その他
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目次（主な調査項目）

〇調査方法：インターネット調査
〇回収数 ：10,056（うち第５回調査の回答者数：6,333 ）

〇調査期間：2023年3月2日（木）～3月11日（土）
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子供の有無に分けた満足度 ｐ.19
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男性の育休取得の抵抗感・子どもを持ちたいと思う支援 ｐ.21
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地方移住への関心理由 ｐ.24
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５類移行後におけるワクチン接種の希望 ｐ.32
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生活全体の満足度 ｐ.35

調査方法・調査対象等 ｐ.36



１．働き方

3



4

【１．働き方】地域別のテレワーク実施率※（就業者）

※働き方に関する問に対し、「テレワーク（ほぼ100％）」、「テレワーク中心（50％以上）で定期的にテレワークを併用」、「出勤
中心（50％以上）で定期的にテレワークを併用」、「基本的に出勤だが不定期にテレワークを利用」のいずれかに回答した人の割合
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【１．働き方】業種別のテレワーク実施率（就業者）
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１．【働き方】テレワーク実施頻度の変化（就業者）
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＜全国＞

＜東京都23区＞
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テレワーク（ほぼ100％） テレワーク中心（50％以上）で、定期的に出勤を併用

出勤中心（50％以上）で、定期的にテレワークを併用 基本的に出勤だが、不定期にテレワークを利用
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【１．働き方】企業規模別テレワーク実施率、テレワークで不便な点（就業者）
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テレワークで不便な点

※「テレワークできない又は合わない職種である」と回答した人の割合は、
2020年5-6月は36.1% 、2023年3月は33.8%
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従業員数1,000人以上

テレワーク（ほぼ100％） テレワーク中心（50％以上）

定期的にテレワーク（出勤中心：50％以上） 基本的に出勤（不定期にテレワーク）



【 １．働き方】リカレント教育の実施状況、社員のスキルアップ支援（就業者）
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リカレント教育の実施状況

企業による社員のスキルアップや学び直し支援
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リベラルアーツ（一般教養）の学習
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専門的な資格の取得
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業務が多忙なのであまり受けたくはない
あまり関心はない

リカレント教育の実施内容 ※何らかのリカレント教育を実施している者
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定期的な受講（各種スクールや定期的なオンライン講座など）により学び直しをしている

単発のセミナー・研修等に参加して学び直しをしている

独学（書籍や参考書等）で学び直しをしている

何もしていない
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感染症拡大前よりも、生活を重視するように変化 変化はない 感染症拡大前よりも、仕事を重視するように変化 わからない

【 １．働き方】ワークライフバランス（就業者）

ワークライフバランスの変化
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年代別ワークライフバランスの意識
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6.9%
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感染症拡大前よりも、生活を重視するように変化 変化はない 感染症拡大前よりも、仕事を重視するように変化 わからない



【１．働き方】労働時間、生産性の変化（就業者）
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労働時間の変化

生産性の変化

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問
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14.5%

14.5%
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53.1%

54.6%
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大幅に減少（51％以上減少） 減少（21％～50％減少） やや減少（6％～20％減少） 概ね変化無い（5％減少～5％増加）

やや増加（6％～20％増加） 増加（21％～50％増加） 大幅に増加（51％以上増加）

10.6%
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5.3%

4.5%
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14.5%
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大幅に増加（51％以上増加） 増加（21％～50％増加） やや増加（6％～20％増加） 概ね変化無い（5％減少～5％増加）

やや減少（6％～20％減少） 減少（21％～50％減少） 大幅に減少（51％以上減少）
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【１．働き方】働く上で重視するもの（就業者）

