
第３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３年６月４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）

1．働き方（就業者等）

地域別のテレワーク実施率 ｐ.4

テレワーク実施頻度の変化 ｐ.5

業種別のテレワーク実施率 ｐ.6

テレワークのデメリット ｐ.7

テレワークの実施希望 ｐ.8

テレワーク経験による意識変化 ｐ.9

通勤時間の変化 ｐ.10

生産性、労働時間の変化 ｐ.11

ワーク・ライフ・バランスの意識変化 ｐ.12

就業選択・希望の変化 ｐ.13

就職・転職する企業を選ぶ際に重視する点 ｐ.14

正規・非正規の待遇格差の有無 ｐ.15

非正規職員の正規化の希望 ｐ.16

非正規である理由／正規化希望 ｐ.17

リカレント教育の実施 ｐ.18

リカレント教育に取り組む理由 ｐ.19

リカレント教育の障害 ｐ.20

求職者支援訓練、高等職業訓練促進給付金 ｐ.21

２．子育て・結婚（子育て世帯・未婚者等）

家族と過ごす時間 ｐ.23

家事・育児時間の変化 ｐ.24

家事・育児の役割分担の変化 ｐ.25

役割分担の変化と夫婦関係の変化 ｐ.26

子どものオンライン教育 ｐ.27

デジタル端末の活用 ｐ.28

男性の育休取得希望 ｐ.29

男性の育休取得に対する抵抗感 ｐ.30

出産前後の就業状況の変化 ｐ.31

結婚への関心の変化 ｐ.32

結婚希望・出会い ｐ.33

結婚していない理由 ｐ.34

３．地方

地方移住への関心 ｐ.36

地方移住への関心理由 ｐ.37

地方移住に向けた行動 ｐ.38

地方移住にあたっての懸念 ｐ.39

「転職なき移住」への関心 ｐ.40

二地域居住や多拠点居住への関心 ｐ.41

４．その他

学習意欲の変化 ｐ.43

学習時間の変化 ｐ.44

将来の進路希望の変化 ｐ.45

GWの過ごし方 ｐ.46

コロナ疲れ ｐ.47

自身のコロナ対策のきっかけとして
重視する情報等

ｐ.48

コロナ対策で重視する情報媒体 ｐ.49

新たな挑戦・取組 ｐ.50

不安の増加 ｐ.51-52

社会の変化等 ｐ.53

生活全体の満足度 ｐ.54

調査方法・調査対象等 ｐ.55

〇調査方法：インターネット調査
〇回収数 ：10,128（うち第２回調査の回答者数： 7,371 ）

〇調査期間：4月30日（金）～5月11日（火）

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆：今回調査での新規調査項目
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１．働き方



１．【働き方】地域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＞
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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



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】テレワークのデメリット（テレワーク経験者）
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34.5%

34.0%

27.1%

26.7%

24.7%

17.6%

17.8%

15.7%

13.3%

13.3%

38.4%

31.6%

28.2%

22.9%

23.5%

15.8%

12.2%

15.1%

14.1%

11.8%

33.9%

28.5%

28.4%

24.6%

22.6%

16.5%

14.2%

12.9%

12.4%

10.2%

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

社内での気軽な相談・報告が困難

取引先等とのやりとりが困難

画面を通じた情報のみによる

コミュニケーション不足やストレス

機微な情報を扱い難いなどの

セキュリティ面の不安

テレビ通話の質の限界

通信費の自己負担が発生

在宅では仕事に集中することが難しい住環境

仕事と生活の境界が

曖昧になることによる働き過ぎ

大勢で一堂に会することができない

同居する家族への配慮が必要

2020年5-6月 2020年12月 2021年4-5月



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

就業者全体

テレワーク実施者

テレワーク中止者

テレワーク不実施者

今後のテレワーク希望割合

36.0％

82.7％

40.5％

12.2％

１．【働き方】テレワークの実施希望（現在のテレワーク実施状況別）
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※「テレワーク中止者」は2020年5月はテレワークを実施していたが2021年4-5月は実施していない者
「テレワーク不実施者」は2020年5月・2021年4-5月ともにテレワークを実施していない者

【継続サンプル】

36.7%

88.0%

65.8%

17.8%

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

就業者全体

現在のテレワーク実施者

テレワーク中止者

（５月は実施）

テレワーク不実施者

（５月・１２月時点）

21.5% 8.1% 70.4%

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

テレワーク実施者

テレワーク中止者（5月は実施していた）

テレワーク不実施（5月・12月時点）

2020年12月のテレワーク実施状況

今後のテレワーク希望割合

参考：第２回調査結果

2020年12月の
テレワーク実施状況別

31.0% 7.0% 62.0%

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

2021年4-5月のテレワーク実施状況

テレワーク実施者 テレワーク中止者 テレワーク不実施

2021年4-5月の
テレワーク実施状況



１．【働き方】テレワーク経験による意識変化
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（第３回調査時点でも）

