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13．情報の入手先 

問23 情報の入手先・経年比較（前回：問22） 

新型コロナウイルス感染症に関する情報については、「民放キー局のテレビ」が54.8％と最も高

く、次いで「NHKのテレビ」が46.2％、「新聞（オンライン新聞、新聞社がソーシャルメディアで発

信する情報を含む）」が31.4％であった。 

令和２年度の調査と比較すると、「ネットやソーシャルメディアのニュース（ソーシャルメディ

アを運営する企業が提供するものも含む）」が15.4％低くなっており、令和３年度と比較すると、

「NHKのテレビ」が8.8％、「民放キー局のテレビ」が7.4％低くなった。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答） 

 

 
  

n=

NHKのテレビ 民法キー局のテ

レビ

地元放送局のテ

レビ

ラジオ 新聞（オンライ

ン新聞、新聞社

がソーシャルメ

ディアで発信する

情報を含む）

本、雑誌 公的機関（国・

自治体・保健所

など）のホーム

ページや広報紙

（公的機関が

ソーシャルメディア

で発信する情報

を含む）

専門家や医療

従事者による

ソーシャルメディア

への発信

新聞社、公的

機関、専門家や

医療従事者以

外によるソーシャ

ルメディアへの発

信

ネットやソーシャ

ルメディアのニュー

ス（ソーシャルメ

ディアを運営する

企業が提供する

ものも含む）

家族や友人、同

僚など

その他　具体的

に：

特に情報は入

手していない

■ 令和２年度 10981 56.2 66.8 19.0 10.7 37.0 3.8 22.3 7.8 6.9 39.6 24.7 0.2 6.4

■ 令和３年度 8322 55.0 62.2 27.1 11.7 37.6 4.6 36.6 17.0 12.1 26.4 25.9 0.2 9.2

■ 令和４年度 10812 46.2 54.8 24.0 9.8 31.4 4.4 30.5 13.3 10.1 24.2 23.4 0.3 15.3

56.2

66.8

19.0

10.7

37.0

3.8

22.3

7.8 6.9

39.6

24.7

0.2

6.4

55.0

62.2

27.1

11.7

37.6

4.6

36.6

17.0

12.1

26.4 25.9

0.2

9.2

46.2

54.8

24.0

9.8

31.4

4.4

30.5

13.3
10.1

24.2 23.4

0.3

15.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

令和２年度 令和３年度 令和４年度

(%)
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問23 情報の入手先・性年代別（前回：問22） 

新型コロナウイルス感染症に関する情報の入手先を性年代別にみると、「NHKのテレビ」や「新聞

（オンライン新聞、新聞社が（ソーシャルメディアで発信する情報を含む）」の割合は、年代が上が

るにつれて高くなる傾向にあり、70歳以上では男性、女性ともに７割以上が「NHKのテレビ」から情

報を得ている。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答） 

 

 
 

  

n=

NHKのテレビ 民法キー局のテ

レビ

地元放送局のテ

レビ

ラジオ 新聞（オンライ

ン新聞、新聞社

がソーシャルメ

ディアで発信する

情報を含む）

本、雑誌 公的機関（国・

自治体・保健所

など）のホーム

ページや広報紙

（公的機関が

ソーシャルメディア

で発信する情報

を含む）

専門家や医療

従事者による

ソーシャルメディア

への発信

新聞社、公的

機関、専門家や

医療従事者以

外によるソーシャ

ルメディアへの発

信

ネットやソーシャ

ルメディアのニュー

ス（ソーシャルメ

ディアを運営する

企業が提供する

ものも含む）

家族や友人、同

僚など

その他　具体的

に：

特に情報は入

手していない

TOTAL 10812 46.2 54.8 24.0 9.8 31.4 4.4 30.5 13.3 10.1 24.2 23.4 0.3 15.3

男性（計） 5376 47.5 52.8 22.5 11.5 33.6 4.7 31.3 13.5 11.7 24.1 17.1 0.3 16.9

男性15-19歳 300 25.7 29.0 16.0 5.7 13.0 3.0 18.7 8.0 6.0 28.0 19.3 1.0 34.3

男性20-29歳 591 23.7 34.5 14.7 6.8 11.7 5.1 19.3 10.5 8.5 23.7 15.6 0.0 36.9

男性30-39歳 672 31.1 39.4 17.4 9.8 12.8 5.1 19.8 9.7 7.6 25.7 14.6 0.1 30.7

男性40-49歳 891 38.5 51.5 18.1 9.2 23.9 3.7 24.9 9.7 6.7 28.5 18.5 0.2 18.3

男性50-59歳 794 47.0 58.7 24.8 13.5 31.2 5.5 27.8 10.1 9.6 23.8 15.2 0.1 12.0

男性60-69歳 798 56.1 64.3 27.2 14.2 41.7 5.0 37.5 14.8 12.2 22.6 17.0 0.9 8.5

男性70歳以上 1330 72.3 63.6 28.9 14.6 61.7 4.8 47.8 21.7 20.9 20.5 18.6 0.2 4.1

女性（計） 5401 45.0 56.9 25.6 8.2 29.2 4.1 29.8 13.1 8.5 24.2 29.6 0.3 13.7

女性15-19歳 292 24.0 26.0 20.5 4.5 9.2 1.7 11.6 7.9 5.5 24.7 20.9 0.0 28.8

女性20-29歳 618 18.3 36.1 18.1 2.8 8.3 2.6 11.8 7.9 5.7 24.8 22.8 0.3 33.3

女性30-39歳 704 23.9 47.6 22.6 3.4 8.4 3.0 22.0 11.2 5.7 27.0 27.0 0.1 22.3

女性40-49歳 892 36.2 56.2 23.5 4.6 17.5 2.8 28.5 11.1 7.2 28.7 27.0 0.1 14.8

女性50-59歳 791 45.1 63.7 28.6 9.6 30.3 3.5 33.1 12.8 7.3 27.1 32.9 0.5 9.7

女性60-69歳 788 58.1 68.7 30.2 10.3 40.0 5.8 34.6 14.0 8.5 23.0 27.0 0.1 4.9

女性70歳以上 1316 71.5 67.7 28.6 14.4 55.5 6.1 42.6 18.8 13.8 18.5 37.6 0.7 3.4

46.2

54.8

24.0

9.8

31.4

4.4

30.5
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0.3
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問23 情報の入手先・悩みや心配事を聞いてくれる人の有無別（前回：問22） 

新型コロナウイルス感染症に関する情報の入手先を悩みや心配事を聞いてくれる人の有無（問19）

別にみると、「民放キー局のテレビ」が［悩みや心配事を聞いてくれる人がいる］で60.3％だが、［あ

てはまる人は特にいない］43.2％、［悩みや心配事は特にない］では31.8％と、17ポイント以上の差

がある。 

 また、「家族や友人、同僚など」でも［悩みや心配事を聞いてくれる人がいる］が29.1％であっ

たが、［あてはまる人は特にいない］7.2％、［悩みや心配事は特にない］では5.8％と、22ポイン

ト以上の差があった。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症に関する情報をどこから得ていますか。（複数回答） 

 

 
※「悩みや心配事を聞いてくれる人がいる」は、問19で「あてはまる人は特にいない」または「悩みや心配事は特にない」以外

を回答した人を指す。 

  

n=

NHKのテレビ 民法キー局のテ

レビ

地元放送局のテ

レビ

ラジオ 新聞（オンライ

ン新聞、新聞社

がソーシャルメ

ディアで発信する

情報を含む）

本、雑誌 公的機関（国・

自治体・保健所

など）のホーム

ページや広報紙

（公的機関が

ソーシャルメディア

で発信する情報

を含む）

専門家や医療

従事者による

ソーシャルメディア

への発信

新聞社、公的

機関、専門家や

医療従事者以

外によるソーシャ

ルメディアへの発

信

ネットやソーシャ

ルメディアのニュー

ス（ソーシャルメ

ディアを運営する

企業が提供する

ものも含む）

家族や友人、同

僚など

その他　具体的

に：

特に情報は入

手していない

TOTAL 10812 46.2 54.8 24.0 9.8 31.4 4.4 30.5 13.3 10.1 24.2 23.4 0.3 15.3

悩みや心配事を聞いてくれる人がいる 8036 51.2 60.3 27.0 11.0 35.1 5.0 34.6 15.4 11.7 26.4 29.1 0.4 8.2