※「重視するようになったものは特にない」と回答した人の割合は、就業者
全体で36.5％、テレワーク経験者で21.7％

（回答者数/回答対象者数） 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
60歳代
以上

就業形態
（正規、非正規）

33.1% 28.5% 22.7% 19.3% 13.2%

給料の額
（ボーナスを含む）

39.7% 35.1% 24.9% 18.3% 9.7%

職場の人間関係・雰囲気 27.3% 22.5% 20.0% 18.0% 14.7%

労働時間が適切であること 20.6% 24.4% 20.7% 18.2% 16.4%

仕事にやりがいがあること 17.9% 16.8% 16.7% 13.9% 16.2%

テレワークやフレックスタ
イムなど柔軟な働き方が

できること
18.8% 20.1% 16.9% 13.4% 12.3%

福利厚生が
充実していること

27.7% 21.5% 14.1% 10.8% 8.0%

副業・兼業ができること 9.1% 10.8% 8.8% 4.9% 4.5%

昇進・昇級、仕事に対する
評価に納得できること

7.7% 8.1% 6.0% 4.4% 1.1%

キャリアパスを描ける、
キャリアビジョンを

実現できること
4.1% 4.7% 3.7% 1.3% 1.2%

その他 0.4% 1.2% 0.6% 0.5% 0.6%

重視するようになったもの
は特にない

24.7% 29.0% 37.2% 45.1% 50.0%

0.4%

6.1%

7.6%

11.0%

19.3%

39.9%

20.0%

21.8%

22.0%

29.6%

28.7%

0.7%

3.1%

5.7%

7.8%

16.8%

16.5%

16.3%

20.3%

20.8%

26.4%

23.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

キャリアパスを描ける、キャリアビ

ジョンを実現できること

昇進・昇級、仕事に対する評価に納

得できること

副業・兼業ができること

福利厚生が充実していること

テレワークやフレックスタイムなど

柔軟な働き方ができること

仕事にやりがいがあること

労働時間が適切であること

職場の人間関係・雰囲気

給料の額（ボーナスを含む）

就業形態（正規、非正規）

就業者全体 テレワーク経験者



２．子育て・結婚
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【２．子育て】家族と過ごす時間（18歳未満の子を持つ親）

家族と過ごす時間の変化

13

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

23.5%

6.4%

7.6%

7.5%

4.3%

4.2%

22.2%

11.9%

13.7%

14.4%

10.9%

9.4%

24.6%

27.7%

27.3%

27.0%

27.6%

24.5%

20.2%

37.2%

37.9%

34.7%

38.3%

41.1%

2.3%

3.1%

4.0%

3.0%

3.0%

3.7%

1.5%

1.9%

2.1%

2.4%

2.3%

2.7%

1.9%

2.0%

1.3%

1.7%

1.8%

1.4%

3.7%

9.8%

6.1%

9.3%

11.8%

13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2021年9-10月

2022年6月

2023年3月

大幅に増加（51％以上増加） 増加（21％～50％増加） やや増加（6％～20％増加） 概ね変化無い（5％減少～5％増加）

やや減少（6％～20％減少） 減少（21％～50％減少） 大幅に減少（51％以上減少） わからない

43.0%

68.2%

38.9%

25.1%

9.4%

3.6%

2.9%

1.1%

5.8%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5-6月

2023年3月

保ちたい どちらかというと保ちたい どちらかというと保ちたくない 保ちたくない わからない

81.9％

93.3％

現在の家族と過ごす時間を保ちたいと思うか（家族と過ごす時間が増加した人への質問）



【２．結婚】結婚への関心の変化（未婚者）
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※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