＜テレワーク実施していない就業者の意識＞

【パネル分析(継続回答者の分析)】

地方移住への関心（東京圏在住者）

※ 第２回調査・第３回調査の継続回答者（就業者）のうち、第２回調査で「テレワーク経験が無
い」と回答していた回答者（3201人）を抽出して集計

（第３回調査時点で）

＜テレワークを（新たに）実施した就業者の意識＞

26.7%

25.5%

65.7%

67.5%

4.2%

3.8%

3.4%

3.2%

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

2020年12月

2021年4-5月

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

32.2%

37.4%

59.8%

54.9%

5.4%

5.7%

2.6%

2.1%

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

2020年12月

2021年4-5月

（第３回調査時点でも）

＜テレワーク実施していない就業者の意識＞

ワークライフバランスの意識

（第３回調査時点で）

＜テレワークを（新たに）実施した就業者の意識＞

5.5%

9.1%

8.2%

15.5%

24.5%

19.1%

24.5%

29.1%

37.3%

27.3%

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

2020年12月

2021年4-5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 全く関心がない

2.7%

3.6%

6.7%

7.0%

18.4%

17.7%

21.3%

27.4%

50.9%

44.3%

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

2020年12月

2021年4-5月



35.9%

17.4%

21.9%

31.2%

13.7%

14.8%

16.8%

7.7%

7.0%

10.6%

3.5%

4.4%

10.5%

10.9%

10.8%

11.0%

7.1%

8.4%

9.4%

4.9%

4.6%

8.1%

3.3%

3.8%

9.7%

10.7%

11.3%

8.2%

9.1%

8.7%

10.9%

6.5%

8.1%

9.2%

5.7%

5.3%

33.7%

48.5%

45.1%

40.4%

57.0%

53.8%

56.0%

69.1%

66.4%

64.9%

73.8%

71.6%

3.1%

2.4%

1.3%

1.6%

2.3%

2.2%

1.8%

2.4%

2.9%

1.5%

2.6%

2.4%

0.4%

0.6%

0.8%

0.8%

1.1%

1.0%

0.4%

1.5%

1.2%

0.3%

1.1%

1.1%

2.0%

2.6%

1.9%

1.4%

2.5%

1.9%

0.9%

1.1%

1.2%

0.5%

1.1%

0.8%

4.9%

6.9%

7.0%

5.3%

7.1%

9.1%

3.9%

6.8%

8.7%

4.9%

8.9%

10.7%

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

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

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） わからない

＜東京圏＞

＜大阪・名古屋圏＞

＜地方圏＞

１．【働き方】通勤時間の変化（就業者）
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＜東京都23区＞
※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



１．【働き方】生産性、労働時間の変化（就業者）
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生産性の変化

労働時間の変化

15.7%

12.0%

12.1%

10.9%

6.0%

6.8%

13.3%

12.5%

14.5%

52.1%

55.3%

53.9%

2.9%

6.5%

6.7%

2.1%

3.8%

4.2%

2.9%

3.8%

1.9%

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

2020年5月

2020年12月

2021年4-5月

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）

1.3%

2.0%

2.0%

1.3%

2.8%

3.7%

1.8%

5.7%

5.8%

55.4%

55.4%

55.1%

15.1%

18.8%

19.3%

14.5%

9.7%

8.9%

10.6%

5.6%

5.2%

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

2020年5月

2020年12月

2021年4-5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）

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



１．【働き方】ワーク・ライフ・バランスの意識変化（就業者）
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50.4%

35.0%

34.4%

60.8%

40.2%

39.3%

56.4%

41.1%

41.3%

47.9%

33.3%

32.9%

42.6%

27.3%

27.0%

44.0%

32.4%

30.0%

40.2%

57.3%

57.7%

27.1%

47.4%

47.2%

34.5%

50.6%

51.6%

42.2%

59.5%

60.8%

48.4%

66.8%

66.5%

50.3%

63.2%

65.9%

5.3%

4.7%

4.7%

8.2%

7.2%

8.4%

5.2%

5.5%

4.6%

4.4%

4.6%

3.7%

4.7%

3.1%

3.6%

3.3%

2.8%

2.2%

4.1%

3.0%

3.2%

3.8%

5.3%

5.2%

3.9%

2.7%

2.5%

5.5%

2.6%

2.7%

4.4%

2.8%

2.9%

2.5%

1.5%

1.9%

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

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

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

＜40歳代＞

＜全体＞

＜20歳代＞

＜60歳代以上＞

＜30歳代＞

＜50歳代＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



１．【働き方】職業選択・希望の変化（就業者）

13※「変化していない」と回答した人の割合は第1回57.3%、第2回64.8%、第3回63.3％

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

29.4%

9.0%

5.9%

3.1%

0.8%

2.4%

0.8%

4.0%

21.0%

5.9%

4.7%

3.4%

2.6%

2.6%

0.6%

3.7%

21.6%

5.8%

5.2%

3.7%

3.7%

2.9%

0.6%

3.4%

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

まだ具体的ではないが将来の仕事・

収入について考えるようになった

新たに副業を検討しはじめた

新たに転職を検討しはじめた

希望する就業先や異動先が変化した

転職した

副業を持った

その他

わからない

2020年5-6月 2020年12月 2021年4-5月



１．【働き方】就職・転職する企業を選ぶ際に重視する点（全員）
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30.0%

24.3%

23.0%

21.5%

15.3%

10.5%

10.0%

9.5%

5.9%

4.1%

2.9%

9.8%

21.0%

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

堅実な経営をしている企業であること

採用時の給料（新規採用の場合は初任給）が高いこと

自分が成長できそうなこと

今後の成長が見込まれる企業であること

社会的な評価、評判が良いこと

テレワークがしやすいこと

大企業であること

育児休業が取得しやすいこと

ＳＤＧｓ（環境、人権、社会貢献等）に

力を入れていること

女性や若手が幹部として登用されていること

中小企業であること

その他

わからない



１．【働き方】正規・非正規の待遇格差の有無（雇用者）
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5.9%

4.0%

5.5%

5.9%

7.6%

26.6%

36.6%

25.5%

25.4%

21.6%

17.3%

10.5%

16.1%

21.1%

20.8%

13.7%

12.5%

14.9%

11.9%

14.1%

36.6%

36.3%

38.0%

35.7%

35.9%

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

全体

2～29人

30～299人

300～999人

1,000人以上

昨年４月以降は無い（昔は格差があったが、今は解消された） 昔からない

現在も格差があるが、合理的な理由があると思う 現在も格差があるが、合理的な理由が分からない

わからない

＜企業規模別＞



１．【働き方】非正規職員の正規化の希望（非正規雇用者）
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6.1%