あてはまる人は特にいない 1732 33.9 43.2 17.4 6.9 20.1 3.0 20.4 8.5 6.1 20.7 7.2 0.2 29.7

悩みや心配事は特にない 1044 27.5 31.8 12.5 5.7 21.4 1.7 16.2 5.3 4.7 12.4 5.8 0.0 46.5

46.2
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24.0
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14．感染症予防のために行っていること 

問24 予防・経年比較（前回：問23） 

感染予防のために行っていることをみると、［①手洗い、手指消毒］、［②咳エチケット］、［④マス

ク着用］が３か年とも90％を超えている。 

また、［⑧外出を控える］は、「令和２年度」に79.7％であったが、「令和３年度」73.6％、「令和

４年度」60.4％と、３か年で19.3ポイント低下している。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症の予防のために次のようなことをしていますか。（単数回答） 

 

 

 

  

① 手洗い、手指消毒 96.6 96.4 94.3

② 咳エチケット 96.5 96.9 95.2

③ 外出時に人との間隔を

　　できるだけあける
92.8 93.1 88.5

④ マスク着用 97.3 98.4 97.1

⑤ 換気をこまめに行う 78.1 77.9 76.5

⑥ 検温を行う 60.4 69.9 65.1

⑦「3密（密閉・密集・密接）」を避ける 93.8 93.7 88.2

⑧ 外出を控える 79.7 73.6 60.4

■

令和４年度

■

令和３年度

■

令和２年度

96.6

96.5

92.8

97.3

78.1

60.4

93.8

79.7

96.4

96.9

93.1

98.4

77.9

69.9

93.7

73.6

94.3

95.2

88.5

97.1

76.5

65.1

88.2

60.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

令和２年度(n=10981)

令和３年度(n=8322)

令和４年度(n=10812)

(%)



 

203 

問24 予防・性年代別（前回：問23） 

令和４年度の感染予防のために行っていることを性年代別にみると、年代が上がるにつれて、多

くの項目で感染予防を行っている「はい」の割合が高くなっている。[マスク着用]、[咳エチケッ

ト]は、男性20歳代では［はい］の割合が９割未満となっており、他の性年代よりも低くなってい

る。 

また、「外出を控える」では、男性（計）で56.1％、女性（計）64.7％で女性の割合が高く、特に

女性60歳代70.1％、女性70歳以上75.5％では７割を超えている。 

あなたは、新型コロナウイルス感染症の予防のために次のようなことをしていますか。（単数回答） 

  

（%） （%）

n= はい いいえ n= はい いいえ

TOTAL 10812 94.3 5.7 TOTAL 10812 76.5 23.5

男性（計） 5376 91.9 8.1 男性（計） 5376 72.3 27.7

男性15-19歳 300 88.7 11.3 男性15-19歳 300 66.7 33.3

男性20-29歳 591 84.4 15.6 男性20-29歳 591 68.2 31.8

男性30-39歳 672 89.4 10.6 男性30-39歳 672 69.9 30.1

男性40-49歳 891 93.5 6.5 男性40-49歳 891 73.0 27.0

男性50-59歳 794 91.3 8.7 男性50-59歳 794 70.7 29.3

男性60-69歳 798 93.6 6.4 男性60-69歳 798 74.4 25.6

男性70歳以上 1330 95.6 4.4 男性70歳以上 1330 76.0 24.0

女性（計） 5401 96.6 3.4 女性（計） 5401 80.8 19.2

女性15-19歳 292 88.0 12.0 女性15-19歳 292 64.7 35.3

女性20-29歳 618 91.3 8.7 女性20-29歳 618 71.2 28.8

女性30-39歳 704 95.7 4.3 女性30-39歳 704 79.0 21.0

女性40-49歳 892 97.5 2.5 女性40-49歳 892 80.3 19.7

女性50-59歳 791 97.9 2.1 女性50-59歳 791 81.0 19.0

女性60-69歳 788 98.5 1.5 女性60-69歳 788 84.9 15.1

女性70歳以上 1316 99.1 0.9 女性70歳以上 1316 87.5 12.5

TOTAL 10812 95.2 4.8 TOTAL 10812 65.7 34.3

男性（計） 5376 93.0 7.0 男性（計） 5376 62.5 37.5

男性15-19歳 300 91.0 9.0 男性15-19歳 300 66.3 33.7

男性20-29歳 591 84.6 15.4 男性20-29歳 591 56.2 43.8

男性30-39歳 672 88.5 11.5 男性30-39歳 672 60.7 39.3

男性40-49歳 891 94.1 5.9 男性40-49歳 891 62.2 37.8

男性50-59歳 794 94.0 6.0 男性50-59歳 794 59.2 40.8

男性60-69歳 798 95.7 4.3 男性60-69歳 798 63.8 36.2

男性70歳以上 1330 96.5 3.5 男性70歳以上 1330 66.7 33.3

女性（計） 5401 97.5 2.5 女性（計） 5401 68.9 31.1

女性15-19歳 292 93.2 6.8 女性15-19歳 292 66.8 33.2

女性20-29歳 618 93.4 6.6 女性20-29歳 618 68.4 31.6

女性30-39歳 704 97.0 3.0 女性30-39歳 704 72.9 27.1

女性40-49歳 892 97.3 2.7 女性40-49歳 892 69.8 30.2

女性50-59歳 791 98.2 1.8 女性50-59歳 791 66.2 33.8

女性60-69歳 788 99.0 1.0 女性60-69歳 788 65.7 34.3

女性70歳以上 1316 99.5 0.5 女性70歳以上 1316 70.3 29.7

TOTAL 10812 88.5 11.5 TOTAL 10812 88.2 11.8

男性（計） 5376 85.4 14.6 男性（計） 5376 85.9 14.1

男性15-19歳 300 74.7 25.3 男性15-19歳 300 74.3 25.7

男性20-29歳 591 71.6 28.4 男性20-29歳 591 73.1 26.9

男性30-39歳 672 74.0 26.0 男性30-39歳 672 76.3 23.7

男性40-49歳 891 86.4 13.6 男性40-49歳 891 84.4 15.6

男性50-59歳 794 86.6 13.4 男性50-59歳 794 85.6 14.4

男性60-69歳 798 92.2 7.8 男性60-69歳 798 93.4 6.6

男性70歳以上 1330 94.3 5.7 男性70歳以上 1330 95.8 4.2

女性（計） 5401 91.5 8.5 女性（計） 5401 90.5 9.5

女性15-19歳 292 75.3 24.7 女性15-19歳 292 71.9 28.1

女性20-29歳 618 81.6 18.4 女性20-29歳 618 80.6 19.4

女性30-39歳 704 88.9 11.1 女性30-39歳 704 86.1 13.9

女性40-49歳 892 92.7 7.3 女性40-49歳 892 92.0 8.0

女性50-59歳 791 94.1 5.9 女性50-59歳 791 92.0 8.0

女性60-69歳 788 95.7 4.3 女性60-69歳 788 95.2 4.8

女性70歳以上 1316 96.4 3.6 女性70歳以上 1316 96.7 3.3

TOTAL 10812 97.1 2.9 TOTAL 10812 60.4 39.6

男性（計） 5376 95.7 4.3 男性（計） 5376 56.1 43.9

男性15-19歳 300 95.3 4.7 男性15-19歳 300 50.7 49.3

男性20-29歳 591 88.2 11.8 男性20-29歳 591 54.3 45.7

男性30-39歳 672 91.4 8.6 男性30-39歳 672 51.6 48.4

男性40-49歳 891 96.7 3.3 男性40-49歳 891 50.8 49.2

男性50-59歳 794 96.6 3.4 男性50-59歳 794 50.6 49.4

男性60-69歳 798 98.4 1.6 男性60-69歳 798 58.9 41.1

男性70歳以上 1330 98.4 1.6 男性70歳以上 1330 65.5 34.5

女性（計） 5401 98.6 1.4 女性（計） 5401 64.7 35.3

女性15-19歳 292 96.2 3.8 女性15-19歳 292 53.4 46.6

女性20-29歳 618 95.1 4.9 女性20-29歳 618 57.6 42.4

女性30-39歳 704 99.0 1.0 女性30-39歳 704 56.4 43.6

女性40-49歳 892 98.5 1.5 女性40-49歳 892 62.6 37.4

女性50-59歳 791 99.4 0.6 女性50-59歳 791 60.7 39.3

女性60-69歳 788 99.4 0.6 女性60-69歳 788 70.1 29.9

女性70歳以上 1316 99.5 0.5 女性70歳以上 1316 75.5 24.5

外出を控える

換気をこまめ

に行う

検温を行う

「3密（密

閉・密集・密

接）」を避け

る

手洗い、手指

消毒

外出時に人と

の間隔をでき

るだけあける

咳エチケット

（咳・くしゃみ

をする際に、マ

スクやティッ

シュ・ハンカ

チ、袖を使っ

て、口や鼻を

おさえる）

マスク着用
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問24 予防・自身の感染経験別（前回：問23） 