9.7%

11.6%

12.2%

10.3%

10.8%

9.8%

9.8%

13.7%

12.6%

11.6%

11.7%

12.4%

7.6%

10.3%

9.7%

8.8%

7.8%

7.3%

15.1%

19.7%

16.1%

15.4%

17.9%

20.4%

20.4%

20.5%

22.3%

20.6%

22.5%

24.8%

14.8%

15.8%

16.0%

15.4%

15.3%

15.5%

58.9%

58.9%

60.5%

63.6%

60.0%

60.6%

57.8%

56.2%

57.9%

60.9%

56.7%

55.8%

65.2%

63.4%

65.6%

68.4%

68.0%

69.9%

6.3%

3.9%

2.8%

5.1%

3.5%

2.8%

5.9%

4.3%

3.6%

3.4%

4.4%

3.6%

5.1%

4.1%

3.4%

3.5%

3.5%

3.0%

10.0%

5.9%

8.3%

5.6%

7.8%

6.5%

6.1%

5.3%

3.6%

3.6%

4.7%

3.4%

7.3%

6.4%

5.3%

4.0%

5.4%

4.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年3月

2022年6月

2021年9-10月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

2023年3月

2022年6月

2021年9-10月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

2023年3月

2022年6月

2021年9-10月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

関心が高くなった 関心がやや高くなった 変わらない 関心がやや低くなった 関心が低くなった

＜全体＞

＜20歳代＞

＜30歳代＞



45.5%

14.4%

27.6%

21.7%

15.2%

5.8%

57.5%

15.8%

27.9%

20.7%

15.0%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

交際相手がいない

まだ必要性を感じないため

適当な相手とまだ巡り合っていないため

結婚後の資金面（現在の経済力）に不安があるため

結婚資金が不足しているため

自分は結婚したいが相手に結婚の意思がないため

2021年４－５月 2023年3月

35.1%

37.1%

21.4%

20.5%

17.7%

4.9%

41.8%

35.8%

22.3%

20.3%

18.8%

4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

交際相手がいない

まだ必要性を感じないため

適当な相手とまだ巡り合っていないため

結婚後の資金面（現在の経済力）に不安があるため

結婚資金が不足しているため

自分は結婚したいが相手に結婚の意思がないため

2021年４－５月 2023年3月

【２．結婚】未婚の理由（未婚者）

15

＜20代＞

＜30代＞



【２．子育て】家事・育児の夫婦間の役割分担（18歳未満の子を持つ親）

※感染症の影響下での変化を質問

＜男性＞

＜女性＞

16

8.5%

6.3%

4.7%

17.9%

14.4%

10.2%

10.4%

7.4%

5.8%

5.0%

5.6%

4.4%

11.7%

8.1%

6.9%

0.6%

0.4%

46.3%

57.5%

67.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5-6月

2021年4-5月

2023年3月

＜全体＞

12.1%

8.2%

6.3%

19.5%

16.5%

12.4%

12.4%

7.5%

6.1%

3.5%

3.5%

2.7%

6.7%

3.9%

2.7%

0.8%

0.5%

45.7%

59.6%

69.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5-6月

2021年4-5月

2023年3月

4.6%

4.2%

2.8%

16.2%

12.2%

7.8%

8.3%

7.2%

5.3%

6.7%

8.0%

6.3%

17.2%

12.7%

11.5%

0.4%

0.2%

47.0%

55.3%

66.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5-6月

2021年4-5月

2023年3月

夫の役割が増加 夫の役割がやや増加 夫・妻ともに役割が増加 妻の役割がやや増加

妻の役割が増加 夫・妻ともに役割が減少 変化は無い



【２．子育て】家事・育児時間の変化（18歳未満の子を持つ親）

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

＜男性＞

＜女性＞

17

2.8%

4.2%

5.0%

3.9%

2.3%

2.8%

6.5%

11.5%

11.9%

11.2%

8.5%

10.3%

26.8%

19.8%

