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Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

市政の重要な課題、市民生活に関する市政上の問題について、市民の意識・ニーズを迅速に把

握し、市政運営に役立てるため、実施しました。 

 

２ 調査対象 

西宮市に住民登録のある１８歳以上の市民で（外国人住民を含む）、市政モニター登録を行っ

ている者 

 

３ 調査期間 

令和３年７月 21日から令和３年８月２日 

 

４ 調査方法 

インターネットでのアンケート回答 

 

５ 回収状況 

 標本数 有効回答数 有効回答率 

市政モニター調査 399 通 367 通 92.0％ 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点

以下第２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方

になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計

（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組

み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成する

ことにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。 

・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網

かけをしています。（無回答を除く） 

・回答者数が１桁の場合、回答件数による表記としています。 
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2.5

8.4

16.9

22.3

22.6

14.7

9.5

3.0

0.0

0% 10% 20% 30%

１０歳代

２０歳代

３０歳代

４０歳代

５０歳代

６０歳代

７０歳代

８０歳以上

無回答

（全体）N=367

Ⅱ 調査結果 

１ 回答者属性 

（１）性別（◯は１つだけ） 

性別についてみると、男性が 48.0％、女性が 52.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年代（◯は１つだけ） 

年代についてみると、「50 歳代」で 22.6％と最も高く、次いで「40歳代」が 22.3％、「30 歳代」

が 16.9％となっています。 

 

 

 

10 歳代 

20 歳代 

30 歳代 

40 歳代 

50 歳代 

60 歳代 

70 歳代 

80 歳以上 

無回答 

  

48.0 52.0 0.0 

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

（全体）

N=367

男性 女性 無回答



3 

10.6 7.6 10.1 22.1 49.6 0.0 

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

（全体）

N=367

３年未満 ３年～５年 ６年～９年 10年～19年 20年以上 無回答

4.6

57.2

12.8

4.9

10.9

6.5

3.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

自営業

給与生活者（パート・アルバイトを

含む）

家事従事者

学生

年金生活者

無職

その他

無回答

（全体）N=367

（３）職業（◯は１つだけ） 

職業についてみると、「給与生活者（パート・アルバイトを含む）」で 57.2％と最も高く、次い

で「家事従事者」が 12.8％、「年金生活者」が 10.9％となっています。 

 

 

 

自営業 

給与生活者（パート・アルバイト

を含む） 

家事従事者 

学生 

年金生活者 

無職 

その他 

無回答 

 

 

（４）市内居住年数（◯は１つだけ） 

市内居住年数についてみると、「20 年以上」が 49.6％と最も高く、次いで「10 年～19 年」が

22.1％、「３年未満」が 10.6％となっています。 
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9.3 23.4 52.0 10.1 0.5 4.6 0.0 

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

（全体）

N=367

単身 夫婦のみ

夫婦とその未婚の子ども 父親または母親とその未婚の子ども

息子夫婦または娘夫婦と同居 その他

無回答

9.0 28.6 27.5 28.3 5.4 1.1 0.0 

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

（全体）

N=367

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上 無回答

（５）世帯の人数（◯は１つだけ） 

世帯の人数についてみると、「２人」で 28.6％と最も高く、次いで「４人」が 28.3％、「３人」

が 27.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）世帯構成（◯は１つだけ） 

世帯構成についてみると、「夫婦とその未婚の子ども」で 52.0％と最も高く、次いで「夫婦の

み」が 23.4％、「父親または母親とその未婚の子ども」が 10.1％となっています。 
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20.4

30.2

13.4

11.2

15.8

4.9

4.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

本庁南

本庁北

甲東

瓦木

鳴尾

塩瀬

山口

無回答

（全体）N=367

（７）行政区域（◯は１つだけ） 

行政区域についてみると、「本庁北」で 30.2％と最も高く、次いで「本庁南」が 20.4％、「鳴

尾」が 15.8％となっています。 

 

 

 

本庁南 

本庁北 

甲東 

瓦木 

鳴尾 

塩瀬 

山口 

無回答 
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55.9

43.3

40.6

34.3

24.8

19.9

13.9

12.3

8.4

7.9

7.1

6.5

4.4

1.1

6.5

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

人との会話の減少

運動不足

文化活動の機会の減少

生活リズムの変化

収入の減少

地域活動の停滞、減少

家事負担の増加

医療機関の受診回数の減少

身体機能・認知機能の低下

特に困りごとはない

体調不良、健康状態の悪化

食生活の悪化（偏食・孤食 等）

働き口がない

介護負担の増加

その他

無回答

（全体）N=367

２ コロナ禍における困りごとについて 

問１ 新型コロナウイルスの感染拡大により生じた、日常生活でのあなた自身の困りご

とはありますか？（〇はいくつでも） 

新型コロナウイルスの感染拡大よる日常生活でのあなた自身の困りごとについてみると、「人

との会話の減少」で 55.9％と最も高く、次いで「運動不足」が 43.3％、「文化活動の機会の減少」

が 40.6％となっています。 

 

 