感染予防のために行っていることを自身の感染経験（問７）別にみると、［感染あり］も［感染な

し］も、感染予防として「①手洗い、手指消毒」、「②咳エチケット」、「④マスク着用」をする人が

９割を超えている。 

また、「③外出時に人との間隔をできるだけあける」では、［感染あり］で83.3％、［感染なし］で

89.9％となっており、6.6ポイントの差であった。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症の予防のために次のようなことをしていますか。（単数回答） 

 

 

  

94.3 ① 手洗い、手指消毒 94.9

95.2 ② 咳エチケット 95.7

83.3
③ 外出時に人との間隔

をできるだけあける
89.9

96.3 ④ マスク着用 97.7

76.7 ⑤ 換気をこまめに行う 76.8

68.8 ⑥ 検温を行う 65.4

83.7
⑦「3密（密閉・密集・

密接）」を避ける
89.4

54.9 ⑧ 外出を控える 61.5

■

感染なし

■

感染あり

94.9

95.7

89.9

97.7

76.8

65.4

89.4

61.5

0.0 50.0 100.0

感染なし(n=9046) (%)

94.3

95.2

83.3

96.3

76.7

68.8

83.7

54.9

0.050.0100.0

感染あり(n=1600)
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問24 予防（過去１年程度での感染経験別）・経年比較（前回：問23） 

感染予防のために行っていることを令和３年度から令和４年度の過去１年程度に絞った感染経

験別にみると、「⑦「３密（密閉・密集・密接）」を避ける」、「⑧外出を控える」では、令和３年度

時点から[感染あり]のほうが[感染なし]よりも３ポイント程度低くなっており、令和４年度にかけ

て[感染あり]、[感染なし]ともに低下している。 

一方、「⑥検温を行う」では、いずれの年度においても[感染あり]のほうが[感染なし]よりも高く

なっている。 

 

あなたは、新型コロナウイルス感染症の予防のために次のようなことをしていますか。（単数回答） 

 

 

※問７において、自身の感染が令和３年度は「ない」と回答し、令和４年度は「あった」または「ない」と回答した継続回答者。 

 

  

95.3 96.2 ① 手洗い、手指消毒 96.9 95.5

96.5 96.5 ② 咳エチケット 97.5 96.3

87.4 90.9
③ 外出時に人との間隔

をできるだけあける
94.2 91.7

97.9 98.4 ④ マスク着用 99.1 98.1

78.7 77.8 ⑤ 換気をこまめに行う 78.0 77.4

69.6 72.5 ⑥ 検温を行う 69.2 65.0

87.9 91.8
⑦「3密（密閉・密集・

密接）」を避ける
94.7 91.4

56.4 70.6 ⑧ 外出を控える 74.0 62.5

■

令和４年度

■

令和３年度

■

令和３年度

■

令和４年度

96.9

97.5

94.2

99.1

78.0

69.2

94.7

74.0

95.5

96.3

91.7

98.1

77.4

65.0

91.4

62.5

0.0 50.0 100.0

令和３年度(n=5695)

令和４年度(n=5695)
(%)

96.2

96.5

90.9

98.4

77.8

72.5

91.8

70.6

95.3

96.5

87.4

97.9

78.7

69.6

87.9

56.4

0.050.0100.0

令和３年度(n=770)

令和４年度(n=770)

←感染あり 感染なし→
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15．感染症予防のために勤め先が行っている取組 

問25 勤め先の取組・経年比較（前回：問24） 

勤め先において新型コロナウイルス感染症予防のためにしていることを経年でみると、①～⑤い

ずれも経年では低下傾向がみられ、［④対面での打ち合わせ時はマスクの着用や換気を行う］は令

和２年度76.4％、令和３年度79.8％で７割を超えていたが、令和４年度には31.2％まで低下してい

る。 

また、［⑤自宅待機］も、令和２年度26.0％、令和３年度20.2％から、令和４年度には5.1％に低

下しており、［③会議はオンラインでも行う］では、令和２年度34.9％、令和３年度37.4％から、令

和４年度に21.1％へと低下している。 

 

【問2で「家事をしている（専業主婦・主夫）」「通学している(学生)」「無職」 

「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した方以外】 

あなた、またはあなたの勤め先では、新型コロナウイルス感染症の予防のために 

次のようなことをしていますか。 

※勤め先での取組については、あなたが実施しているか否かに関わらず、 

勤め先の制度の有無についてお答えください。（複数回答） 

 

 
※令和４年度には「メタバース勤務」についても聴取しているが、サンプル数が少数である（n=25）ため表示していない。 

  

① 在宅勤務（テレワーク） 28.1 25.3 21.0

② 時差出勤やローテンション勤務 24.3 19.0 10.0

③ 会議はオンラインでも行う 34.9 37.4 21.1

④ 対面での打ち合わせ時は

　  マスクの着用や換気を行う
76.4 79.8 31.2

⑤ 自宅待機 26.0 20.2 5.1

■

令和４年度

■

令和３年度

■

令和２年度

28.1

24.3

34.9

76.4

26.0

25.3

19.0

37.4

79.8

20.2

21.0

10.0

21.1

31.2

5.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

令和２年度(n=6095)

令和３年度(n=4659)

令和４年度(n=6078)

(%)
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問25 勤め先の取組・性年代別（前回：問24） 

令和４年度に勤め先において新型コロナウイルス感染症予防のためにしていることをたずねた

ところ、最も高かったのは「対面での打ち合わせ時のマスクの着用や換気」31.2％、次いで「オン

ライン会議」21.1％、「在宅勤務（テレワーク）」21.0％であった。 

また、「いずれも行っていない」と回答した人の割合は51.3％となっている。 

性別にみると、全体的に女性よりも男性のほうが、勤め先の取組の割合が高い傾向がみられる。 

 

【問2で「家事をしている（専業主婦・主夫）」「通学している(学生)」「無職」 

「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した方以外】 

あなた、またはあなたの勤め先では、新型コロナウイルス感染症の予防のために 

次のようなことをしていますか。 

※勤め先での取組については、あなたが実施しているか否かに関わらず、 

勤め先の制度の有無についてお答えください。（複数回答） 

 