21.1%

21.1%

13.2%

13.5%

57.6%

53.0%

52.6%

52.6%

62.3%

61.5%

2.2%

3.9%

3.6%

4.1%

5.2%

4.3%

2.4%

2.9%

1.2%

2.1%

4.2%

3.8%

1.7%

4.8%

4.5%

5.0%

4.3%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年3月

2022年6月

2021年9-10月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5月

4.9%

8.5%

10.0%

8.7%

2.9%

8.5%

10.4%

14.6%

19.5%

18.4%

8.3%

17.3%

25.7%

13.7%

14.4%

16.2%

10.9%

8.0%

51.8%

48.6%

43.0%

42.6%

62.9%

53.9%

4.0%

6.5%

6.2%

6.7%

6.5%

5.7%

2.5%

3.2%

2.5%

2.7%

5.7%

4.5%

0.7%

4.9%

4.3%

4.7%

2.7%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2023年3月

2022年6月

2021年9-10月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5月

大幅に増加（51％以上増加） 増加（21％～50％増加） やや増加（6％～20％増加） 概ね変化無い（5％減少～5％増加）

やや減少（6％～20％減少） 減少（21％～50％減少） 大幅に減少（51％以上減少）



【２．子育て】子供を持つことに関する意識

18

社会環境は子供を持つことを歓迎しているか

子供を持つことによる生活満足度の変化

44.6%

48.2%

40.9%

32.3%

29.7%

34.9%

17.3%

17.9%

16.7%

3.8%

2.4%

5.2%

2.0%

1.7%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

上がっている どちらかといえば上がっている 変わらない どちらかといえば下がっている 下がっている

10.3%

11.0%

9.8%

10.2%

9.2%

10.6%

36.6%

29.6%

33.8%

34.0%

35.4%

47.2%

22.9%

27.8%

25.7%

22.4%

20.6%

18.7%

11.7%

18.1%

15.0%

12.0%

9.6%

5.1%

18.4%

13.5%

15.7%

21.4%

25.2%

18.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

とてもそう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない 全くそう思わない わからない

（子を持つ親）

（全員）



【２．子育て】子供の有無に分けた満足度（全員）

19

＜男女別＞

＜年代別＞

5.9 5.8
6.06.0 6.0 6.0

5.8 5.7
6.0

0

1

2

3

4

5

6

7

全体 男性 女性

6.0
5.6

5.4 5.6

6.4
6.1 6.2

5.9 5.8
6.3

6.0

5.2 5.1
5.4

6.5

0

1

2

3

4

5

6

7

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

全体 子供がいる世帯 子供がいない世帯



【２．子育て】男性の育休取得（既婚者（20歳代・30歳代））

男性（夫）の育休取得希望状況

１ヵ月以上の育児休暇を取得しない理由

20

13.2%

19.8%

5.2%

10.4%

8.5%

10.0%

16.0%

16.2%

57.2%

43.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021年4-5月

2023年3月

１ヵ月以上 ２週間～１ヵ月未満 １週間～２週間未満 １週間未満 取得しない

34.7%

34.6%

34.8%

14.7%

15.4%

8.2%

3.3%

40.1%

33.1%

29.6%

15.7%

9.6%

8.0%

2.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

収入が減少してしまうため

職場に迷惑をかけたくないため

職場が、男性の育休取得を認めない雰囲気であるため

周囲からの評価に影響がでるため（昇進等への影響）

妻が育児することができ、男性が育児休暇を取得する必要は無いため

仕事にブランクができ、自分の能力が低下するため

育児や家事をするのは好きでないため

第3回調査（2021年4-5月）

第6回調査（2023年3月）



32.9%

30.4%

33.5%

33.5%

36.7%

33.3%

32.7%

40.2%

58.8%

48.4%

52.0%

62.7%

29.0%

31.0%

32.1%

34.3%

34.5%

38.4%

41.3%

50.9%

55.3%