9.9%

22.7%

9.8%

4.6%

11.3%

2.9%

32.2%

27.1%

20.0%

41.0%

34.2%

41.8%

46.9%

39.4%

34.6%

24.0%

23.0%

41.3%

29.4%

26.8%

6.1%

10.1%

9.3%

8.2%

4.5%

5.1%

5.0%

16.2%

18.2%

24.0%

18.0%

15.4%

12.4%

18.4%

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

全体

男性

20歳代男性

30歳代男性

女性

20歳代女性

30歳代女性

全国転勤があったり、時間拘束や責任が重くなっても、正規雇用で働きたい

「短時間正社員」や「地域限定正社員」の仕事があれば、正規雇用で働きたい

正規雇用で働きたいとは思わない

その他

わからない



１．【働き方】非正規である理由／正規化希望（非正規雇用者）

正規化の希望（非正規雇用で働く主な理由別）

17.1% 39.7% 9.8% 9.4% 5.8% 6.2% 11.9%

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

正規の職員・従業員の仕事がないから
（いわゆる不本意非正規）

自分の都合のよい時間に働きたいから 家計の補助・学費等を得たいから 家事・育児・介護等と両立しやすいから

通勤時間が短いから 専門的な技能等をいかせるから その他

16.7%

2.4%

3.5%

1.8%

2.0%

7.3%

45.8%

28.4%

33.9%

45.7%

28.4%

23.9%

14.4%

51.7%

45.6%

36.0%

41.2%

50.5%

7.4%

2.9%

4.7%

5.5%

6.9%

5.5%

15.7%

14.6%

12.3%

11.0%

21.6%

12.8%

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

正規の職員・従業員の仕事がないから

（いわゆる不本意非正規）

自分の都合のよい時間に働きたいから

家計の補助・学費等を得たいから

家事・育児・介護等と両立しやすいから

通勤時間が短いから

専門的な技能等をいかせるから

全国転勤があったり、時間拘束や責任が重くなっても、正規雇用で働きたい 「短時間正社員」や「地域限定正社員」の仕事があれば、正規雇用で働きたい

正規雇用で働きたいとは思わない その他

わからない

非正規で働く主な理由
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１．【働き方】リカレント教育の実施（就業者）

18

専門的な資格の
取得

経営・ビジネス
に必要な知識や
能力の向上

英語などの語学
力の向上

マネジメント力
の向上

プログラミング
などのIT関連ス
キルの取得

リベラルアーツ
（一般教養）の
学習

学位の取得

全体 18.8% 9.7% 8.5% 5.6% 5.1% 4.5% 1.8%
20歳代 26.8% 10.8% 10.5% 5.7% 7.3% 6.4% 2.8%
30歳代 22.9% 10.6% 9.6% 7.0% 7.1% 5.3% 2.0%
40歳代 17.3% 10.4% 9.1% 6.7% 4.8% 4.6% 1.9%
50歳代 13.2% 7.7% 7.1% 4.1% 2.9% 1.8% 1.2%
60歳代以上 10.5% 8.0% 4.6% 4.1% 2.1% 4.1% 0.7%

＜実施しているリカレント教育の内容（複数回答）＞

＜実施しているリカレント教育（仕事に活用するための学び直し）実施状況＞

33.5%

44.3%

39.5%

31.5%

25.2%

22.2%

5.1%

7.3%

5.2%

5.5%

3.9%

2.9%

51.1%

32.8%

43.4%

54.7%

62.5%

69.9%

10.3%

15.6%

11.9%

8.4%

8.4%

5.1%

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

実施している 予定がある 特にない わからない



１．【働き方】リカレント教育に取り組む理由（リカレント教育を実施、又は関心がある者）

19

58.5%

40.6%

30.3%

22.8%

17.7%

5.2%

3.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

現在の仕事に活かすため

（業務効率化や質の向上）

今後のキャリアの

選択肢を広げるため

（新たなチャレンジ）

資格取得のため

昇進・昇給のため

転職活動に備えるため

その他

特にない

わからない



１．【働き方】リカレント教育の障害（就業者）

20

32.4%

24.7%

13.4%

13.0%

9.5%

8.0%

4.6%

2.1%

28.0%

10.6%

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

仕事が忙しくて余裕がない

費用がかかりすぎる

自分の目指すべきキャリアがわからない

家事・育児が忙しくて余裕がない

適当な教育訓練機関、手段が見つからない

学び直しの結果が社内で評価されない

休暇取得・早退等が会社の都合でできない

その他

特にない

わからない



１．【働き方】求職者支援訓練、高等職業訓練促進給付金（全員）

「求職者支援訓練」について、知っていましたか（全員）。

「求職者支援訓練」を利用したいと思いますか（世帯年収及び自身の年収要件等を満たす987人への質問）。

「高等職業訓練促進給付金」について、知っていましたか（全員）。

「高等職業訓練促進給付金」を利用したいと思いますか（母子（父子）家庭、年収要件等を満たす93人への質問）。

54.8% 20.4% 24.7%

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

利用したい 利用したいと思わない わからない

9.8% 90.2%

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

知っている 知らない

32.3% 29.1% 38.6%

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

利用したい 利用したいと思わない わからない

18.7% 81.3%

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

知っている 知らない

これまで仕事をしていなかった人も2ヶ月～6ヶ月の間、無料で職業訓練を受けることができ、月額10万円の給付を受けられる。

ひとり親世帯の親は、最長4年間、無料で職業訓練を受けることができ、月額10万円の給付を受けられる。

21

求職者支援訓練

高等職業訓練促進給付金
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２．子育て・結婚



43.0%

58.1%

56.3%

38.9%

29.4%

31.8%

9.4%

5.6%

5.6%

2.9%

2.2%

2.0%

5.8%

4.7%

4.3%

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

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

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【2019年12月（感染症拡大前）と比較】

23.5%

6.4%

7.6%

22.2%

11.9%

13.7%

24.6%

27.7%

27.3%

20.2%

37.2%

37.9%

2.3%

3.1%

4.0%

1.5%

1.9%

2.1%

1.9%

2.0%

1.3%

3.7%

9.8%

6.1%

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

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

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）
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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