人との会話の減少 

運動不足 

文化活動の機会の減少 

生活リズムの変化 

収入の減少 

地域活動の停滞、減少 

家事負担の増加 

医療機関の受診回数の減少 

身体機能・認知機能の低下 

特に困りごとはない 

体調不良、健康状態の悪化 

食生活の悪化（偏食・孤食 等） 

働き口がない 

介護負担の増加 

その他 

無回答 



7 

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

人
と
の
会
話
の
減
少

収
入
の
減
少

家
事
負
担
の
増
加

生
活
リ
ズ
ム
の
変
化

運
動
不
足

介
護
負
担
の
増
加

医
療
機
関
の
受
診
回

数
の
減
少

食
生
活
の
悪
化

（
偏

食
・
孤
食
 

等

）

176 84 46 7 65 74 2 15 10

100.0 47.7 26.1 4.0 36.9 42.0 1.1 8.5 5.7

191 121 45 44 61 85 2 30 14

100.0 63.4 23.6 23.0 31.9 44.5 1.0 15.7 7.3

区分

身
体
機
能
・
認
知

機
能
の
低
下

地
域
活
動
の
停
滞

、

減
少

働
き
口
が
な
い

体
調
不
良

、
健
康

状
態
の
悪
化

文
化
活
動
の
機
会
の

減
少

特
に
困
り
ご
と
は

な
い

そ
の
他

無
回
答

11 33 6 12 65 18 7 0

6.3 18.8 3.4 6.8 36.9 10.2 4.0 0.0

20 40 10 14 84 11 17 0

10.5 20.9 5.2 7.3 44.0 5.8 8.9 0.0

男性

女性

男性

女性

【性別】 

性別でみると、男女ともに「人との会話の減少」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

人
と
の
会
話
の
減
少

収
入
の
減
少

家
事
負
担
の
増
加

生
活
リ
ズ
ム
の
変
化

運
動
不
足

介
護
負
担
の
増
加

医
療
機
関
の
受
診
回

数
の
減
少

食
生
活
の
悪
化

（
偏

食
・
孤
食
 

等

）

9 4 3 1 4 3 0 0 1

100.0 44.4 33.3 11.1 44.4 33.3 0.0 0.0 11.1

31 16 15 3 5 13 0 2 3

100.0 51.6 48.4 9.7 16.1 41.9 0.0 6.5 9.7

62 41 15 9 12 23 0 9 6

100.0 66.1 24.2 14.5 19.4 37.1 0.0 14.5 9.7

82 39 28 11 19 32 3 12 6

100.0 47.6 34.1 13.4 23.2 39.0 3.7 14.6 7.3

83 42 18 13 29 36 1 10 2

100.0 50.6 21.7 15.7 34.9 43.4 1.2 12.0 2.4

54 31 8 9 33 25 0 6 3

100.0 57.4 14.8 16.7 61.1 46.3 0.0 11.1 5.6

35 23 4 5 16 20 0 4 2

100.0 65.7 11.4 14.3 45.7 57.1 0.0 11.4 5.7

11 9 0 0 8 7 0 2 1

100.0 81.8 0.0 0.0 72.7 63.6 0.0 18.2 9.1

区分

身
体
機
能
・
認
知

機
能
の
低
下

地
域
活
動
の
停
滞

、

減
少

働
き
口
が
な
い

体
調
不
良

、
健
康

状
態
の
悪
化

文
化
活
動
の
機
会
の

減
少

特
に
困
り
ご
と
は

な
い

そ
の
他

無
回
答

0 0 2 1 1 1 1 0

0.0 0.0 22.2 11.1 11.1 11.1 11.1 0.0

0 4 1 1 8 4 3 0

0.0 12.9 3.2 3.2 25.8 12.9 9.7 0.0

3 13 2 2 21 3 2 0

4.8 21.0 3.2 3.2 33.9 4.8 3.2 0.0

6 20 4 7 39 7 7 0

7.3 24.4 4.9 8.5 47.6 8.5 8.5 0.0

4 10 5 5 35 7 7 0

4.8 12.0 6.0 6.0 42.2 8.4 8.4 0.0

5 13 2 5 26 4 2 0

9.3 24.1 3.7 9.3 48.1 7.4 3.7 0.0

9 10 0 5 11 3 2 0

25.7 28.6 0.0 14.3 31.4 8.6 5.7 0.0

4 3 0 0 8 0 0 0

36.4 27.3 0.0 0.0 72.7 0.0 0.0 0.0

10歳代

20歳代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

【年齢別】 

年齢別でみると、60 歳代を除くすべての年齢で「人との会話の減少」の割合が高くなっていま

す。また、10歳代、60歳代で「生活リズムの変化」、40歳代で「文化活動の機会の減少」の割合

が高くなっています。 
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46.0

17.4

14.2

13.9

6.5

2.7

2.5

1.4

1.1

0.0

7.9

0.0

0% 20% 40% 60%

誰（どこ）にも相談するつもりはない

誰（どこ）に相談すればよいか、わ

からない

近所の人

医療機関（病院・診療所など）や薬

局

西宮市の公的な相談窓口

福祉施設やサービス事業所

学校・幼稚園・保育所（園）・認定こ

ども園

社会福祉協議会

兵庫県の公的な相談窓口

民生委員・児童委員

その他

無回答

（全体）N=367

問２ コロナ禍での悩みごとについて、家族・友人以外でどこに相談しますか？（〇は

いくつでも） 

コロナ禍での悩みごとについて、家族・友人以外でどこに相談するかについてみると、「誰（ど

こ）にも相談するつもりはない」で 46.0％と最も高く、次いで「誰（どこ）に相談すればよいか、

わからない」が 17.4％、「近所の人」が 14.2％となっています。 

 

 

 