 
※メタバース勤務とは、バーチャルオフィスでの勤務（仮想空間にオフィスを設けて社員がアバターでコミュニケーションをとり

ながら勤務するもの。（仮想現実（VR）技術を使用する場合も、しない場合も含む）  

n=

在宅勤務（テレ

ワーク）

時差出勤やロー

テーション勤務

オンライン会議 対面での打ち合

わせ時のマスクの

着用や換気

自宅待機 メタバース勤務

※

その他 いずれも行ってい

ない

TOTAL 6078 21.0 10.0 21.1 31.2 5.1 0.4 0.3 51.3

男性（計） 3505 25.8 12.3 25.4 32.1 5.5 0.5 0.2 48.0

男性15-19歳 29 13.8 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 79.3

男性20-29歳 413 25.7 15.5 20.8 23.2 7.0 2.2 0.0 49.9

男性30-39歳 607 25.4 13.0 24.2 26.4 4.9 1.0 0.0 49.9

男性40-49歳 820 26.0 11.1 27.3 31.3 6.2 0.2 0.1 49.4

男性50-59歳 743 29.9 13.1 32.0 38.5 4.6 0.0 0.4 43.3

男性60-69歳 555 25.6 13.7 27.9 37.8 4.7 0.0 0.5 46.1

男性70歳以上 338 18.6 7.1 11.5 34.0 7.1 0.0 0.3 50.0

女性（計） 2561 14.5 7.0 15.2 30.0 4.5 0.3 0.5 55.9

女性15-19歳 28 14.3 7.1 10.7 14.3 3.6 0.0 0.0 60.7

女性20-29歳 428 14.7 7.0 16.8 25.9 5.8 0.7 0.5 56.8

女性30-39歳 498 17.5 10.6 16.9 27.9 5.6 0.6 0.2 57.0

女性40-49歳 620 15.3 5.5 14.4 30.3 4.0 0.3 0.5 55.6

女性50-59歳 524 14.5 7.1 16.6 31.7 3.2 0.0 0.6 55.5

女性60-69歳 302 9.3 5.6 13.2 34.8 4.3 0.0 0.3 55.6

女性70歳以上 161 11.2 3.7 8.7 34.8 4.3 0.0 1.9 51.6

21.0

10.0

21.1

31.2

5.1

0.4 0.3

51.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0(%)

※n=30未満は参考値
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問25 勤め先の取組・地域ブロック別（前回：問24） 

令和４年度の勤め先において新型コロナウイルス感染症予防のためにしていることを地域ブロ

ック別にみると、「在宅勤務（テレワーク）」と回答した割合は、［京浜/一都三県］で30.4％となっ

ており、TOTAL21.0％から9.4ポイント高い。一方、［中国］11.7％、［関東］13.3％、［北海道］14.1％、

［四国］14.1％、［東北］14.3％、［九州］15.2％では、TOTALから５ポイント以上低くなっている。 

また、「オンライン会議」では、［京浜/一都三県］が26.6％とTOTAL21.1％から5.5ポイント高く、

［北海道］で14.1％と７ポイント低い。 

 

【問2で「家事をしている（専業主婦・主夫）」「通学している(学生)」「無職」 

「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した方以外】 

あなた、またはあなたの勤め先では、新型コロナウイルス感染症の予防のために 

次のようなことをしていますか。 

※勤め先での取組については、あなたが実施しているか否かに関わらず、 

勤め先の制度の有無についてお答えください。（複数回答） 

 

 
※メタバース勤務とは、バーチャルオフィスでの勤務（仮想空間にオフィスを設けて社員がアバターでコミュニケーションをとり

ながら勤務するもの。仮想現実（VR）技術を使用する場合も、しない場合も含む） 

  

n=

在宅勤務（テレ

ワーク）

時差出勤やロー

テーション勤務

オンライン会議 対面での打ち合

わせ時のマスクの

着用や換気

自宅待機 メタバース勤務

※

その他 いずれも行ってい

ない

TOTAL 6078 21.0 10.0 21.1 31.2 5.1 0.4 0.3 51.3

北海道 249 14.1 8.0 14.1 29.7 4.4 0.0 0.0 56.6

東北 398 14.3 7.0 17.1 29.9 6.3 0.5 1.0 55.5

関東 369 13.3 6.5 19.0 30.6 4.1 0.3 0.0 55.0

京浜/一都三県 1860 30.4 13.8 26.6 32.7 5.5 0.6 0.3 44.9

北陸 343 18.4 7.3 17.8 28.6 5.8 0.3 0.3 55.4

東海 709 18.1 8.2 19.5 28.6 4.1 0.1 0.4 57.0

京阪神 944 22.5 12.0 21.3 30.6 5.6 0.3 0.3 50.0

中国 359 11.7 8.4 18.1 31.8 3.6 0.8 0.3 53.8

四国 184 14.1 9.8 16.3 29.3 6.0 0.5 0.5 56.5

九州 663 15.2 5.7 18.3 33.6 4.8 0.2 0.5 53.7

21.0

10.0

21.1

31.2

5.1

0.4 0.3

51.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0(%)
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問25 勤め先の取組・産業別（前回：問24） 

令和４年度の勤め先において新型コロナウイルス感染症予防のためにしていることを産業別に

みると、「対面での打ち合わせ時のマスクの着用や換気」は、［電気・ガス・熱供給・水道業］が42.7％、

［学術研究・専門・技術サービス業］が41.6％で、他の産業より高くなっている。 

「在宅勤務（テレワーク）」は、［情報通信業］が65.0％、［学術研究・専門・技術サービス業］が

41.6％と高くなっており、［宿泊・飲食サービス業］5.0％、［医療・福祉］では5.1％と低くなって

いる。 

［情報通信業］では、「オンライン会議」が49.0％で、他の産業より高くなっている。 

 

【問2で「家事をしている（専業主婦・主夫）」「通学している(学生)」「無職」 

「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した方以外】 

あなた、またはあなたの勤め先では、新型コロナウイルス感染症の予防のために 

次のようなことをしていますか。 

※勤め先での取組については、あなたが実施しているか否かに関わらず、 

勤め先の制度の有無についてお答えください。（複数回答） 

 

 
※メタバース勤務とは、バーチャルオフィスでの勤務（仮想空間にオフィスを設けて社員がアバターでコミュニケーションをとり

ながら勤務するもの。仮想現実（VR）技術を使用する場合も、しない場合も含む） 

  

n=

在宅勤務（テレ

ワーク）

時差出勤やロー

テーション勤務

オンライン会議 対面での打ち合

わせ時のマスクの

着用や換気

自宅待機 メタバース勤務

※

その他 いずれも行ってい

ない

TOTAL 6078 21.0 10.0 21.1 31.2 5.1 0.4 0.3 51.3

農業、林業 73 11.0 6.8 6.8 20.5 1.4 1.4 0.0 64.4

漁業 9 11.1 22.2 0.0 11.1 11.1 11.1 0.0 33.3

鉱業、採石業、砂利採取業 6 33.3 16.7 16.7 33.3 0.0 16.7 0.0 50.0

建設業 319 16.9 11.0 17.2 25.4 4.1 0.3 0.3 55.2

製造業 985 28.1 14.2 30.3 34.4 5.3 0.4 0.2 47.9

電気・ガス・熱供給・水道業 82 36.6 17.1 35.4 42.7 8.5 0.0 0.0 34.1

情報通信業 300 65.0 18.7 49.0 39.7 4.7 0.3 0.0 21.3

運輸業、郵便業 361 10.5 9.1 15.2 28.5 6.4 0.6 0.0 63.2

卸売業、小売業 717 14.8 7.5 17.7 31.0 4.9 0.3 0.1 54.0

金融業、保険業 229 34.9 15.3 34.1 33.6 5.2 0.0 0.9 39.7

不動産業、物品賃貸業 176 25.6 10.8 15.3 30.7 5.7 0.6 0.6 51.1

学術研究、専門・技術サービス業 166 41.6 9.0 30.7 41.6 7.8 0.0 0.6 26.5

宿泊業、飲食サービス業 242 5.0 3.7 6.6 20.7 4.5 0.4 0.0 71.1

生活関連サービス業、娯楽業 195 12.8 7.2 11.8 23.6 4.6 0.5 1.0 62.1

教育、学習支援業 345 16.2 4.9 21.2 39.1 4.6 0.6 0.9 46.7

医療、福祉 690 5.1 5.9 12.5 29.7 5.2 0.4 0.7 59.9

複合サービス事業 83 14.5 4.8 15.7 25.3 6.0 0.0 1.2 54.2

サービス業（他に分類されないもの） 752 22.1 9.3 17.4 26.2 4.4 0.5 0.1 53.1

公務（他に分類されるものを除く） 310 19.4 14.5 21.6 38.1 6.1 0.0 0.0 49.7

その他　具体的に： 38 21.1 2.6 5.3 15.8 2.6 0.0 2.6 57.9

21.0

10.0

21.1

31.2

5.1

0.4 0.3

51.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0(%)