60.9%

68.8%

69.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

男性の育児休業の取得促進

育児休業や短時間勤務などの制度利用がキャリアのハンデとならないための取組

ご自身もしくはパートナーの勤務先の長時間勤務の削減など働き方の見直し

出産・育児による休職後の職場復帰の保障の充実

育児休業中の所得保障の充実

高等教育費の支援、軽減

保育士の増員など保育の質の確保・向上

子供のいる世帯への住宅費の支援

妊娠・出産に伴う医療費の補助（不妊治療を含む）

幼稚園・保育所などの費用の補助

児童手当の増額

雇用の安定・賃金の引上げ

子育て世帯 子育て世帯以外

【２．子育て】男性の育休取得の抵抗感・子どもを持ちたいと思う支援

21

（雇用者）

（既婚者（20歳代・30歳代）

＜全体＞

＜男性＞

＜女性＞

同僚の男性が育休取得することへの抵抗感

子供を持ちたいと思う支援

11.5%

10.9%

24.6%

24.1%

63.9%

65.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021年4-5月

2023年3月

13.5%
13.6%

29.3%
29.3%

57.2%
57.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021年4-5月

2023年3月

8.6%
7.0%

17.9%
16.7%

73.6%
76.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2021年4-5月

2023年3月

抵抗感が大きい 抵抗感がある 抵抗感はない



３．地方

22



23.1%

29.3%

25.0%

28.4%

44.1%

32.7%

37.8%

35.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5月

2021年4-5月

2022年6月

2023年3月

強い関心がある 関心がある やや関心がある
あまり関心がない まったく関心がない

24.6%

30.2%

29.0%

29.4%

45.2%

36.7%

36.8%

35.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5月

2021年4-5月

2022年6月

2023年3月

20.3%

27.4%

25.4%

31.8%

36.6%

24.4%

23.7%

25.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5月

2021年4-5月

2022年6月

2023年3月

強い関心がある 関心がある やや関心がある

あまり関心がない まったく関心がない

23.7%

31.6%

29.2%

29.9%

37.1%

27.4%

25.6%

25.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020年5月

2021年4-5月

2022年6月

2023年3月

【３．地方】地方移住への関心（東京圏在住者）

23

全年齢 20歳代
＜東京圏＞ ＜東京圏＞

＜東京23区＞
＜東京23区＞

33.2％

35.1％

34.2％

38.0％

37.2％

35.7％

45.2％

39.2％

40.9％

44.8％

50.9％

43.0％

30.2％

32.8％

48.2％

42.9％



【３．地方】地方移住への関心理由（東京圏在住で地方移住に関心がある人）

24

28.8%

24.1%

17.3%

17.9%

8.4%

9.3%

8.8%

3.5%

15.5%

6.2%

20.0%

35.1%

25.4%

22.9%

21.7%

9.8%

8.5%

7.3%

4.2%

12.2%

8.0%

9.5%

31.5%

24.3%

22.7%

21.6%

9.5%

10.5%

6.8%

5.2%

9.7%

6.7%

10.2%

34.5%

24.5%

21.7%

20.7%

11.9%

9.3%

6.1%

4.7%

5.7%

4.7%

12.6%

33.1%

22.6%

21.7%

20.9%

12.4%

9.5%

5.6%

5.1%

4.9%

4.4%

12.1%

0% 10% 20% 30% 40%

人口密度が低く自然豊かな

環境に魅力を感じたため

テレワークによって地方でも

同様に働けると感じたため

感染症と関係ない理由

ライフスタイルを都市部での仕事重視から、

地方での生活重視に変えたいため

テレビやネット等で地方移住に関する

情報を見て興味を持ったため

買物・教育・医療等がオンラインによって

同様にできると感じたため

感染症を契機に将来のライフプランを考え直したため

その他

現在地の感染症リスクが気になるため

感染症を契機に地元に帰りたいと感じたため

特にない

2020年12月

2021年4-5月

2021年9-10月

2022年6月

2023年3月



【３．地方】地方移住にあたっての懸念（東京圏在住で地方移住に関心がある人）
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46.2%