誰（どこ）にも相談するつもりは

ない 

誰（どこ）に相談すればよい

か、わからない 

近所の人 

医療機関（病院・診療所など）

や薬局 

西宮市の公的な相談窓口 

福祉施設やサービス事業所 

学校・幼稚園・保育所（園）・認

定こども園 

社会福祉協議会 

兵庫県の公的な相談窓口 

民生委員・児童委員 

その他 

無回答 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

近
所
の
人

民
生
委
員
・
児
童
委

員 西
宮
市
の
公
的
な
相

談
窓
口

兵
庫
県
の
公
的
な
相

談
窓
口

福
祉
施
設
や
サ
ー

ビ

ス
事
業
所

医
療
機
関

（
病
院
・

診
療
所
な
ど

）
や
薬

局 学
校
・
幼
稚
園
・
保

育
所

（
園

）
・
認
定

こ
ど
も
園

社
会
福
祉
協
議
会

176 14 0 15 4 7 26 3 3

100.0 8.0 0.0 8.5 2.3 4.0 14.8 1.7 1.7

191 38 0 9 0 3 25 6 2

100.0 19.9 0.0 4.7 0.0 1.6 13.1 3.1 1.0

区分

誰

（
ど
こ

）
に
相
談

す
れ
ば
よ
い
か

、
わ

か
ら
な
い

誰

（
ど
こ

）
に
も

相
談
す
る
つ
も
り

は
な
い

そ
の
他

無
回
答

30 84 19 0

17.0 47.7 10.8 0.0

34 85 10 0

17.8 44.5 5.2 0.0

男性

女性

男性

女性

【性別】 

性別でみると、男女ともに「誰（どこ）にも相談するつもりはない」の割合が高くなっていま

す。 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

近
所
の
人

民
生
委
員
・
児
童
委

員 西
宮
市
の
公
的
な
相

談
窓
口

兵
庫
県
の
公
的
な
相

談
窓
口

福
祉
施
設
や
サ
ー

ビ

ス
事
業
所

医
療
機
関

（
病
院
・

診
療
所
な
ど

）
や
薬

局 学
校
・
幼
稚
園
・
保

育
所

（
園

）
・
認
定

こ
ど
も
園

社
会
福
祉
協
議
会

9 1 0 0 0 0 1 0 0

100.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 0.0

31 2 0 0 0 0 3 0 0

100.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0

62 9 0 2 0 1 1 3 0

100.0 14.5 0.0 3.2 0.0 1.6 1.6 4.8 0.0

82 8 0 4 1 0 9 5 2

100.0 9.8 0.0 4.9 1.2 0.0 11.0 6.1 2.4

83 11 0 6 2 4 12 1 1

100.0 13.3 0.0 7.2 2.4 4.8 14.5 1.2 1.2

54 12 0 5 0 1 11 0 0

100.0 22.2 0.0 9.3 0.0 1.9 20.4 0.0 0.0

35 6 0 5 1 3 11 0 2

100.0 17.1 0.0 14.3 2.9 8.6 31.4 0.0 5.7

11 3 0 2 0 1 3 0 0

100.0 27.3 0.0 18.2 0.0 9.1 27.3 0.0 0.0

区分

誰

（
ど
こ

）
に
相
談

す
れ
ば
よ
い
か

、
わ

か
ら
な
い

誰

（
ど
こ

）
に
も

相
談
す
る
つ
も
り

は
な
い

そ
の
他

無
回
答

2 4 1 0

22.2 44.4 11.1 0.0

9 19 0 0

29.0 61.3 0.0 0.0

13 33 4 0

21.0 53.2 6.5 0.0

21 33 7 0

25.6 40.2 8.5 0.0

7 47 7 0

8.4 56.6 8.4 0.0

11 18 5 0

20.4 33.3 9.3 0.0

1 10 5 0

2.9 28.6 14.3 0.0

0 5 0 0

0.0 45.5 0.0 0.0

40歳代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

10歳代

20歳代

30歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

【年齢別】 

年齢別でみると、70歳代を除くすべての年齢で「誰（どこ）にも相談するつもりはない」の割

合が高くなっています。また、70 歳代で「医療機関（病院・診療所など）や薬局」の割合が高く

なっています。 
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1.6 67.0 23.4 7.9 0.0 

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

（全体）

N=367

改善した 変化していない 悪化した わからない 無回答

問３ 新型コロナウイルスの感染拡大が原因で、世帯収入は変化しましたか？（◯は１

つだけ） 

世帯収入の変化についてみると、「変化していない」で 67.0％と最も高く、次いで「悪化した」

が 23.4％、「わからない」が 7.9％となっています。 
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1.1 

2.1 

67.6 

66.5 

26.7 

20.4 

4.5 

11.0 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

改善した 変化していない 悪化した わからない 無回答

0.0 

0.0 

6.5 

1.2 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

44.4 

58.1 

66.1 

58.5 

65.1 

77.8 

82.9 

90.9 

11.1 

19.4 

21.0 

34.1 

27.7 

18.5 

14.3 

0.0 

44.4 

22.6 

6.5 

6.1 

6.0 

3.7 

2.9 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

改善した 変化していない 悪化した わからない 無回答

【性別】 

性別でみると、男女ともに「変化していない」の割合が高くなっています。また、女性に比べ、

男性の方が「悪化した」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、30 歳代を除き年齢が上がるにつれて「変化していない」の割合が高くなって

います。また、30 歳代で「変化していない」の割合が高いものの、他に比べ「改善した」の割合

が高くなっています。一方、40 歳代で「悪化した」の割合が高くなっています。 
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0.0 

1.9 

4.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

29.4 

66.2 

72.3 

50.0 

92.5 

66.7 

54.5 

64.7 

26.2 

17.0 

5.6 

5.0 

29.2 

18.2 

5.9 

5.7 

6.4 

44.4 

2.5 

4.2 

27.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（自営業）N=17

（給与生活者

（パート・アルバイト

を含む））N=210

（家事従事者）

N=47

（学生）N=18

（年金生活者）

N=40

（無職）N=24

（その他）N=11

改善した 変化していない 悪化した わからない 無回答

【職業別】 

職業別でみると、自営業を除くすべての職業で「変化していない」の割合が高くなっています。

また、自営業、給与生活者（パート・アルバイトを含む）、無職で「悪化した」、家事従事者で「改

善した」、学生で「わからない」の割合が高くなっています。 
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46.5

43.0

29.1

9.3

5.8

5.8

0.0

5.8

0.0

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

給料が下がった

会社・店の売上が減少した

勤務時間・シフトの調整があった

仕事を辞めた（自主退職）

仕事を辞めた（会社都合）

転職した

会社が倒産した

その他

無回答

（全体）N=86

問３-２ 問３で「世帯収入が悪化した」とお答えされた方にうかがいます。収入が悪化

した具体的な理由はどういったものですか。（〇はいくつでも） 

収入が悪化した具体的な理由についてみると、「給料が下がった」で 46.5％と最も高く、次い

で「会社・店の売上が減少した」が 43.0％、「勤務時間・シフトの調整があった」が 29.1％とな

っています。 

 

 

 

給料が下がった 

会社・店の売上が減少した 

勤務時間・シフトの調整があっ

た 

仕事を辞めた（自主退職） 

仕事を辞めた（会社都合） 

転職した 

会社が倒産した 

その他 

無回答 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

仕
事
を
辞
め
た

（
自

主
退
職

）

仕
事
を
辞
め
た

（
会

社
都
合

）

転
職
し
た

会
社
が
倒
産
し
た

勤
務
時
間
・
シ
フ
ト

の
調
整
が
あ

っ
た

会
社
・
店
の
売
上
が

減
少
し
た

給
料
が
下
が

っ
た

そ
の
他

無
回
答

47 6 1 2 0 14 19 23 2 0

100.0 12.8 2.1 4.3 0.0 29.8 40.4 48.9 4.3 0.0

39 2 4 3 0 11 18 17 3 0

100.0 5.1 10.3 7.7 0.0 28.2 46.2 43.6 7.7 0.0

男性

女性

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

仕
事
を
辞
め
た

（
自

主
退
職

）

仕
事
を
辞
め
た

（
会

社
都
合

）

転
職
し
た

会
社
が
倒
産
し
た

勤
務
時
間
・
シ
フ
ト

の
調
整
が
あ

っ
た

会
社
・
店
の
売
上
が

減
少
し
た

給
料
が
下
が

っ
た

そ
の
他

無
回
答

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

6 1 0 0 0 2 2 2 0 0

100.0 16.7 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

13 0 1 1 0 2 5 8 1 0

100.0 0.0 7.7 7.7 0.0 15.4 38.5 61.5 7.7 0.0

28 3 2 2 0 11 15 15 2 0

100.0 10.7 7.1 7.1 0.0 39.3 53.6 53.6 7.1 0.0

23 0 1 2 0 7 11 11 0 0

100.0 0.0 4.3 8.7 0.0 30.4 47.8 47.8 0.0 0.0

10 3 1 0 0 1 1 3 1 0

100.0 30.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 30.0 10.0 0.0

5 1 0 0 0 1 2 0 1 0

100.0 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 20.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「給料が下がった」、男性に比べ、女性の方が「会社・

店の売上が減少した」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、70 歳代を除くすべての年数で「給料が下がった」の割合が高くなっています。