※n=30未満は参考値
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問25 勤め先の取組・自身の感染経験別（前回：問24） 

令和４年度の勤め先において新型コロナウイルス感染症予防のためにしていることを自身の感

染経験（問７）別にみると、自身の感染有無にかかわらず、「対面での打ち合わせ時のマスクの着用

や換気」が３割以上、「在宅勤務（テレワーク）」と「オンライン会議」が２割以上となっている。 

 

【問2で「家事をしている（専業主婦・主夫）」「通学している(学生)」「無職」 

「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した方以外】 

あなた、またはあなたの勤め先では、新型コロナウイルス感染症の予防のために 

次のようなことをしていますか。 

※勤め先での取組については、あなたが実施しているか否かに関わらず、 

勤め先の制度の有無についてお答えください。（複数回答） 

 
※メタバース勤務とは、バーチャルオフィスでの勤務（仮想空間にオフィスを設けて社員がアバターでコミュニケーションをとり

ながら勤務するもの。仮想現実（VR）技術を使用する場合も、しない場合も含む） 

 

  

n=

在宅勤務（テレ

ワーク）

時差出勤やロー

テーション勤務

オンライン会議 対面での打ち合

わせ時のマスクの

着用や換気

自宅待機 メタバース勤務

※

その他 いずれも行ってい

ない

TOTAL 6078 21.0 10.0 21.1 31.2 5.1 0.4 0.3 51.3

あった 1039 22.4 12.8 22.6 31.8 6.8 1.1 0.1 49.6

ない 4946 20.8 9.5 21.0 31.5 4.8 0.3 0.4 51.4

答えたくない 93 18.3 9.7 9.7 7.5 5.4 0.0 0.0 66.7

21.0

10.0

21.1

31.2

5.1

0.4 0.3

51.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0(%)
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16．相談窓口（方法）の認知と利用 

問26 相談窓口（方法）の認知・経年比較（令和２年度：問17） 

新型コロナウイルス感染症について知っている相談窓口（方法）では、令和２年度、令和４年度

いずれも「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」の割合が最も高いものの、52.5％か

ら41.2％と回答割合は低下している。 

また、令和２年度と比べて「厚生労働省の電話相談窓口」、「帰国者・接触者相談センター」、「新

型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談（チャット形式における相談）」においても回答割合の低

下がみられる。 

 

＜知っている＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。（複数回答） 

 

 

※令和３年度は未聴取。 

  

n=

厚生労働省の

電話相談窓口

都道府県・保健

所・市町村等に

よる電話相談窓

口

帰国者・接触者

相談センター

【令和4年度の

み】陽性者サ

ポートセンター等

の陽性者相談

窓口

新型コロナウイル

ス感染症関連

SNS心の相談

（チャット形式

における相談）

こころのほっと

チャット（SNS

相談）

【令和4年度の

み】カウンセリング

サービス等の民

間の相談窓口

その他　具体的

に：

上記の中に該

当するものはな

い

■ 令和２年度 10981 30.9 52.5 33.8 5.4 3.8 0.2 33.2

■ 令和４年度 10812 23.5 41.2 10.2 10.0 4.8 4.8 3.8 0.1 49.3

30.9

52.5

33.8

5.4
3.8

0.2

33.2

23.5

41.2

10.2 10.0

4.8 4.8 3.8

0.1

49.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

令和２年度 令和４年度

(%)
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問26 相談窓口（方法）の認知と利用・性年代別（令和２年度：問17） 

令和４年度の相談窓口の認知と利用を性年代別にみると、「都道府県・保健所・市町村等による電

話相談窓口」を［知っている］割合は、男性、女性とも、年代が上がるにつれて認知割合が高くな

る傾向がみられる。実際に［相談したことがある］割合は、20-50歳代が高くなっている。 

一方、「こころのほっとチャット（SNS相談）」、「カウンセリングサービス等の民間の相談窓口」で

は、男性、女性とも年代が上がるにつれて［知っている］及び［相談したことがある］の割合が低

くなっている。 

 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。 

また、その中でご利用経験のある相談窓口（方法）をお答えください。（複数回答） 

 
※「相談したことがある」：「知っている」を回答した選択肢のみ聴取（令和４年度のみ）。  

(%)

n=

厚生労働省

の電話相談

窓口

都道府県・

保健所・市

町村等による

電話相談窓

口

帰国者・接

触者相談セ

ンター

陽性者サポー

トセンター等

の陽性者相

談窓口

新型コロナウ

イルス感染症

関連SNS心

の相談

（チャット形

式における相

談）

こころのほっと

チャット

（SNS相

談）

カウンセリング

サービス等の

民間の相談

窓口

その他　具体

的に：

上記の中に

該当するもの

はない

TOTAL 10812 23.5 41.2 10.2 10.0 4.8 4.8 3.8 0.1 49.3

男性（計） 5376 21.8 38.5 9.2 8.5 5.1 4.1 3.7 0.1 52.8

男性15-19歳 300 25.7 21.7 14.0 11.3 9.0 12.3 8.0 0.0 58.0

男性20-29歳 591 27.2 28.6 14.9 15.7 12.2 9.6 7.6 0.0 55.8

男性30-39歳 672 22.0 28.0 12.1 10.6 8.2 7.4 5.5 0.0 57.6

男性40-49歳 891 24.0 34.6 10.2 8.8 5.7 3.0 3.3 0.0 55.7

男性50-59歳 794 21.9 38.3 9.3 6.7 2.9 2.6 2.6 0.0 54.8

男性60-69歳 798 18.9 42.2 6.5 6.3 2.5 1.5 2.0 0.3 52.1

男性70歳以上 1330 18.4 52.6 5.1 5.8 1.9 1.3 2.1 0.3 45.0

女性（計） 5401 25.1 43.8 11.1 11.5 4.4 5.3 3.9 0.1 45.8

女性15-19歳 292 28.8 22.3 16.1 11.6 13.0 17.5 5.5 0.0 49.3

女性20-29歳 618 23.5 27.7 12.8 12.8 6.5 10.7 5.3 0.0 54.2

女性30-39歳 704 24.7 35.7 13.9 12.6 5.3 6.0 3.3 0.0 52.6

女性40-49歳 892 28.3 41.6 14.5 13.1 4.7 4.4 4.4 0.0 46.2

女性50-59歳 791 28.7 47.3 12.3 10.9 3.4 4.4 3.7 0.0 45.1

女性60-69歳 788 22.7 48.7 7.5 10.2 2.8 2.9 2.5 0.1 43.8

女性70歳以上 1316 22.3 57.1 6.9 10.3 2.4 2.4 3.6 0.3 38.8

TOTAL 10812 1.2 4.3 0.8 1.2 0.9 0.5 0.4 0.1 92.7

男性（計） 5376 1.7 4.9 1.1 1.5 1.2 0.6 0.5 0.1 91.4

男性15-19歳 300 2.3 2.7 1.7 2.0 2.3 1.7 1.7 0.0 90.7

男性20-29歳 591 4.6 7.4 3.9 5.8 4.2 1.9 1.5 0.0 82.6

男性30-39歳 672 2.8 6.4 2.2 2.5 2.8 1.8 0.9 0.0 87.2

男性40-49歳 891 2.0 5.3 0.7 0.8 1.5 0.3 0.2 0.0 91.1

男性50-59歳 794 1.5 4.4 0.5 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 93.7

男性60-69歳 798 0.3 3.8 0.3 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 95.1

男性70歳以上 1330 0.6 4.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 94.1

女性（計） 5401 0.7 3.8 0.5 1.0 0.5 0.4 0.3 0.0 93.9

女性15-19歳 292 0.7 2.7 0.7 1.0 1.7 1.7 0.3 0.0 91.8

女性20-29歳 618 1.1 3.6 1.0 1.6 1.3 1.0 1.0 0.0 91.4

女性30-39歳 704 1.3 6.1 1.0 1.4 0.7 0.9 0.7 0.0 90.2

女性40-49歳 892 1.0 5.3 0.7 1.6 0.4 0.3 0.2 0.0 92.4

女性50-59歳 791 0.4 4.3 0.0 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 94.9