27.5%

24.6%

18.9%

21.4%

13.1%

11.6%

2.2%

14.1%

49.2%

25.4%

25.6%

19.2%

17.7%

13.8%

13.0%

2.4%

8.5%

48.5%

24.4%

26.8%

19.5%

18.1%

13.7%

13.1%

1.7%

11.1%

50.2%

24.0%

26.9%

18.6%

20.6%

14.8%

13.6%

2.1%

10.1%

51.1%

27.0%

26.6%

20.9%

19.0%

14.1%

14.0%

2.1%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

仕事や収入

買物や公共交通等の利便性

人間関係や地域コミュニティ

医療・福祉施設

移住資金の不足

子育て・教育環境

まだ具体的に検討していない

その他

特にない

2020年12月

2021年4-5月

2021年9-10月

2022年6月

2023年3月



4．その他

26



【４．その他】コロナ禍での不利益・不満（学生）

27

＜男性＞ ＜女性＞

49.8%

37.8%

27.4%

33.1%

31.8%

18.2%

12.4%

7.7%

5.7%

0.2%

44.2%

37.4%

23.8%

29.4%

27.4%

12.3%

17.7%

9.9%

7.4%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

休校やオンライン授業により社会的つながり

（友人との交友等）が減少したこと

イベント・行事への参加機会が失われた

あるいは制約のある参加となったこと

放課後や休暇期間に

自由に遊びや旅行に行けなかったこと

サークル活動や部活などの活動に

制限がかかったこと

休校やオンライン授業により

学習機会が減少したこと（図書館の閉鎖など）

自身の現在及び将来に対する不安が

増加したこと

特にない

アルバイトや親からの仕送りなどの

収入減に繋がったこと

就職活動や企業の採用活動に

負の影響が生じていること

その他

52.5%

46.6%

37.9%

29.5%

26.4%

17.7%

8.1%

12.7%

8.7%

1.2%

48.6%

44.9%

38.1%

29.0%

24.8%

17.2%

9.7%

9.4%

7.3%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2022年6月

2023年3月



【４．その他】年末年始の外出状況（全員）

28

年末年始の外出の程度

8.1%

15.7%

8.3%

5.8%

5.3%

4.4%

44.5%

48.9%

46.8%

44.5%

45.9%

37.4%

29.2%

24.9%

28.2%

29.8%

28.1%

34.1%

18.2%

10.4%

16.8%

19.9%

20.7%

24.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

例年（感染症拡大前）よりも活発に外出した 例年（感染症拡大前）並み

例年（感染症拡大前）よりも少ない 例年（感染症拡大前）よりも非常に少ない

1.6% 9.8% 16.5% 15.6% 56.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

海外 飛行機や新幹線で行くような遠方（国内）
電車や車で1時間以上３時間程度の中距離 電車や車で1時間以内の近距離
年末年始は、（帰省を除いては）外出していない



24.4%

32.6%

24.5%

21.5%

20.0%

21.2%

65.2%

57.5%

65.5%

68.0%

70.3%

67.1%

10.4%

9.9%

10.0%

10.5%

9.7%

11.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

昨年よりも活発に外出する予定 昨年並みの予定 昨年よりも少ない予定

【４．その他】ＧＷの外出予定（全員）
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例年と比較して

19.2%

27.5%

21.1%

16.3%

15.1%

14.5%

67.0%

61.6%

67.6%

68.6%

71.5%

68.0%

13.8%

10.9%

11.3%

15.2%

13.4%

17.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

例年（感染症拡大前）よりも活発に外出する予定 例年（感染症拡大前）並みの予定 例年（感染症拡大前）よりも少ない予定

昨年と比較して



【４．その他】５類移行後における行動変容の継続希望（全員）
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45.0%

51.6%

57.7%

63.6%

71.1%

12.3%

10.5%

9.9%

8.2%

9.8%

23.7%

18.1%

17.4%

15.4%

11.1%

7.9%

9.1%

7.3%

5.1%

3.7%

11.1%

10.7%

7.7%

7.7%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

自主的に判断し、適宜対策を強化する 政府や自治体の呼びかけがあれば対策を強化する
周囲の人の対策状況に合わせる 対策を強化しない
わからない

感染者数増加時の対策強化

2.7%

8.3%

2.4%

5.2%

7.7%

7.3%

8.5%

8.2%

5.4%

83.2%

76.5%

65.5%

59.5%

56.1%

56.5%

48.3%

43.9%

38.2%

14.1%

15.3%

32.1%

35.3%

36.2%

36.2%

43.2%

47.8%

56.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

手洗いやアルコール消毒等の衛生管理

オンラインショッピング

マスクの着用

飲食店のテイクアウトやデリバリーサービスの利用

時差出勤

オンライン会議（打合せ等）

オンラインでの医療相談や診察

オンラインでのイベント参加

オンライン飲み会

増やしたい、新たに取り入れたい 引き続き継続したい 減らしたい、控えたい



【４．その他】個人の判断に委ねられたマスクの着用希望（全員）
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マスクの着用