3.9%

2.3%

2.8%

11.2%

8.5%

10.3%

21.1%

13.2%

13.5%

52.6%

62.3%

61.5%

4.1%

5.2%

4.3%

2.1%

4.2%

3.8%

5.0%

4.3%

3.7%

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

2021年4-5月

2020年12月

2020年5月

＜男性＞

8.7%

2.9%

8.5%

18.4%

8.3%

17.3%

16.2%

10.9%

8.0%

42.6%

62.9%

53.9%

6.7%

6.5%

5.7%

2.7%

5.7%

4.5%

4.7%

2.7%

2.1%

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

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）

＜女性＞
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２．【子育て】家事・育児の役割分担の変化（18歳未満の子を持つ親）

8.5%

6.3%

17.9%

14.4%

10.4%

7.4%

5.0%

5.6%

11.7%

8.1%

0.6%

46.3%

57.5%

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

2020年5-6月

2021年4-5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

＜全体＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

25

5.0%

12.8%

10.8%

24.0%

6.1%

9.7%

4.2%

3.3%

3.3%

3.6%

0.9%

0.7%

69.7%

45.8%

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

通常の働き方を

している夫の回答

テレワークを

している夫の回答

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 妻の役割が増加

妻の役割がやや増加 夫・妻ともに役割が減少 変化は無い

夫の働き方（テレワーク実施）と家事・育児の役割分担の変化（2021年4-5月）
2021年4-5月の働き方別
（夫の回答のみ集計）



２．【子育て】家事・育児に関する役割分担の変化と夫婦関係の変化

9.8%

11.0%

16.3%

23.0%

22.0%

22.5%

40.2%

49.5%

48.0%

12.3%

9.9%

7.8%

6.6%

2.2%

2.6%

8.2%

5.5%

2.6%

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

妻の役割が増加

夫・妻ともに役割が増加

夫の役割が増加

夫妻の関係が良くなった 夫妻の関係がやや良くなった 夫妻の関係は概ね変化無い

夫妻の関係がやや悪くなった 夫妻の関係が悪くなった わからない

家事育児の

役割分担の変化別

夫婦関係の変化

（夫婦間の役割分担が変化した子育て世帯）
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２．【子育て】子どものオンライン教育（小学生・中学生の子を持つ親）

27

①学校の先生
からオンライ
ン授業を受け
ている

②学校の先生
からオンライ
ン上の学習指
導（メール
等）を受けて
いる

③学校から家
庭用のオンラ
イン教材の提
供を受けてい
る

④学校以外の
塾や習い事で
オンライン授
業を受けてい
る

⑤学校以外の
塾や習い事で
オンライン上
の学習指導
（メール等）
を受けている

⑥学校以外の
塾や習い事で
オンライン教
材の提供を受
けている

⑦その他のオ
ンライン教育
を受けている

⑧オンライン
教育を受けて
いない

⑨わからない

2020年5-6月 10.2% 11.1% 15.2% 17.1% 6.4% 9.9% 5.4% 52.5% 2.5%
2020年12月 4.6% 4.5% 5.5% 9.3% 4.6% 5.1% 2.7% 72.3% 3.9%
2021年4-5月 5.2% 5.7% 9.9% 7.4% 3.6% 6.9% 2.4% 67.1% 6.2%

＜全国＞

＜地方圏＞

21.1%

18.4%

33.9%

48.0%

45.3%

69.2%

26.7%

23.8%

45.1%

72.5%

77.4%

63.8%

52.0%

54.7%

29.2%

67.1%

72.3%

52.5%

6.5%

4.3%

2.3%

1.5%

6.2%

3.9%

2.5%

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

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

オンライン教育を受けている オンライン教育を受けていない わからない

＜東京都23区＞



２．【子育て】子どものデジタル端末の活用（１人１台端末を配布された子どもの親）

28

子どもから学校の授
業で活用していると
聞いている

自宅学習に活用し
ており、学習意欲
向上等のプラスの
効果がある

配布されたが、
活用状況は良く
わからない

自宅学習に活用して
いるが、プラスの効
果は感じない

自宅と学校の連
絡用に活用して
いる

小学生 43.9% 22.0% 21.1% 14.7% 10.7%
中学生 46.5% 20.4% 17.6% 17.6% 16.9%
高校生 39.8% 30.7% 12.5% 22.7% 33.0%