また、30歳代、70歳代を除くすべての年数で「会社・店の売上が減少した」の割合が高くなって

います。また、10 歳代、20 歳代で「勤務時間・シフトの調整があった」、60 歳代で「仕事を辞め

た（自主退職）」の割合が高くなっています。 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

仕
事
を
辞
め
た

（
自

主
退
職

）

仕
事
を
辞
め
た

（
会

社
都
合

）

転
職
し
た

会
社
が
倒
産
し
た

勤
務
時
間
・
シ
フ
ト

の
調
整
が
あ

っ
た

会
社
・
店
の
売
上
が

減
少
し
た

給
料
が
下
が

っ
た

そ
の
他

無
回
答

11 0 0 0 0 1 11 2 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 100.0 18.2 0.0 0.0

55 1 4 5 0 21 20 32 2 0

100.0 1.8 7.3 9.1 0.0 38.2 36.4 58.2 3.6 0.0

8 1 1 0 0 1 2 2 2 0

100.0 12.5 12.5 0.0 0.0 12.5 25.0 25.0 25.0 0.0

1 0 0 0 0 1 1 1 0 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

7 4 0 0 0 1 2 3 0 0

100.0 57.1 0.0 0.0 0.0 14.3 28.6 42.9 0.0 0.0

2 1 0 0 0 0 1 0 0 0

100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0
その他

無職

自営業

給与生活者パート・
アルバイトを含む

家事従事者

学生

年金生活者

【職業別】 

職業別でみると、職業によってばらつきがあり、自営業、家事従事者、学生、その他で「会社・

店の売上が減少した」、給与生活者（パート・アルバイトを含む）、家事従事者、学生で「給料が

下がった」、学生で「勤務時間・シフトの調整があった」、年金生活者、無職、その他で「仕事を

辞めた（自主退社）」の割合が高くなっています。 
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28.9

24.0

22.6

9.3

6.8

3.5

3.3

1.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

近隣市

西宮市の半分ぐらいの範囲

県外

中学校区の範囲

西宮市の全域

自治会、町内会の範囲

小学校区の範囲

その他

無回答

（全体）N=367

３ コロナ禍前後の日常生活における変化について 

問４ コロナ禍以前で、通勤通学を除いて、日常の買い物、活動等で行動する範囲はど

れでしたか？（◯は１つだけ） 

コロナ禍以前で、通勤通学を除いて、日常の買い物、活動等で行動する範囲はどれかについて

みると、「近隣市」で 28.9％と最も高く、次いで「西宮市の半分ぐらいの範囲」が 24.0％、「県

外」が 22.6％となっています。 

 

 

 

近隣市 

西宮市の半分ぐらいの範囲  

県外 

中学校区の範囲 

西宮市の全域 

自治会、町内会の範囲 

小学校区の範囲 

その他 

無回答 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

自
治
会

、
町
内
会
の

範
囲

小
学
校
区
の
範
囲

中
学
校
区
の
範
囲

西
宮
市
の
半
分
ぐ
ら

い
の
範
囲

西
宮
市
の
全
域

近
隣
市

県
外

そ
の
他

無
回
答

176 7 7 19 42 17 51 30 3 0

100.0 4.0 4.0 10.8 23.9 9.7 29.0 17.0 1.7 0.0

191 6 5 15 46 8 55 53 3 0

100.0 3.1 2.6 7.9 24.1 4.2 28.8 27.7 1.6 0.0

男性

女性

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

自
治
会

、
町
内
会
の

範
囲

小
学
校
区
の
範
囲

中
学
校
区
の
範
囲

西
宮
市
の
半
分
ぐ
ら

い
の
範
囲

西
宮
市
の
全
域

近
隣
市

県
外

そ
の
他

無
回
答

9 0 0 1 1 1 2 4 0 0

100.0 0.0 0.0 11.1 11.1 11.1 22.2 44.4 0.0 0.0

31 1 0 1 5 0 7 17 0 0

100.0 3.2 0.0 3.2 16.1 0.0 22.6 54.8 0.0 0.0

62 2 2 7 12 2 17 20 0 0

100.0 3.2 3.2 11.3 19.4 3.2 27.4 32.3 0.0 0.0

82 1 2 9 27 4 22 16 1 0

100.0 1.2 2.4 11.0 32.9 4.9 26.8 19.5 1.2 0.0

83 1 1 8 28 13 19 12 1 0

100.0 1.2 1.2 9.6 33.7 15.7 22.9 14.5 1.2 0.0

54 2 3 7 11 3 21 5 2 0

100.0 3.7 5.6 13.0 20.4 5.6 38.9 9.3 3.7 0.0

35 4 2 1 3 2 15 6 2 0

100.0 11.4 5.7 2.9 8.6 5.7 42.9 17.1 5.7 0.0

11 2 2 0 1 0 3 3 0 0

100.0 18.2 18.2 0.0 9.1 0.0 27.3 27.3 0.0 0.0

70歳代

80歳以上

60歳代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

【性別】 

性別でみると、男女ともに「近隣市」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢によってばらつきがあり、10 歳代、20 歳代、30 歳代、80歳以上で「県

外」、40歳代、50 歳代で「西宮市の半分ぐらいの範囲」、60 歳代、70歳代、80 歳以上で「近隣市」

の割合が高くなっています。 
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36.5

18.0

15.8

8.7

7.4

7.4

4.9

1.4

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

西宮市の半分ぐらいの範囲

中学校区の範囲

近隣市

小学校区の範囲

自治会、町内会の範囲

西宮市の全域

県外

その他

無回答

（全体）N=367

問５ コロナ禍以後で、通勤通学を除いて、日常の買い物、活動等で行動する範囲はど

れでしたか？（◯は１つだけ） 

コロナ禍以後で、通勤通学を除いて、日常の買い物、活動等で行動する範囲はどれかについて

みると、「西宮市の半分ぐらいの範囲」で 36.5％と最も高く、次いで「中学校区の範囲」が 18.0％、

「近隣市」が 15.8％となっています。 

 

 

 

西宮市の半分ぐらいの範囲 

中学校区の範囲 

近隣市 

小学校区の範囲 

自治会、町内会の範囲 

西宮市の全域 

県外 

その他 

無回答 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

自
治
会

、
町
内
会
の

範
囲

小
学
校
区
の
範
囲

中
学
校
区
の
範
囲

西
宮
市
の
半
分
ぐ
ら

い
の
範
囲

西
宮
市
の
全
域

近
隣
市

県
外

そ
の
他

無
回
答

176 13 12 35 56 18 28 10 4 0

100.0 7.4 6.8 19.9 31.8 10.2 15.9 5.7 2.3 0.0

191 14 20 31 78 9 30 8 1 0

100.0 7.3 10.5 16.2 40.8 4.7 15.7 4.2 0.5 0.0

男性

女性

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

自
治
会

、
町
内
会
の

範
囲

小
学
校
区
の
範
囲

中
学
校
区
の
範
囲

西
宮
市
の
半
分
ぐ
ら

い
の
範
囲

西
宮
市
の
全
域

近
隣
市

県
外

そ
の
他

無
回
答

9 0 0 2 5 1 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 22.2 55.6 11.1 11.1 0.0 0.0 0.0