女性60-69歳 788 0.4 2.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 97.0

女性70歳以上 1316 0.3 2.4 0.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.2 96.3

知っている

相談したこと

がある
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問26 相談窓口（方法）の認知と利用・就業形態別（令和２年度：問17） 

令和４年度の認知と利用を就業形態別にみると、［無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響に

よる失職・離職）］では、［知っている］相談窓口が、いずれもTOTALより低くなっている。 

また、［家族従業者］、［会社などの役員］では、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓

口」の［相談したことがある］割合がTOTALよりも４ポイント程度高くなっている。 

 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。 

また、その中でご利用経験のある相談窓口（方法）をお答えください。（複数回答） 

 

 
※「相談したことがある」：「知っている」を回答した選択肢のみ聴取（令和４年度のみ）。 

※n=30未満は参考値 

 

  

(%)

n=

厚生労働省

の電話相談

窓口

都道府県・

保健所・市

町村等による

電話相談窓

口

帰国者・接

触者相談セ

ンター

陽性者サポー

トセンター等

の陽性者相

談窓口

新型コロナウ

イルス感染症

関連SNS心

の相談

（チャット形

式における相

談）

こころのほっと

チャット

（SNS相

談）

カウンセリング

サービス等の

民間の相談

窓口

その他　具体

的に：

上記の中に

該当するもの

はない

TOTAL 10812 23.5 41.2 10.2 10.0 4.8 4.8 3.8 0.1 49.3

自営業主（内職者・自由業者含む） 629 20.8 43.6 9.7 8.6 4.5 4.9 3.7 0.6 50.6

家族従業者 98 24.5 37.8 10.2 7.1 3.1 5.1 2.0 0.0 52.0

会社などの役員 215 20.0 40.5 12.6 12.6 7.0 3.7 4.7 0.0 47.0

正規の職員・従業員 2999 25.2 34.9 11.7 9.8 5.8 4.5 3.7 0.0 53.3

パート・アルバイト 1468 25.5 39.9 10.7 11.3 5.5 6.1 4.6 0.1 48.8

派遣社員・契約社員・嘱託・非常勤 650 23.2 42.5 12.2 10.6 4.9 3.7 4.2 0.0 49.2

その他の雇用形態　具体的に： 6 33.3 50.0 16.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

家事をしている（専業主婦・主夫） 1848 23.5 50.3 9.1 11.1 2.7 3.1 3.2 0.1 42.7

通学している（学生） 758 29.3 27.3 16.8 14.8 11.3 15.2 8.2 0.0 51.6

無職 2081 18.8 47.4 5.6 6.8 2.0 2.2 2.2 0.2 48.1

無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響

による失職・離職）
47 4.3 25.5 4.3 4.3 4.3 2.1 0.0 0.0 66.0

その他　具体的に： 13 30.8 46.2 23.1 23.1 23.1 23.1 15.4 0.0 53.8

TOTAL 10812 1.2 4.3 0.8 1.2 0.9 0.5 0.4 0.1 92.7

自営業主（内職者・自由業者含む） 629 1.3 4.9 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 0.5 92.1

家族従業者 98 3.1 8.2 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 86.7

会社などの役員 215 1.9 8.4 1.9 3.3 1.4 0.0 0.0 0.0 85.6

正規の職員・従業員 2999 2.2 5.3 1.3 1.7 1.7 0.7 0.6 0.0 90.4

パート・アルバイト 1468 0.5 4.2 0.3 1.2 0.5 0.4 0.1 0.1 93.5

派遣社員・契約社員・嘱託・非常勤 650 0.5 4.8 0.8 1.2 0.5 0.3 0.6 0.0 92.8

その他の雇用形態　具体的に： 6 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83.3

家事をしている（専業主婦・主夫） 1848 0.3 3.3 0.3 1.0 0.4 0.1 0.4 0.0 95.0

通学している（学生） 758 1.8 3.6 1.6 2.0 1.6 1.6 1.1 0.0 90.9

無職 2081 0.9 3.2 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.1 95.2

無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響

による失職・離職）
47 0.0 4.3 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 91.5

その他　具体的に： 13 7.7 15.4 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 0.0 84.6

知っている

相談したこと

がある
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問26 相談窓口（方法）の認知・不安やストレスの変化別（令和２年度：問17） 

令和４年度の認知を不安やストレスの変化（問８）別にみると、[①環境の変化による不安やスト

レス]、[⑤悩みや心配事を相談できない不安やストレス]が[減少した（計）]人よりも[増加した

（計）]人のほうが「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」を［知っている］と回答し

た割合が５ポイント以上高くなっている。 

一方、[④子育てについての不安やストレス]別では、[増加した（計）]人よりも[減少した（計）]

人のほうが高くなっている。 

＜知っている＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。（複数回答） 

  
※「増加した（計）」＝「増加した」＋「やや増加した」 

※「減少した（計）」＝「減少した」＋「やや減少した」 

※「仕事や収入、雇用についての不安やストレス」：問２で「家事をしている（専業主婦・主夫）」、「通学している(学生)」と回答

した人以外に聴取。 

※「学生生活、進路、就職活動についての不安やストレス」：問２で「通学している（学生）」と回答した人に聴取。 

※「子育てについての不安やストレス」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

①環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：5208

減少した（計）：497)

②仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：2871

減少した（計）：372)

③学生生活、進路、就職活動についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：419

減少した（計）：35)

④子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

⑤悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：2925

減少した（計）：432)

増加した（計）

減少した（計）

27.5

28.2

33.9

26.4

28.7

27.6

25.3

31.4

32.7

27.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

厚生労働省の電話相談窓口

(%)

47.5

42.3

32.2

43.2

41.7

37.8

38.7

25.7

48.2

34.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

都道府県・保健所・市町村等に

よる電話相談窓口 (%)

12.1

12.5

18.4

14.0

12.1

11.9

11.3

25.7

10.9

9.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

帰国者・接触者相談センター

(%)

12.0

11.5

18.1

12.7

12.9

12.3

12.6

20.0

11.7

13.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

陽性者サポートセンター等の陽

性者相談窓口 (%)

4.9

5.4

11.0

4.1

6.2

5.0

4.6

2.9

5.4

4.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

カウンセリングサービス等の民間の相談窓口

(%)

増加した（計）

減少した（計）

6.0

6.4

20.0

5.6

8.0

6.4

6.2

20.0

5.8

6.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

こころのほっとチャット

（SNS相談） (%)

6.0

6.8

15.8

5.9

8.0

5.6

5.4

8.6

5.1

5.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

新型コロナウイルス感染症関連

SNS心の相談（チャット形式に

おける相談） (%)

①環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：5208

減少した（計）：497)

②仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：2871

減少した（計）：372)

③学生生活、進路、就職活動についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：419

減少した（計）：35)

④子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

⑤悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：2925

減少した（計）：432)
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問26 相談窓口（方法）の利用・不安やストレスの変化別（令和２年度：問17） 

令和４年度の利用を不安やストレスの変化（問８）別にみると、①～⑤が［減少した（計）］人よ

りも［増加した（計）］人のほうが、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」に［相談

したことがある］割合は高くなっている。 

＜相談したことがある＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。 

また、その中でご利用経験のある相談窓口（方法）をお答えください。（複数回答） 

 

※「相談したことがある」：「知っている」を回答した選択肢のみ聴取（令和４年度のみ）。 

※「増加した（計）」＝「増加した」＋「やや増加した」 

※「減少した（計）」＝「減少した」＋「やや減少した」 

※「仕事や収入、雇用についての不安やストレス」：問２で「家事をしている（専業主婦・主夫）」、「通学している(学生)」と回答

した人以外に聴取。 

※「学生生活、進路、就職活動についての不安やストレス」：問２で「通学している（学生）」と回答した人に聴取。 

※「子育てについての不安やストレス」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

①環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：5208

減少した（計）：497)

②仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：2871

減少した（計）：372)

③学生生活、進路、就職活動についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：419

減少した（計）：35)

④子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

⑤悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：2925

減少した（計）：432)

増加した（計）

減少した（計）

1.7

2.4

1.9

3.0

2.7

3.2

2.7

2.9

2.7

1.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

厚生労働省の電話相談窓口

(%)