43.9%

22.9%

18.9%

16.7%

15.6%

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

子どもから学校の授業で

活用していると聞いている

自宅学習に活用しており、

学習意欲向上等の

プラスの効果がある

配布されたが、

活用状況は良くわからない

自宅学習に活用しているが、

プラスの効果は感じない

自宅と学校の連絡用に

活用している



２．【子育て】男性の育休取得希望（既婚者（20歳代・30歳代）男性）

42.2%

17.1%

8.9%

5.0%

8.4%

18.4%

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

取得しない

１週間未満

１週間～２週間未満

２週間～１ヵ月未満

１ヵ月以上

分からない

１か月以上の育児休暇を取得しない理由

育休取得希望状況
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42.3%

34.0%

33.8%

15.7%

10.9%

10.4%

3.0%

4.5%

5.7%

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

職場に迷惑をかけたくないため

収入が減少してしまうため

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

仕事にブランクができ、自分の能力が低下するため

妻の育児取得により、育児休暇を取得する必要が無い

育児や家事をするのは好きでないため

その他

わからない



２．【子育て】同僚の男性が育休取得することへの抵抗感（雇用者）

＜男女別＞

9.7%

11.6%

7.1%

20.8%

25.1%

14.8%

53.9%

49.0%

61.0%

15.5%

14.4%

17.1%

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

全体

男性

女性

8.1%

10.1%

10.9%

11.0%

7.6%

14.7%

22.7%

24.1%

21.6%

21.8%

60.9%

54.4%

51.3%

50.2%

51.3%

16.4%

12.8%

13.7%

17.1%

19.3%

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

抵抗感が大きい 抵抗感がある 抵抗感はない わからない

＜年代別＞
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２．【子育て】出産前後の就業状況の変化（女性）

31

＜第１子＞

＜第２子＞

（参考）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（2015年）を元に内閣府作成。

※就業状況の変化は、妻の妊娠判明時と子ども1歳時の従業上の地位の変化を見たもの。

（参考）国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」（2015年）を元に内閣府作成。

28.9%

38.3%

42.9%

33.9%

24.0%

23.6%

4.1%

4.2%

2005-2009年

2010-2014年

55.5% 29.3% 14.5%

0.7%

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

2015-2019年度

就業継続 出産退職 妊娠前から無職 わからない

28.2%

32.6%

8.8%

9.1%

60.6%

56.6%

2.4%

1.7%

2005-2009年

2010-2014年

49.3% 8.8% 41.3%

0.5%

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

2015-2019年度

就業継続 出産退職 妊娠前から無職 わからない



２．【結婚】結婚への関心の変化（未婚者）

32

10.3%

10.8%

9.8%

11.6%

11.7%

12.4%

8.8%

7.8%

7.3%

15.4%

17.9%

20.4%

20.6%

22.5%

24.8%

15.4%

15.3%

15.5%

63.6%

60.0%

60.6%

60.9%

56.7%

55.8%

68.4%

68.0%

69.9%

5.1%

3.5%

2.8%

3.4%

4.4%

3.6%

3.5%

3.5%

3.0%

5.6%

7.8%

6.5%

3.6%

4.7%

3.4%

4.0%

5.4%

4.4%

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

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6月

2021年4-5月

2020年12月

2020年5-6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＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



２．【結婚】結婚希望・出会い（未婚者）

8.4%

7.4%

12.2%

11.0%

21.2%

13.9%

18.3%

16.1%

27.0%

11.0%

40.4%

52.7%

36.0%

45.1%

26.3%

15.1%

6.9%

14.3%

6.8%

12.2%

22.2%

14.7%

21.4%

10.0%

29.4%

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

全体

20歳代男性

30歳代男性

20歳代女性

30歳代女性

1年以内に結婚したい ３年以内に結婚したい いずれは結婚したい 一生結婚するつもりはない わからない

33

出会いの数の変化＜感染症拡大前（2019年12月）との比較＞（未婚者で出会いを探している人）

1.9%

4.7% 63.0% 13.1% 17.3%

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

新たな出会いが非常に増加した 新たな出会いが増加した 変化無し 新たな出会いが減少した 新たな出会いが非常に減少した

結婚希望



41.4%

22.9%

22.8%

23.3%

18.9%

2.9%

8.9%

13.1%

5.3%

38.2%

33.4%

20.4%

23.2%

20.8%

3.0%

4.8%

9.2%

5.1%

48.5%

14.9%

25.9%

28.3%

21.1%

3.6%

10.1%

11.6%

5.1%

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

交際相手がいない

まだ必要性を感じない

適当な相手と巡り合っていない

結婚後の資金面が不安

結婚資金不足

相手に結婚の意思がない

その他

特にない

わからない

全体

20歳代

30歳代

２．【結婚】結婚していない理由（未婚者）

32.5%

28.6%

24.2%

13.1%

9.6%

5.6%

11.5%

13.1%

4.8%

31.7%

41.2%

22.5%

17.6%

14.3%

7.0%

8.4%

4.4%

4.3%

41.6%

13.7%

29.8%

12.9%

7.5%

8.6%

13.7%

9.4%

5.5%

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

交際相手がいない

まだ必要性を感じない

適当な相手と巡り合っていない

結婚後の資金面が不安

結婚資金不足

相手に結婚の意思がない

その他

特にない

わからない

全体

20歳代

30歳代

＜男性＞ ＜女性＞

34
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３．地方



３．【地方】地方移住への関心（東京圏在住者）

全年齢 20歳代
＜東京圏＞ ＜東京圏＞

36

2.6%

3.3%

4.2%

4.5%

3.7%

4.8%

5.6%

6.0%

5.5%

8.0%

8.1%

9.7%

7.3%

9.1%

8.7%

10.9%

17.0%

18.9%

19.2%

19.0%

17.0%

18.9%

19.5%

21.2%

26.6%

24.6%

24.1%

30.2%

24.5%

23.1%

22.7%

29.3%

48.4%

45.2%

44.4%

36.7%

47.6%

44.1%

43.5%

32.7%

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

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4-5月

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4-5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