31 2 0 3 18 2 2 4 0 0

100.0 6.5 0.0 9.7 58.1 6.5 6.5 12.9 0.0 0.0

62 4 7 13 19 1 12 5 1 0

100.0 6.5 11.3 21.0 30.6 1.6 19.4 8.1 1.6 0.0

82 2 9 16 32 8 11 4 0 0

100.0 2.4 11.0 19.5 39.0 9.8 13.4 4.9 0.0 0.0

83 4 6 18 31 9 10 4 1 0

100.0 4.8 7.2 21.7 37.3 10.8 12.0 4.8 1.2 0.0

54 9 4 11 14 2 13 0 1 0

100.0 16.7 7.4 20.4 25.9 3.7 24.1 0.0 1.9 0.0

35 5 3 3 12 3 6 1 2 0

100.0 14.3 8.6 8.6 34.3 8.6 17.1 2.9 5.7 0.0

11 1 3 0 3 1 3 0 0 0

100.0 9.1 27.3 0.0 27.3 9.1 27.3 0.0 0.0 0.0

70歳代

80歳以上

60歳代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

【性別】 

性別でみると、男女ともに「西宮市の半分ぐらいの範囲」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「西宮市の半分ぐらいの範囲」の割合が高くなっています。

また、80歳以上で「小学校区の範囲」「近隣市」の割合が同率で高くなっています。 
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7.1 

0.8 

0.8 

2.5 

0.0 

0.5 

0.3 

35.7 

4.4 

43.3 

50.1 

8.7 

3.0 

12.0 

56.9 

76.0 

30.2 

24.3 

84.7 

66.8 

32.2 

0.3 

18.8 

25.6 

23.2 

6.5 

29.7 

55.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

買い物

外食

通勤・通学

通院

家族や友人に会う

旅行・レジャー

地域活動

（町会・自治会等）

増えた 変わらない 減った していない 無回答（全体）N=367

問６ コロナ禍での外出頻度は変化しましたか？それぞれの外出目的ごとに回答してく

ださい。それぞれの項目の外出頻度について、増えた・変わらない・減った・

（元々）していないのいずれか当てはまるものを選択してください。（それぞれ◯は

１つだけ） 

外出頻度についてみると、『買い物』『外食』『家族や友人に会う』『旅行・レジャー』で「減っ

た」、『通勤・通学』『通院』で「変わらない」、『地域活動（町会・自治会等）』で「していない」

が最も高くなっています。一方、他の項目と比べ『買い物』で「増えた」が 7.1％と高くなって

います。 
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8.0 

6.3 

42.6 

29.3 

48.9 

64.4 

0.6 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

11.1 

3.2 

1.6 

9.8 

9.6 

3.7 

11.4 

9.1 

44.4 

22.6 

33.9 

34.1 

33.7 

37.0 

45.7 

63.6 

44.4 

71.0 

64.5 

56.1 

56.6 

59.3 

42.9 

27.3 

0.0 

3.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪買い物≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代、70 歳代、80 歳以上を除くすべての年齢で「減った」の割合が高く

なっています。また、70歳代、80 歳以上で「変わらない」の割合が高くなっています。一方、10

歳代で「変わらない」「減った」の割合が同率で高くなっています。 
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1.7 

0.0 

6.8 

2.1 

71.6 

80.1 

19.9 

17.8 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

2.9 

9.1 

11.1 

3.2 

4.8 

4.9 

2.4 

5.6 

2.9 

9.1 

88.9 

90.3 

91.9 

80.5 

74.7 

63.0 

51.4 

54.5 

0.0 

6.5 

3.2 

14.6 

22.9 

29.6 

42.9 

27.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪外 食≫ 

【性別】 

性別でみると、男女ともに「減った」の割合が高くなっています。また、女性に比べ、男性の

方が「増えた」「変わらない」「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、他に比べ、70

歳代で「していない」、80 歳以上で「増えた」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 

0.6 

1.0 

44.9 

41.9 

38.6 

22.5 

15.9 

34.6 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

11.1 

0.0 

1.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.2 

51.6 

54.8 

56.1 

51.8 

27.8 

8.6 

0.0 

55.6 

32.3 

29.0 

29.3 

34.9 

33.3 

17.1 

9.1 

11.1 

16.1 

14.5 

13.4 

13.3 

38.9 

74.3 

90.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪通勤・通学≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「減った」の割合が高くなっています。また、男性に

比べ、女性の方が「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代で「減った」の割合が高くなっています。また、20 歳代、30 歳代、

40 歳代、50 歳代で「変わらない」、60 歳代、70 歳代、80 歳以上で「していない」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

2.8 

2.1 

57.4 

43.5 

19.3 

28.8 

20.5 

25.7 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

3.2 

1.6 

2.4 

1.2 

3.7 

5.7 

0.0 

22.2 

32.3 

38.7 

37.8 

61.4 

63.0 

68.6 

72.7 

11.1 

29.0 

37.1 

28.0 

22.9 

13.0 

14.3 

18.2 

66.7 

35.5 

22.6 

31.7 

14.5 

20.4 

11.4 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪通 院≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「変わらない」の割合が高くなっています。また、他

に比べ、10 歳代で「していない」の割合が高くなっています。一方、20 歳代 30 歳代 40 歳代で

「減った」の割合も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

0.0 

0.0 

14.2 

3.7 

77.8 

91.1 

8.0 

5.2 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.2 

9.7 

12.9 

3.7 

8.4 

9.3 

8.6 

9.1 

77.8 

83.9 

87.1 

90.2 

84.3 

75.9 

82.9 

90.9 

0.0 

6.5 

0.0 

6.1 

7.2 

14.8 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪家族や友人に会う≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、他に比べ、10

歳代で「変わらない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

1.1 

0.0 

4.0 

2.1 

67.6 

66.0 

27.3 

31.9 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

1.6 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

6.5 

4.8 

3.7 

2.4 

1.9 

0.0 

0.0 

44.4 

64.5 

85.5 

65.9 

69.9 

55.6 

57.1 

54.5 

55.6 

29.0 

8.1 

29.3 

27.7 

42.6 

42.9 

45.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪旅行・レジャー≫ 

【性別】 

性別でみると、男女ともに「減った」の割合が高くなっています。また、男性に比べ、女性の

方が「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代を除くすべでの年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、

10 歳代で「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

0.6 

0.0 

15.9 

8.4 

30.1 

34.0 

53.4 

57.6 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

1.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.1 

6.5 

3.2 

7.3 

18.1 

18.5 

20.0 

9.1 

0.0 

25.8 

35.5 

31.7 

28.9 

42.6 

31.4 

36.4 

88.9 

67.7 

61.3 

59.8 

53.0 

38.9 

48.6 

54.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪地域活動（町会・自治会等）≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、60 歳代を除くすべての年齢で「していない」の割合が高くなっています。ま