5.7

6.8

5.5

8.6

7.3

3.8

4.8

0.0

5.1

3.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

都道府県・保健所・市町村等に

よる電話相談窓口 (%)

1.3

1.5

2.1

1.9

1.8

0.4

0.5

0.0

2.3

0.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

帰国者・接触者相談センター

(%)

1.8

2.2

2.6

3.2

2.6

1.6

1.1

0.0

1.6

1.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

陽性者サポートセンター等の陽

性者相談窓口 (%)

0.6

0.7

1.2

0.8

1.0

0.8

0.0

2.9

0.0

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

カウンセリングサービス等の民間

の相談窓口 (%)

0.7

0.9

2.4

0.8

1.3

0.6

1.1

2.9

0.8

0.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

こころのほっとチャット（SNS

相談） (%)

1.2

1.5

1.9

1.7

2.0

0.8

1.9

0.0

1.6

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

新型コロナウイルス感染症関連

SNS心の相談（チャット形式にお

ける相談） (%)

①環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：5208

減少した（計）：497)

②仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：2871

減少した（計）：372)

③学生生活、進路、就職活動についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：419

減少した（計）：35)

④子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

⑤悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：2925

減少した（計）：432)

増加した（計）

減少した（計）
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問26 相談窓口（方法）の認知・食事の量や睡眠時間などの変化別（令和２年度：問17） 

令和４年度の認知を食事の量や睡眠時間などの変化（問12）別にみると、［飲酒量］、［喫煙量］、

［パチンコや競輪・競馬などのギャンブルに使う時間］が［感染拡大前に比べ感染拡大時に増えた

が、現在は感染拡大前にほぼ戻った］人で、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」の

割合が約５割（[飲酒量]50.0％、[喫煙量]51.8％、[ギャンブルに使う時間]46.9％）と最も高くな

っている。 

 

＜知っている＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。（複数回答） 

 

※「飲酒量」「喫煙量」「パチンコや競輪・競馬などのギャンブルに使う時間」：20歳以上の人にのみ聴取。 

 

  

(%)

n=

厚生労働省

の電話相談

窓口

都道府県・

保健所・市

町村等による

電話相談窓

口

帰国者・接

触者相談セ

ンター

陽性者サポー

トセンター等

の陽性者相

談窓口

新型コロナウ

イルス感染症

関連SNS心

の相談

（チャット形

式における相

談）

こころのほっと

チャット

（SNS相

談）

カウンセリング

サービス等の

民間の相談

窓口

その他　具体

的に：

上記の中に

該当するもの

はない

TOTAL 10208 23.2 42.3 9.9 9.9 4.4 4.2 3.6 0.1 49.0

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
403 29.8 47.1 12.9 13.6 6.2 7.9 6.0 0.0 39.5

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
218 32.6 50.0 16.5 13.3 13.8 8.3 7.8 0.0 28.4

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
5149 22.6 40.6 9.2 8.8 3.8 3.7 3.1 0.1 51.6

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
214 22.0 37.4 15.4 14.5 11.2 6.5 3.7 0.0 39.3

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
734 26.3 44.0 12.3 13.6 6.0 5.4 5.3 0.0 43.9

現在はほぼ変わらない（計） 5581 23.0 40.9 9.7 9.2 4.5 4.0 3.3 0.1 50.3

普段、飲酒・喫煙はしない 3490 22.2 43.6 9.3 9.9 3.7 3.8 3.5 0.1 49.2

TOTAL 10208 23.2 42.3 9.9 9.9 4.4 4.2 3.6 0.1 49.0

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
156 33.3 37.2 14.7 16.7 11.5 12.2 7.7 0.0 45.5

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
85 35.3 51.8 21.2 20.0 22.4 15.3 11.8 0.0 21.2

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
2276 21.7 33.7 8.5 7.7 4.4 3.7 2.9 0.1 57.2

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
118 25.4 33.9 21.2 19.5 16.9 5.1 5.1 0.0 31.4

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
180 22.2 33.3 11.1 12.2 7.8 6.1 6.7 0.0 43.9

現在はほぼ変わらない（計） 2479 22.3 34.3 9.6 8.7 5.6 4.2 3.3 0.1 54.8

普段、飲酒・喫煙はしない 7393 23.3 45.3 9.9 10.1 3.7 3.9 3.6 0.1 47.3

TOTAL 10208 23.2 42.3 9.9 9.9 4.4 4.2 3.6 0.1 49.0

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
113 35.4 39.8 16.8 22.1 15.9 15.0 12.4 0.0 38.1

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
81 38.3 46.9 22.2 16.0 24.7 8.6 12.3 0.0 24.7

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
1596 21.5 30.9 9.5 8.8 5.5 3.9 3.3 0.1 58.2

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
112 25.0 37.5 17.9 18.8 16.1 10.7 8.9 1.8 29.5

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
338 28.4 41.1 10.4 11.8 8.6 7.4 6.8 0.0 43.8

現在はほぼ変わらない（計） 1789 22.5 32.0 10.6 9.7 7.0 4.6 4.0 0.2 54.9

普段、ギャンブルはしない 7968 23.0 44.6 9.6 9.7 3.4 3.8 3.3 0.1 48.1

飲酒量

喫煙量

パチンコや競

輪・競馬など

のギャンブルに

使う時間
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問26 相談窓口（方法）の利用・食事の量や睡眠時間などの変化別（令和２年度：問17） 

令和４年度の利用を食事の量や睡眠時間などの変化（問12）別にみると、［喫煙量］が［感染拡大

前に比べ感染拡大時に増えたが、現在は感染拡大前にほぼ戻った］人では、「都道府県・保健所・市

町村等による電話相談窓口」の割合が21.2％と最も高く、次いで「陽性者サポートセンター等の陽

性者相談窓口」、「新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談（チャット形式における相談）」とも

に15.3％であり、いずれもTOTALよりも10ポイント以上高くなっている。 

［パチンコや競輪・競馬などのギャンブルに使う時間］が［感染拡大前に比べ感染拡大時に増え

たが、現在は感染拡大前にほぼ戻った］人では、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」

の割合が22.2％と最も高く、次いで「新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談（チャット形式に

おける相談）」の割合が18.5％であり、こちらもTOTALより10ポイント以上高くなっており、［感染拡

大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増えたまま］でもTOTALより５ポイント以上高くなっている。 

＜相談したことがある＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。 

また、その中でご利用経験のある相談窓口（方法）をお答えください。（複数回答） 

 

※「飲酒量」「喫煙量」「パチンコや競輪・競馬などのギャンブルに使う時間」：20歳以上の人にのみ聴取。   

(%)

n=

厚生労働省

の電話相談

窓口

都道府県・

保健所・市

町村等による

電話相談窓

口

帰国者・接

触者相談セ

ンター

陽性者サポー

トセンター等

の陽性者相

談窓口

新型コロナウ

イルス感染症

関連SNS心

の相談

（チャット形

式における相

談）

こころのほっと

チャット

（SNS相

談）

カウンセリング

サービス等の

民間の相談

窓口

その他　具体

的に：

上記の中に

該当するもの

はない

TOTAL 10208 1.2 4.4 0.7 1.2 0.8 0.4 0.4 0.1 92.7

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
403 2.7 7.2 1.5 2.5 2.2 1.5 0.2 0.0 89.1

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
218 6.0 14.2 5.5 4.6 5.0 1.8 2.8 0.0 70.6

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
5149 1.1 3.7 0.5 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1 93.9

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
214 3.7 10.7 3.7 4.7 4.7 1.9 0.9 0.0 73.8

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
734 1.6 5.9 1.2 2.5 1.5 0.5 1.5 0.0 89.1

現在はほぼ変わらない（計） 5581 1.4 4.4 0.9 1.3 0.9 0.5 0.3 0.1 92.2

普段、飲酒・喫煙はしない 3490 0.6 3.8 0.4 0.7 0.3 0.2 0.2 0.1 94.8

TOTAL 10208 1.2 4.4 0.7 1.2 0.8 0.4 0.4 0.1 92.7

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
156 5.8 10.3 3.8 5.1 3.2 3.2 1.9 0.0 84.0