3.5%

4.6%

5.9%

6.2%

0

7.0%

8.1%

8.7%

8.3%

7.8%

10.6%

9.8%

12.7%

0

11.0%

14.5%

12.8%

15.5%

20.8%

24.0%

24.6%

22.0%

0

20.9%

20.3%

25.6%

24.4%

28.3%

23.7%

23.8%

31.6%

0

22.7%

20.3%

18.0%

27.4%

39.7%

37.1%

35.9%

27.4%

0

38.4%

36.6%

34.9%

24.4%

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

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4-5月

2019年12月

2020年5月

2020年12月

2021年4-5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

＜東京都23区＞＜東京都23区＞



28.8%

24.1%

17.3%

17.9%

15.5%

8.4%

9.3%

6.2%

8.8%

3.5%

35.1%

25.4%

22.9%

21.7%

12.2%

9.8%

8.5%

8.0%

7.3%

4.2%

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

現在地の感染症リスクが気になるため

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

感染症を契機に地元に帰りたいと感じたため

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

2020年12月 2021年4-5月

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）

※「特にない」と回答した人の割合は
前回は20.0％、今回は9.5% 37



３.【地方】地方移住に向けた行動（東京圏在住で地方移住に関心がある人）

38

＜行動の具体的な内容＞

※直近半年以内の行動を質問

＜地方移住に関心がある人のうち、地方移住に向けた行動をとった人の割合＞

移住先での
住宅情報を
調べた

移住先での
就職情報を
調べた

移住に向けて
家族と具体的な
相談をした

移住先の
学校情報を
調べた

移住のための
相談窓口を
利用した

移住先を決定し、
具体的な引っ越し

予定がある

引越資金集め
を始めた

全体（2020年12月） 13.1% 7.0% 4.9% 3.1% 2.7% 2.6% 2.3%
全体（2021年4-５月） 11.2% 8.8% 3.1% 3.5% 1.1% 2.3% 1.9%
20歳代（2020年12月） 13.9% 11.8% 5.7% 5.4% 6.1% 3.2% 3.2%
20歳代（2021年4-５月） 10.2% 11.4% 2.7% 5.3% 1.5% 2.7% 2.7%

<30歳代>

<20歳代>

<40歳代>

<50歳代>

<60歳代以上>

<全体>

27.2%

22.9%

37.9%

28.4%

32.2%

25.8%

22.0%

16.3%

19.0%

16.5%

19.7%

24.4%

72.8%

77.1%

62.1%

71.6%

67.8%

74.2%

78.0%

83.7%

81.0%

83.5%

80.3%

75.6%

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

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

具体的に行動している 具体的に行動していない



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）

39

46.2%

24.6%

27.5%

18.9%

21.4%

13.1%

2.2%

11.6%

14.1%

2.8%

49.2%

25.6%

25.4%

19.2%

17.7%

13.8%

2.4%

13.0%

8.5%

2.9%

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

仕事や収入

人間関係や地域コミュニティ

買物や公共交通等の利便性

医療・福祉施設

移住賃金の不足

子育て・教育環境

その他

まだ具体的に検討していない

特にない

わからない

2020年12月 2021年4-5月



３．【地方】「転職なき移住」への関心（東京圏の就業者）

40

＜東京圏＞

＜東京都23区＞

転職なき移住： 地方に移住し、地方に住みながら、テレワークで現在と同じ仕事を継続することとして質問

2.6%

3.9%

4.2%

7.6%

9.3%

7.5%

17.0%

18.6%

19.3%

54.4%

49.0%

51.6%

18.3%

19.3%

17.4%

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

全体

20歳代

30歳代

2.4%

4.3%

4.0%

8.5%

13.7%

11.2%

20.7%

23.1%

26.4%

47.6%

35.0%

38.4%

20.7%

23.9%

20.0%

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

全体

20歳代

30歳代

すぐにでも「転職なき移住」

をしたい

関心がある やや関心がある 現在の仕事でテレワークでの

仕事は困難で、興味はない

テレワークで仕事は可能だが

興味はない



３．【地方】二地域居住や多拠点居住への関心（東京圏の就業者）

41

二地域居住や多拠点居住： 地方の別荘やシェアハウスで定期的に暮らす（１年間の１ヵ月以上を地方で暮らす）こととして質問

＜東京圏＞

＜東京都23区＞

1.4%

2.7%

1.3%

7.6%

10.0%

7.0%

23.7%

24.0%

26.4%

67.3%

63.3%

65.3%

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

全体

20歳代

30歳代

1.5%

2.6%

0.8%

8.7%

12.0%

9.6%

26.6%

25.6%

32.0%

63.3%

59.8%

57.6%

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

全体

20歳代

30歳代

すぐにでも「二地域居住」や「多拠点居住」をしたい 関心がある やや関心がある 関心は無い



42

４．その他



４．【その他】学習意欲の変化（高校生・大学生等の学生）

43

＜全国＞

＜地方圏＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

＜東京都23区＞

8.1%

11.5%

12.5%

19.6%

7.5%

9.7%

24.0%

25.8%

27.8%

33.3%

23.9%

23.0%

36.5%

39.2%

30.6%

37.3%

36.9%

44.0%

17.9%

11.4%

19.4%

5.9%

16.8%

11.3%

10.7%

7.2%

9.7%

3.9%

11.6%

7.5%

2.8%

5.0%

3.3%

4.4%

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

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

高まった やや高まった 概ね変化無い やや低下した 低下した わからない



４．【その他】学習時間の変化（高校生・大学生等の学生）

44

＜高校生＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問

8.2%

5.6%

6.0%

5.9%

4.4%

4.7%

7.0%

8.7%

1.2%

9.6%

11.9%

11.4%

16.1%

21.1%

26.5%

25.3%

27.6%

28.7%

12.0%

28.0%

25.3%

15.5%

16.4%

21.0%

12.3%

15.5%

10.8%

15.2%

13.4%

11.0%

17.7%

7.5%

6.0%

13.3%

14.6%

10.2%

19.6%

5.0%

7.2%

11.3%

7.6%

5.6%

7.0%

8.7%

16.9%

4.0%

4.1%

7.4%

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

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5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） わからない