た、60 歳代で「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 

11.4 

2.2 

0.8 

0.8 

0.5 

53.1 

21.8 

20.4 

15.3 

20.4 

31.1 

60.2 

67.0 

56.1 

54.5 

4.4 

15.8 

11.7 

27.8 

24.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

同居・近隣の家族

遠方の家族

近隣の友人・知人

遠方の友人・知人

会社の同僚や学校

の同級生

増えた 変わらない 減った していない 無回答（全体）N=367

問７ コロナ禍前後でコミュニケーションをとる機会は変化しましたか？それぞれの項

目で増えた・変わらない・減った・元々していないのいずれかを選択してくださ

い。（それぞれ◯は１つだけ） 

コロナ禍前後でコミュニケーションをとる機会は変化したかについてみると、『同居・近隣の

家族』で「変わらない」、『遠方の家族』『近隣の友人・知人』『遠方の友人・知人』『会社の同僚や

学校の同級生』で「減った」が最も高くなっています。一方、他の項目と比べ『同居・近隣の家

族』で「増えた」が 11.4％と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 

13.1 

9.9 

52.3 

53.9 

31.8 

30.4 

2.8 

5.8 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

22.2 

19.4 

17.7 

9.8 

13.3 

1.9 

8.6 

0.0 

66.7 

48.4 

51.6 

53.7 

55.4 

50.0 

51.4 

63.6 

11.1 

22.6 

27.4 

34.1 

27.7 

42.6 

34.3 

27.3 

0.0 

9.7 

3.2 

2.4 

3.6 

5.6 

5.7 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪同居・近隣の家族≫ 

【性別】 

性別でみると、男女ともに「変わらない」の割合が高くなっています。また、女性に比べ、男

性の方が「増えた」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「変わらない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、

10 歳代、20 歳代、30歳代で「増えた」、60 歳代で「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 

1.7 

2.6 

25.6 

18.3 

57.4 

62.8 

15.3 

16.2 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

3.2 

4.8 

2.4 

1.2 

1.9 

0.0 

0.0 

22.2 

16.1 

21.0 

20.7 

21.7 

22.2 

22.9 

45.5 

55.6 

54.8 

62.9 

59.8 

66.3 

53.7 

60.0 

54.5 

22.2 

25.8 

11.3 

17.1 

10.8 

22.2 

17.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪遠方の家族≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、他に比べ、80

歳以上で「変わらない」の割合も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

1.1 

0.5 

22.7 

18.3 

62.5 

71.2 

13.6 

9.9 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

6.5 

0.0 

0.0 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

33.3 

19.4 

19.4 

18.3 

19.3 

18.5 

25.7 

36.4 

55.6 

64.5 

75.8 

68.3 

65.1 

63.0 

65.7 

63.6 

11.1 

9.7 

4.8 

13.4 

15.7 

16.7 

8.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪近隣の友人・知人≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、他に比べ、20

歳代で「増えた」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 

1.1 

0.5 

21.0 

9.9 

51.1 

60.7 

26.7 

28.8 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

1.6 

2.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.2 

9.7 

14.5 

14.6 

16.9 

16.7 

11.4 

27.3 

22.2 

67.7 

74.2 

56.1 

50.6 

44.4 

62.9 

27.3 

55.6 

22.6 

9.7 

26.8 

32.5 

38.9 

25.7 

45.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪遠方の友人・知人≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」の割合が高くなっています。また、男

性に比べ、女性の方が「減った」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代、80 歳以上を除くすべての年齢で「減った」の割合が高くなっていま

す。また、10 歳代、80歳以上で「していない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



35 

1.1 

0.0 

19.3 

21.5 

58.5 

50.8 

21.0 

27.7 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

11.1 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

22.2 

35.5 

19.4 

24.4 

22.9 

14.8 

5.7 

9.1 

55.6 

54.8 

67.7 

56.1 

56.6 

46.3 

40.0 

36.4 

11.1 

9.7 

11.3 

19.5 

20.5 

38.9 

54.3 

54.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪会社の同僚や学校の同級生≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「減った」、男性に比べ、女性の方が「していない」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢が上がるにつれて「していない」の割合が高くなっています。また、他

に比べ、10 歳代で「増えた」の割合が高くなっています。一方、20 歳代で「変わらない」の割合

も高くなっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 

0.0 

20.7 

36.2 

46.6 

9.5 

11.2 

53.7 

51.0 

4.1 

13.6 

81.7 

14.4 

8.4 

1.4 

1.4 

7.1 

11.2 

4.4 

48.0 

75.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

直接会って話す

電話

メールやSNS

（LINE・Twitter等）

ネット会議システム

（Zoom等）

チャット（オンライン

ゲーム等）

増えた 変わらない 減った していない 無回答（全体）N=367

問８  コロナ禍前後で、コミュニケーションの方法は変化しましたか？それぞれの項目

で増えた・変わらない・減った・元々していないのいずれかを選択してください。

（それぞれ◯は１つだけ） 

コミュニケーションの方法は変化についてみると、『直接会って話す』で「減った」、『電話』『メ

ールや SNS（LINE・Twitter 等）』で「変わらない」、『ネット会議システム（Zoom 等）』『チャット

（オンラインゲーム等）』で「していない」が最も高くなっています。一方、他の項目と比べ『ネ

ット会議システム（Zoom 等）』で「増えた」が 46.6％と高くなっています。 
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0.0 

0.0 

16.5 

6.3 

76.1 

86.9 

7.4 

6.8 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

33.3 

9.7 

12.9 

12.2 

6.0 

9.3 

14.3 

18.2 

66.7 

87.1 

87.1 

80.5 

85.5 

77.8 

71.4 

81.8 

0.0 

3.2 

0.0 

7.3 

8.4 

13.0 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪直接会って話す≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」、男性に比べ、女性の方が「減った」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「減った」の割合が高くなっています。また、他に比べ、10

歳代で「変わらない」の割合が高くなっています。一方、60 歳代、70歳代で「していない」の割

合も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

17.6 

23.6 

58.5 

49.2 

14.8 

14.1 

9.1 

13.1 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

11.1 

22.6 

29.0 

23.2 

15.7 

11.1 

22.9 

36.4 

55.6 

51.6 

51.6 

51.2 

55.4 

63.0 

48.6 

45.5 

11.1 

3.2 

6.5 

11.0 

20.5 

20.4 

25.7 

9.1 

22.2 

22.6 

12.9 

14.6 

8.4 

5.6 

2.9 

9.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪電 話≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」、男性に比べ、女性の方が「増えた」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「変わらない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、