40.4%

38.8%

42.5%

39.5%

34.6%

53.3%

56.3%

52.5%

57.7%

62.8%

6.3%

4.8%

5.0%

2.8%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

場面を問わず着用する 場面によって着用する 場面を問わず着用しない

14.1%

42.3%

72.6%

60.7%

53.2%

13.6%

46.2%

76.8%

65.1%

56.8%

12.3%

46.3%

79.1%

73.7%

61.2%

8.9%

49.3%

85.7%

76.6%

59.3%

6.4%

57.6%

90.0%

86.5%

57.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

人との距離を保てる屋外

人との距離を保てず、

会話する屋外

公共交通機関

スーパー等の不特定多数

の人が集まる屋内

職場や学校等の特定の人

が利用する屋内

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

マスク着用の場面（マスクの着用について「場面によって着用する」と回答した人）



【４．その他】５類移行後におけるワクチン接種の希望（全員）
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＜年代別＞

18.5%

17.5%

22.8%

27.2%

44.0%

27.1%

26.0%

26.0%

29.1%

29.7%

28.4%

26.9%

26.4%

21.8%

13.6%

12.8%

15.5%

12.8%

9.7%

6.3%

13.1%

14.1%

12.0%

12.3%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

これまでも接種しており、５類移行後も感染症の拡大状況に関わらず、引き続き接種すると思う

これまでも接種しており、５類移行後は感染症の拡大状況により、接種すると思う

これまでは接種しているが、５類移行後は感染症の拡大状況に関わらず、接種しないと思う

これまでも接種しておらず、５類移行後も接種しないと思う

分からない



【４．その他】５類移行後の活動希望（全員）
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30.5%

30.4%

23.3%

23.2%

20.0%

19.5%

19.2%

18.5%

17.4%

15.8%

59.1%

58.5%

66.1%

63.9%

59.2%

67.4%

57.3%

70.5%

61.5%

64.2%

10.4%

11.2%

10.5%

12.9%

20.7%

13.1%

23.5%

11.0%

21.1%

20.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日帰り旅行・レジャー（国内）

宿泊旅行（国内）

スポーツ・運動

外食（飲酒を伴わない）

外食（飲酒を伴う）

繁華街（モール等）でのショッピング

海外旅行

帰省

声援等の大声を伴うイベントへの参加

声援等の大声を伴わないイベントへの参加

感染症拡大前よりも多く実施したい 感染症拡大前と同程度で実施したい 感染症拡大前よりも頻度を減らしたい

29.5%

19.8%

17.4%

15.7%

12.9%

55.1%

58.8%

58.3%

61.5%

54.4%

15.4%

21.3%

24.3%

22.8%

32.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

感染症拡大前よりも多く実施したい 感染症拡大前と同程度で実施したい 感染症拡大前よりも頻度を減らしたい

５類移行後の海外旅行の希望（年代別）



【４．その他】新たな価値観（SDGｓ、Well-being）への関心（全員）
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SDGsへの関心