＜大学生・大学院生＞



4.3%

7.0%

5.7%

1.3%

2.0%

0.9%

1.9%

2.6%

4.7%

8.6%

3.2%

6.4%

10.1%

9.4%

12.3%

14.3%

13.8%

6.7%

6.9%

9.8%

5.5%

7.1%

8.2%

16.4%

16.7%

18.4%

14.8%

18.3%

15.1%

62.3%

57.4%

55.9%

62.7%

63.9%

56.9%

64.7%

63.6%

57.8%

56.6%

56.3%

57.9%

63.8%

53.3%

53.5%

7.6%

8.2%

9.9%

18.7%

16.7%

25.5%

14.4%

14.6%

19.0%

6.6%

5.7%

5.3%

3.3%

4.8%

6.0%

13.5%

13.0%

14.7%

10.7%

12.5%

5.9%

14.4%

12.7%

12.5%

15.6%

12.7%

15.3%

11.7%

13.6%

16.0%

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

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

2020年5-6月

2020年12月

2021年4-5月

地方（都市部以外）での就職志向が高まった 地方都市での就職志向が高まった 変わらない 東京圏での就職志向が高まった わからない

４．【その他】将来の進路希望の変化(高校生・大学生等の学生)

45

＜全国＞

＜東京圏＞

＜地方圏＞

＜大阪・名古屋圏＞

＜東京都23区＞

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



４．【その他】 GWの過ごし方（全員）

46

2.0%

3.8%

3.2%

1.1%

0.7%

1.0%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

大人数（5人以上）で会食する

2.6%

6.2%

3.0%

1.4%

1.2%

0.9%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

普段はあまり会わない友人と会う

4.7%

10.0%

6.7%

3.2%

2.3%

1.1%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

遠方の実家へ帰省する

4.2%

7.8%

5.3%

2.8%

3.0%

2.0%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

居住している都道府県以外へ旅行する



４．【その他】コロナ疲れ（全員）

47

33.7%

41.3%

37.6%

34.0%

31.1%

26.0%

37.9%

33.5%

35.9%

37.4%

38.3%

44.0%

17.4%

14.5%

15.8%

16.8%

19.0%

20.1%

8.4%

7.4%

7.6%

9.2%

9.2%

8.9%

2.5%

3.4%

3.1%

2.5%

2.4%

1.1%

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

感じる やや感じる あまり感じない 感じない わからない



48

56.9%

35.5%

25.3%

23.1%

22.1%

21.7%

10.2%

4.9%

2.4%

1.0%

3.3%

14.3%

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

感染者数の増加

病床のひっ迫

医療関係者からの呼びかけ

死亡者数の増加

地方自治体の呼びかけ

政府の呼びかけ

知人がコロナに感染した時

著名人のコロナ感染のニュース

著名人からの呼びかけ

Cocoaで感染者との接触が

分かった時

その他

呼びかけや情報からコロナ対策を

強化したことは無い

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代
60歳代
以上

感染者数の増加 46.5% 51.5% 57.1% 59.2% 68.6%

病床のひっ迫 25.8% 31.7% 35.6% 38.5% 46.4%

医療関係者の呼びか
け 23.4% 22.6% 24.5% 24.7% 30.4%

死亡者数の増加 17.9% 21.3% 24.0% 25.3% 27.3%

自治体の呼びかけ 17.4% 20.5% 21.4% 24.0% 26.9%

政府の呼びかけ 21.5% 22.7% 21.5% 22.2% 20.4%

知人のコロナ感染 14.6% 11.7% 10.0% 8.4% 6.6%

著名人のコロナ感染 5.8% 5.3% 4.2% 5.0% 4.0%

著名人の呼びかけ 4.5% 2.5% 1.7% 1.6% 0.9%

Cocoaの接触情報 1.2% 1.5% 0.7% 0.6% 0.9%

その他 3.5% 3.4% 3.8% 4.2% 1.9%

呼びかけや情報からコロナ
対策を強化したことは無い 18.1% 17.5% 14.3% 12.9% 9.4%

４．【その他】自身のコロナ対策のきっかけとして重視する情報等（全員）

＜全年齢計＞



４. 【その他】コロナ対策で重視する情報媒体（全員）

49

52.3%

37.1%

21.3%

21.2%

19.7%

17.2%

13.3%

4.3%

5.0%

11.6%

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

民放（テレビ）

ＮＨＫ（テレビ）

新聞

ＳＮＳ

地方自治体のホームページ

勤務先、地域等の広報・情報提供

政府（国）のホームページ

ラジオ

その他

重視している情報媒体は無い



４．【その他】新たな挑戦・取組（全員）

28.4%

16.0%

11.7%

8.8%

13.2%

4.7%

38.8%

9.2%

15.6%

10.3%

10.0%

8.0%

9.8%

3.6%

46.1%

14.9%

14.4%

10.1%

9.4%

8.0%

8.0%

3.3%

49.7%

13.4%

0% 20% 40% 60%

今までやれなかった日常生活に

関わること（家の修繕等）に新

たに取り組んだ

本格的な趣味（芸術、料理等）

に新たに挑戦した

教育・学習（新しい分野、技

術、語学等）に新たに取り組ん

だ

ビジネス関係の勉強（資格取

得、スキルアップ、転職情報収

集等）に新たに取り組んだ

オンラインでの発信（YouTube

等）、オンラインでの交流

（Zoom等）に新たに挑戦した

ビジネス（起業、副業、新商品

開発等）に新たに挑戦した

特に挑戦したり、取り組んだり

したことはない

わからない

2020年5-6月 2020年12月 2021年4-5月

52.0%

67.1%

56.8%

48.5%

44.0%

40.3%

39.0%

53.4%

44.4%

37.1%

32.6%

27.5%

36.9%

50.5%

41.2%

35.0%

28.3%

27.9%