10 歳代、20歳代で「していない」、30 歳代、80歳以上で「増えた」、70歳代で「減った」の割合

が高くなっています。 
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31.3 

40.8 

56.8 

45.5 

6.3 

10.5 

5.7 

3.1 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

55.6 

16.1 

37.1 

45.1 

32.5 

33.3 

40.0 

36.4 

33.3 

67.7 

51.6 

48.8 

56.6 

53.7 

28.6 

45.5 

0.0 

9.7 

9.7 

6.1 

8.4 

7.4 

17.1 

0.0 

11.1 

6.5 

1.6 

0.0 

2.4 

5.6 

14.3 

18.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪メールや SNS（LINE・Twitter 等）≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「変わらない」、男性に比べ、女性の方が「増えた」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代、70 歳代を除くすべての年齢で「変わらない」の割合が高くなってい

ます。また、10歳代、70 歳代で「増えた」の割合が高くなっています。 
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55.1 

38.7 

4.5 

3.7 

0.6 

2.1 

39.8 

55.5 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

66.7 

45.2 

53.2 

56.1 

59.0 

31.5 

17.1 

0.0 

11.1 

3.2 

0.0 

8.5 

1.2 

7.4 

0.0 

9.1 

11.1 

0.0 

1.6 

0.0 

0.0 

3.7 

2.9 

0.0 

11.1 

51.6 

45.2 

35.4 

39.8 

57.4 

80.0 

90.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪ネット会議システム（Zoom 等）≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「増えた」、男性に比べ、女性の方が「していない」の

割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、10 歳代、30 歳代、40 歳代、50歳代で「増えた」、20 歳代、60 歳代、70歳代、

80 歳以上で「していない」の割合が高くなっています。また、10 歳代で「減った」の割合も高く

なっています。 
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14.2 

5.2 

18.8 

8.9 

1.1 

1.6 

65.9 

84.3 

0.0 

0.0 

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

（男性）N=176

（女性）N=191

増えた 変わらない 減った していない 無回答

0.0 

12.9 

9.7 

13.4 

8.4 

7.4 

8.6 

0.0 

22.2 

22.6 

14.5 

9.8 

19.3 

11.1 

2.9 

9.1 

0.0 

0.0 

3.2 

2.4 

0.0 

1.9 

0.0 

0.0 

77.8 

64.5 

72.6 

74.4 

72.3 

79.6 

88.6 

90.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

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

（10歳代）N=9

（20歳代）N=31

（30歳代）N=62

（40歳代）N=82

（50歳代）N=83

（60歳代）N=54

（70歳代）N=35

（80歳以上）N=11

増えた 変わらない 減った していない 無回答

≪チャット（オンラインゲーム等）≫ 

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「増えた」「変わらない」、男性に比べ、女性の方が「し

ていない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、すべての年齢で「していない」の割合が高くなっています。また、他に比べ、

20 歳代、40 歳代で「増えた」の割合が高くなっています。一方、10 歳代、20 歳代、50 歳代で「変

わらない」の割合も高くなっています。 
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47.4

46.9

46.6

38.1

33.8

25.9

22.9

20.7

17.7

12.5

10.9

6.8

0.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

交通安全や防災・防犯などの地域

の安全活動

高齢者・障害のある人への支援な

どの福祉活動

道路や公園などの清掃活動

買い物代行などの日常生活支援

文化・芸術・スポーツなどのサーク

ル活動

訪問・電話等による見守り支援

子ども同士や親子の交流会、サー

クル等の活動

祭りや盆踊り、運動会などのイベン

卜

SNSを活用した交流

特にない

募金活動

地域の茶の間、サロン等の多世代

交流

その他

無回答

（全体）N=367

４ コロナ禍における地域活動について 

問９ あなたが考える、コロナ禍においても地域で継続すべき取組みはありますか？

（〇はいくつでも） 

コロナ禍においても地域で継続すべき取組みはあるかについてみると、「交通安全や防災・防

犯などの地域の安全活動」で 47.4％と最も高く、次いで「高齢者・障害のある人への支援などの

福祉活動」が 46.9％、「道路や公園などの清掃活動」が 46.6％となっています。 

 

 

 

交通安全や防災・防犯などの

地域の安全活動 

高齢者・障害のある人への 

支援などの福祉活動 

道路や公園などの清掃活動 

買い物代行などの日常生活 

支援 

文化・芸術・スポーツなどの 

サークル活動 

訪問・電話等による見守り支援 

子ども同士や親子の交流会、

サークル等の活動 

祭りや盆踊り、運動会などの 

イベン卜 

SNS を活用した交流 

特にない 

募金活動 

地域の茶の間、サロン等の 

多世代交流 

その他 

無回答 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

文
化
・
芸
術
・
ス

ポ
ー

ツ
な
ど
の
サ
ー

ク
ル
活
動

道
路
や
公
園
な
ど
の

清
掃
活
動

交
通
安
全
や
防
災
・

防
犯
な
ど
の
地
域
の

安
全
活
動

祭
り
や
盆
踊
り

、
運

動
会
な
ど
の
イ
ベ
ン

卜 高
齢
者
・
障
害
の
あ

る
人
へ
の
支
援
な
ど

の
福
祉
活
動

募
金
活
動

子
ど
も
同
士
や
親
子

の
交
流
会

、
サ
ー

ク

ル
等
の
活
動

地
域
の
茶
の
間

、
サ

ロ
ン
等
の
多
世
代
交

流

176 66 78 78 38 70 18 41 8

100.0 37.5 44.3 44.3 21.6 39.8 10.2 23.3 4.5

191 58 93 96 38 102 22 43 17

100.0 30.4 48.7 50.3 19.9 53.4 11.5 22.5 8.9

区分

S
N
S
を
活
用
し
た

交
流

訪
問
・
電
話
等
に
よ

る
見
守
り
支
援

買
い
物
代
行
な
ど
の

日
常
生
活
支
援

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

29 37 58 28 1 0

16.5 21.0 33.0 15.9 0.6 0.0

36 58 82 18 2 0

18.8 30.4 42.9 9.4 1.0 0.0

男性

女性

男性

女性

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「道路や公園などの清掃活動」「交通安全や防災・防犯

などの地域の安全活動」、男性に比べ、女性の方が「高齢者・障害のある人への支援などの福祉活

動」の割合が高くなっています。 
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単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