Well-beingへの関心

13.9%

13.8%

10.4%

9.2%

8.3%

10.3%

8.5%

7.5%

9.8%

9.7%

49.3%

47.2%

48.6%

48.6%

48.2%

47.8%

51.7%

51.7%

57.0%

60.9%

28.3%

31.4%

31.9%

36.2%

35.3%

34.6%

30.0%

31.2%

21.0%

20.4%

8.5%

7.5%

9.0%

6.0%

8.2%

7.2%

9.9%

9.5%

12.2%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代（2022.6）

20歳代（2023.3）

30歳代（2022.6）

30歳代（2023.3）

40歳代（2022.6）

40歳代（2023.3）

50歳代（2022.6）

50歳代（2023.3）

60歳代以上（2022.6）

60歳代以上（2023.3）

非常に関心がある 関心がある 関心がない 知らなかった

10.4%

10.6%

7.5%

8.3%

4.9%

6.6%

3.5%

4.5%

5.1%

6.2%

24.4%

27.8%

23.0%

26.9%

22.2%

26.0%

25.5%

27.8%

28.4%

34.0%

26.2%

26.1%

29.2%

30.0%

31.0%

28.5%

28.3%

28.1%

21.7%

20.9%

39.1%

35.5%

40.3%

34.8%

41.9%

38.9%

42.7%

39.6%

44.8%

38.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代（2022.6）

20歳代（2023.3）

30歳代（2022.6）

30歳代（2023.3）

40歳代（2022.6）

40歳代（2023.3）

50歳代（2022.6）

50歳代（2023.3）

60歳代以上（2022.6）

60歳代以上（2023.3）

非常に関心がある 関心がある 関心がない 知らなかった



【４．その他】生活全体の満足度（全員）
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＜男女別＞

＜年代別＞

5.7 5.6 5.7

5.2 5.2 5.1

5.8 5.7
5.95.9 5.7

6.05.9 5.8
6.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

全体 男性 女性

2020.12 2021.4-5 2021.9-10 2022.6 2023.3

5.4 5.5 5.3 5.5

6.3

4.9 5.1 4.9 5.1
5.6

5.8 5.6 5.5 5.6

6.3
5.9

5.6 5.5 5.6

6.4
6.0

5.6 5.4 5.6

6.4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上

2020.12 2021.4-5 2021.9-10 2022.6 2023.3
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第６回 調査方法・調査対象等

〇調査方法：インターネット調査
（国内居住のインターネットパネル登録モニター）

〇回収数 ：10,056
（うち第5回調査の回答者数：6,333人）

〇調査期間：2023年3月2日（木）～3月11日（土）

〇回収数の割当（サンプル数の設計）
・性別・年齢階級別（10歳毎）で同数を均等に割当（12区分×838人＝10,056）

※年齢は「15～24歳」から「65～89歳」までの6区分×性別2区分＝12区分

・地域別７区分で人口比例で割当

〇地域別回収数

〇回収数の内訳（主な属性別）
【就業者】6,829人 【子育て世帯 】1,824人 ※子供が18歳未満 【学 生】829人

＜就業者の内訳＞

正規雇用 4,164

契約社員、派遣社員等 661

パート・アルバイト 1,288

会社などの役員 143

自営業（手伝いを含む） 517

内職・在宅ワーク 56

合計 6,829

＜学生の内訳＞

高校生 120

大学生、大学院生 641

その他（専門学生等） 68

合計 829

北海道
・東北

東京
首都圏

（東京以外）
中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 合計

全体 1,128 1,128 2,424 1,752 1,632 864 1,128 10,056 

うち継続 696 710 1,522 1,123 1,049 548 685 6,333

※三大都市圏とは、東京圏、名古屋圏、大阪圏の１都２府８県。地方圏は、三大都市圏以外の北海道と35県。東京都23区は、東京圏の内数。
（東京圏 ：東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 名古屋圏：愛知県、三重県、岐阜県 大阪圏 ：大阪府、京都府、兵庫県、奈良県）

（参考）第1回～第5回調査について

第1回調査：2020年5月25日（月）～6月5日（金）

第2回調査：2020年12月11日（金）～12月17日（木）

第3回調査：2021年4月30日（金）～5月11日（火）

第4回調査：2021年9月28日（火）～10月5日（火）

第5回調査：2022年6月1日（水）～6月9日（木）

※調査方法、回収数（割当）は共通

＜子育て世帯の内訳＞

２０歳代 163

３０歳代 750

４０歳代 663

５０歳代 221

６０歳代以上 26

合計 1,824


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36