0% 20% 40% 60% 80%

全体

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

2020年5-6月 2020年12月 2021年4-5月
50

何らかの挑戦・取組をしたと
回答した者の割合（年代別）

挑戦・取組の項目別
回答割合（全体）



４．【その他】 不安の増加（全員）

32.7%

29.8%

28.0%

21.0%

15.3%

12.4%

10.2%

9.5%

7.7%

17.8%

6.2%

7.7%

32.4%

27.2%

26.7%

19.9%

15.4%

11.4%

9.8%

8.7%

7.3%

18.9%

6.8%

7.0%

0% 20% 40%

健康

将来全般

生活の維持、収入

仕事

人間関係、社会との交流

親などの生活の維持、支援

子どもの育児、教育

地球環境、地球規模の課題

結婚、家庭

不安はあるが増してはいない

不安は感じていない

わからない

2020年12月 2021年4-5月 51

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



４．【その他】不安の増加（全員）

52

（回答者数/回答対象者数） 全体 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

健康 32.4% 22.9% 21.5% 26.5% 30.7% 36.1% 43.7% 49.8%

将来全般 27.2% 31.1% 23.2% 21.8% 24.0% 30.7% 32.5% 35.4%

生活の維持、収入 26.7% 16.7% 27.3% 29.4% 34.5% 29.4% 20.0% 14.4%

仕事 19.9% 16.0% 27.6% 24.8% 24.6% 20.0% 9.2% 2.8%

人間関係、社会との交流 15.4% 24.9% 18.7% 15.5% 13.3% 12.0% 14.1% 17.3%

親などの生活の維持、支援 11.4% 7.5% 8.8% 11.9% 16.2% 16.0% 9.1% 3.4%

地球環境、地球規模の課題 8.7% 7.8% 4.5% 5.1% 7.4% 7.9% 15.0% 18.8%

子どもの育児、教育 9.8% 3.1% 8.0% 22.4% 16.1% 6.2% 1.6% 1.1%

結婚、家庭 7.3% 6.8% 16.8% 11.9% 6.3% 2.2% 0.5% 0.2%

不安はあるが増してはいない 18.9% 15.7% 16.8% 16.4% 18.4% 19.1% 23.3% 22.4%

不安はない 6.8% 6.8% 6.9% 5.8% 7.0% 8.0% 6.8% 6.0%

わからない 7.0% 13.7% 9.7% 9.0% 6.7% 5.5% 4.0% 3.3%

※2019年12月（感染症拡大前）からの変化を質問



４．【その他】社会の変化等（全員）

質問 自分自身の暮らしのデジタル化が進んでいると感じますか。
※＋５点 ～ －５点までの１１段階評価で回答。「非常に良化している」が＋５点、「現状維持」が０点、

「非常に悪化している」を－５点としている。以下の質問も回答の選択肢は同じ。

質問 地域のつながりや助け合いが広がっていると感じますか。

質問 職場・地域・行政等の変化が進んでいると感じますか。

質問 地域環境問題などの国際的課題への取組が広がっていると感じますか。

11.7%

9.7%

22.0%

20.8%

52.3%

54.2%

7.8%

8.1%

6.2%

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
5～3(良化) 2～1(やや良化) 0(現状維持) -1～ -2(やや悪化) -3～-5(悪化)

2.9%

1.4%

5.6%

4.4%

62.4%

62.9%

14.7%

15.8%

14.5%

15.5%

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

5.5%

3.3%

15.1%

13.4%

50.5%

53.3%

15.8%

15.8%

13.1%

14.3%

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

3.7%

2.6%

10.6%

11.0%

56.5%

56.5%

15.5%

15.8%

13.7%

14.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月

2020年12月

2021年4-5月



４．【その他】生活全体の満足度（全員） ※ 「非常に満足している」を10点、「全く満足していない」を0点

5.7 5.6 5.7

0

1

2

3

4

5

6

7

全体 男性 女性

5.4 5.5 5.3 5.5

6.3 

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

【今回調査（2021年4-5月）】

【前回調査（2020年12月）】

5.2 5.2 5.1 

0

1

2

3

4

5

6

7

全体 男性 女性

4.9 5.1 4.9 5.1 
5.6 

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
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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 ：10,128
（うち第２回調査の回答者数： 7,371）

〇調査期間：4月30日（金）～5月11日（火）

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×844人＝10,128）
※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】6,788人 【子育て世帯 】2,065人 ※子供が18歳未満 【学 生】740人

＜就業者の内訳＞

正規雇用 4,224

非正規雇用 1,747

会社などの役員 182

自営業（手伝いを含む） 509

内職・在宅ワーク 61

休業中 65

合計 6,788

＜学生の内訳＞

高校生 83

大学生、大学院生 571

その他（専門学生等） 86

合計 740

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 1,152 1,104 2,400 1,776 1,632 912 1,152 10,128 

うち継続 836 852 1,715 1,329 1,207 625 807 7,371

※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2回調査について

第1回調査：5月25日（月）～6月5日（金）

第2回調査：12月11日（金）～12月17日（木）

※調査方法、回収数（割当）は共通

＜子育て世帯の内訳＞

１０～２０歳代 216

３０歳代 812

４０歳代 786

５０歳代 231

６０歳代以上 20

合計 2,065
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