文
化
・
芸
術
・
ス

ポ
ー

ツ
な
ど
の
サ
ー

ク
ル
活
動

道
路
や
公
園
な
ど
の

清
掃
活
動

交
通
安
全
や
防
災
・

防
犯
な
ど
の
地
域
の

安
全
活
動

祭
り
や
盆
踊
り

、
運

動
会
な
ど
の
イ
ベ
ン

卜 高
齢
者
・
障
害
の
あ

る
人
へ
の
支
援
な
ど

の
福
祉
活
動

募
金
活
動

子
ど
も
同
士
や
親
子

の
交
流
会

、
サ
ー

ク

ル
等
の
活
動

地
域
の
茶
の
間

、
サ

ロ
ン
等
の
多
世
代
交

流

9 4 4 4 3 3 4 2 0

100.0 44.4 44.4 44.4 33.3 33.3 44.4 22.2 0.0

31 8 16 14 6 11 2 5 2

100.0 25.8 51.6 45.2 19.4 35.5 6.5 16.1 6.5

62 19 31 30 21 26 4 18 1

100.0 30.6 50.0 48.4 33.9 41.9 6.5 29.0 1.6

82 29 36 43 24 38 7 30 6

100.0 35.4 43.9 52.4 29.3 46.3 8.5 36.6 7.3

83 27 46 42 11 43 9 15 7

100.0 32.5 55.4 50.6 13.3 51.8 10.8 18.1 8.4

54 21 22 24 5 30 6 9 4

100.0 38.9 40.7 44.4 9.3 55.6 11.1 16.7 7.4

35 12 13 15 3 17 5 4 4

100.0 34.3 37.1 42.9 8.6 48.6 14.3 11.4 11.4

11 4 3 2 3 4 3 1 1

100.0 36.4 27.3 18.2 27.3 36.4 27.3 9.1 9.1

区分

S
N
S
を
活
用
し
た

交
流

訪
問
・
電
話
等
に
よ

る
見
守
り
支
援

買
い
物
代
行
な
ど
の

日
常
生
活
支
援

特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

2 1 4 0 0 0

22.2 11.1 44.4 0.0 0.0 0.0

4 7 12 5 0 0

12.9 22.6 38.7 16.1 0.0 0.0

17 14 28 5 0 0

27.4 22.6 45.2 8.1 0.0 0.0

18 23 33 9 0 0

22.0 28.0 40.2 11.0 0.0 0.0

19 26 37 8 1 0

22.9 31.3 44.6 9.6 1.2 0.0

3 12 16 8 0 0

5.6 22.2 29.6 14.8 0.0 0.0

2 11 9 8 2 0

5.7 31.4 25.7 22.9 5.7 0.0

0 1 1 3 0 0

0.0 9.1 9.1 27.3 0.0 0.0

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

40歳代

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

10歳代

20歳代

30歳代

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢によってばらつきがあり、10 歳代、20 歳代、30 歳代、50歳代で「道路

や公園などの清掃活動」、10 歳代、40 歳代で「交通安全や防災・防犯などの地域の安全活動」、60

歳代、70歳代、80歳以上で「高齢者・障害のある人への支援などの福祉活動」の割合が高くなっ

ています。 
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42.5

40.6

36.5

22.3

20.2

20.2

17.2

1.9

2.5

0.0

0% 20% 40% 60%

感染予防の備品の備蓄

風評被害への対策

感染予防の備品の購入助成

ネット会議システムの導入

感染症対策講座の実施

住民同士の連携強化

特にない

手作りマスクの配布

その他

無回答

（全体）N=367

問 10 あなたが考える、コロナ禍において地域で取り組むべき感染症対策はどういった

ものですか？（〇はいくつでも） 

コロナ禍において地域で取り組むべき感染症対策についてみると、「感染予防の備品の備蓄」

で 42.5％と最も高く、次いで「風評被害への対策」が 40.6％、「感染予防の備品の購入助成」が

36.5％となっています。 

 

 

 

感染予防の備品の備蓄 

風評被害への対策 

感染予防の備品の購入助成 

ネット会議システムの導入 

感染症対策講座の実施 

住民同士の連携強化 

特にない 

手作りマスクの配布 

その他 

無回答 

 

 

 

 

 

  



46 

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

感
染
症
対
策
講
座
の

実
施

風
評
被
害
へ
の
対
策

感
染
予
防
の
備
品
の

備
蓄

感
染
予
防
の
備
品
の

購
入
助
成

手
作
り
マ
ス
ク
の
配

布 ネ

ッ
ト
会
議
シ
ス
テ

ム
の
導
入

住
民
同
士
の
連
携
強

化 特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

176 33 77 67 67 5 38 33 25 5 0

100.0 18.8 43.8 38.1 38.1 2.8 21.6 18.8 14.2 2.8 0.0

191 41 72 89 67 2 44 41 38 4 0

100.0 21.5 37.7 46.6 35.1 1.0 23.0 21.5 19.9 2.1 0.0

男性

女性

単位　上段：実数　下段：％

区分

有
効
回
答
数

（
件

）

感
染
症
対
策
講
座
の

実
施

風
評
被
害
へ
の
対
策

感
染
予
防
の
備
品
の

備
蓄

感
染
予
防
の
備
品
の

購
入
助
成

手
作
り
マ
ス
ク
の
配

布 ネ

ッ
ト
会
議
シ
ス
テ

ム
の
導
入

住
民
同
士
の
連
携
強

化 特
に
な
い

そ
の
他

無
回
答

9 1 2 4 5 0 1 1 1 0 0

100.0 11.1 22.2 44.4 55.6 0.0 11.1 11.1 11.1 0.0 0.0

31 6 14 13 7 0 9 3 7 2 0

100.0 19.4 45.2 41.9 22.6 0.0 29.0 9.7 22.6 6.5 0.0

62 8 25 32 29 1 22 7 7 1 0

100.0 12.9 40.3 51.6 46.8 1.6 35.5 11.3 11.3 1.6 0.0

82 15 28 34 33 2 22 15 16 1 0

100.0 18.3 34.1 41.5 40.2 2.4 26.8 18.3 19.5 1.2 0.0

83 17 43 36 29 0 17 17 7 3 0

100.0 20.5 51.8 43.4 34.9 0.0 20.5 20.5 8.4 3.6 0.0

54 13 21 21 14 2 7 14 13 2 0

100.0 24.1 38.9 38.9 25.9 3.7 13.0 25.9 24.1 3.7 0.0

35 12 13 14 16 2 4 12 8 0 0

100.0 34.3 37.1 40.0 45.7 5.7 11.4 34.3 22.9 0.0 0.0

11 2 3 2 1 0 0 5 4 0 0

100.0 18.2 27.3 18.2 9.1 0.0 0.0 45.5 36.4 0.0 0.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

【性別】 

性別でみると、女性に比べ、男性の方が「風評被害への対策」、男性に比べ、女性の方が「感染

予防の備品の備蓄」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年齢別】 

年齢別でみると、年齢によってばらつきがあり、20 歳代、50 歳代、60 歳代で「風評被害への

対策」、30 歳代、40歳代、60 歳代で「感染予防の備品の備蓄」、10 歳代、70 歳代で「感染予防の

備品の購入助成」、80歳以上で「住民同士の連携強化」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