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
85 9.4 21.2 8.2 15.3 15.3 8.2 4.7 0.0 47.1

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
2276 1.9 4.3 1.0 1.1 1.1 0.4 0.2 0.1 92.3

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
118 4.2 13.6 9.3 6.8 10.2 1.7 0.8 0.0 61.9

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
180 5.0 9.4 3.3 5.0 5.0 3.3 3.9 0.0 73.3

現在はほぼ変わらない（計） 2479 2.3 5.3 1.7 1.9 2.1 0.7 0.4 0.1 89.3

普段、飲酒・喫煙はしない 7393 0.6 3.9 0.3 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 94.5

TOTAL 10208 1.2 4.4 0.7 1.2 0.8 0.4 0.4 0.1 92.7

感染拡大前に比べ感染拡大時に増え、現在も増

えたまま
113 8.0 13.3 5.3 6.2 6.2 3.5 3.5 0.0 76.1

感染拡大前に比べ感染拡大時に増えたが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
81 14.8 22.2 9.9 7.4 18.5 4.9 3.7 0.0 48.1

感染拡大前も感染拡大時も現在もあまり変わら

ない
1596 2.4 4.3 1.7 1.8 1.4 0.7 0.4 0.1 90.6

感染拡大前に比べ感染拡大時に減ったが、現在

は感染拡大前にほぼ戻った
112 4.5 15.2 4.5 7.1 8.9 4.5 1.8 0.9 61.6

感染拡大前に比べ感染拡大時に減り、現在も

減ったまま
338 3.6 7.4 2.1 3.8 3.0 1.2 1.5 0.0 84.0

現在はほぼ変わらない（計） 1789 3.1 5.8 2.2 2.4 2.6 1.1 0.7 0.1 86.9

普段、ギャンブルはしない 7968 0.6 3.9 0.3 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 94.7

飲酒量

喫煙量

パチンコや競

輪・競馬など

のギャンブルに

使う時間
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問26 相談窓口（方法）の認知と利用・自身の感染経験別（令和２年度：問17） 

令和４年度の認知と利用を自身の感染経験（問７）別にみると、自身に感染が［あった］人のほ

うが、いずれの相談窓口をも［知っている］と［相談したことがある］の割合が高くなっている。 

＜知っている＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。（複数回答） 

 
 

問26 相談窓口（方法）の認知（コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代）・経年比較（令和２

年度：問17） 

認知と利用を新型コロナウイルス感染症が拡大してから無職となった10歳代-50歳代でみると、

令和４年度では「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」の割合が25.0％と最も高く、

次いで「厚生労働省の電話相談窓口」の割合が13.2％であった。 

令和２年度と比べ、「帰国者・接触者相談センター」と回答した人の割合が12.4ポイント低くな

り、「厚生労働省の電話相談窓口」、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」が、ともに

11.6ポイント低くなっているものの、「新型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談（チャット形式

における相談）」では3.4ポイント高くなっている。 

 
※コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代：復活／継続回答者において令和２年度または令和３年度に問２で有職（「専業

主婦・主夫」、「学生」、「無職」、「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」以外）と回答したものの、

令和４年度には問２で「無職」と回答した10歳代-50歳代の人と、新規／復活／継続回答者問わず令和２年度から令和４

年度の各年において問２で「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した10歳代-50歳代の

人の合計。  

(%)

n=

厚生労働省

の電話相談

窓口

都道府県・

保健所・市

町村等による

電話相談窓

口

帰国者・接

触者相談セ

ンター

陽性者サポー

トセンター等

の陽性者相

談窓口

新型コロナウ

イルス感染症

関連SNS心

の相談

（チャット形

式における相

談）

こころのほっと

チャット

（SNS相

談）

カウンセリング

サービス等の

民間の相談

窓口

その他　具体

的に：

上記の中に

該当するもの

はない

TOTAL 10812 23.5 41.2 10.2 10.0 4.8 4.8 3.8 0.1 49.3

あった 1600 29.8 44.4 12.3 16.9 7.9 6.9 4.6 0.0 40.6

ない 9046 22.5 41.2 9.9 8.9 4.3 4.4 3.7 0.1 50.3

答えたくない 166 12.7 9.6 4.8 2.4 2.4 1.8 1.2 0.0 78.3

TOTAL 10812 1.2 4.3 0.8 1.2 0.9 0.5 0.4 0.1 92.7

あった 1600 3.5 12.6 2.0 5.3 2.4 1.0 0.8 0.0 78.8

ない 9046 0.8 2.9 0.6 0.5 0.6 0.4 0.3 0.1 95.1

答えたくない 166 1.8 1.2 0.6 1.2 1.8 0.6 0.6 0.0 92.2

知っている

相談したことが

ある

n=

厚生労働省の

電話相談窓口

都道府県・保健

所・市町村等に

よる電話相談窓

口

帰国者・接触者

相談センター

【令和4年度の

み】陽性者サ

ポートセンター等

の陽性者相談

窓口

新型コロナウイル

ス感染症関連

SNS心の相談

（チャット形式

における相談）

こころのほっと

チャット（SNS

相談）

【令和4年度の

み】カウンセリング

サービス等の民

間の相談窓口

その他　具体的

に：

上記の中に該

当するものはな

い

■ 令和2年度 101 24.8 36.6 16.8 4.0 5.0 0.0 52.5

■ 令和4年度 68 13.2 25.0 7.4 11.8 7.4 4.4 2.9 0.0 63.2

24.8

36.6

16.8

4.0 5.0

0.0

52.5

13.2

25.0

7.4
11.8

7.4
4.4 2.9

0.0

63.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

令和2年度 令和4年度

(%)
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問26 相談窓口（方法）の利用（コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代）・経年比較（令和２

年度：問17） 

令和４年度の利用を新型コロナウイルス感染症が拡大してから無職となった10歳代-50歳代でみ

ると、「都道府県・保健所・市町村等による電話相談窓口」の割合が7.4％と最も高く、次いで「新

型コロナウイルス感染症関連SNS心の相談（チャット形式における相談）」が2.9％であった。 

 

＜相談したことがある＞ 

新型コロナウイルス感染症については、様々な相談窓口が設置されていますが、 

次の中にあなたがご存じの相談窓口（方法）はありますか。 

また、その中でご利用経験のある相談窓口（方法）をお答えください。（複数回答） 

 

 
※「相談したことがある」：「知っている」を回答した選択肢のみ聴取（令和４年度のみ）。 

※コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代：復活／継続回答者において令和２年度または令和３年度に問２で有職（「専業

主婦・主夫」、「学生」、「無職」、「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」以外）と回答したものの、

令和４年度には問２で「無職」と回答した10歳代-50歳代の人と、新規／復活／継続回答者問わず令和２年度から令和４

年度の各年において問２で「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した10歳代-50歳代の

人の合計。 

  

n=

厚生労働省の

電話相談窓口

都道府県・保健

所・市町村等に

よる電話相談窓

口

帰国者・接触者

相談センター

陽性者サポート

センター等の陽

性者相談窓口

新型コロナウイル

ス感染症関連

SNS心の相談

（チャット形式

における相談）

こころのほっと

チャット（SNS

相談）

カウンセリング

サービス等の民

間の相談窓口

その他　具体的

に：

上記の中に該

当するものはな

い

■ 令和4年度 68 1.5 7.4 1.5 1.5 2.9 0.0 0.0 0.0 89.7

1.5

7.4

1.5 1.5 2.9
0.0 0.0 0.0

89.7

0.0

10.0
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60.0

70.0
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100.0(%)
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17．新型コロナウイルス感染症について知りたいこと 

問27 知りたい情報・経年比較（前回：問25） 

新型コロナウイルス感染症に関連する情報で知りたいことは、［令和４年度］では「新型コロナウ

イルスの今後の流行状況」33.6％が最も高く、次いで「治療薬の開発と供給の見通し」32.0％、「新

型コロナウイルスの流行状況（あなたがお住まいの地域）」31.6％であった。 

［令和３年度］、［令和４年度］を比べると、「治療薬の開発と供給の見通し」では16.1ポイント低

下（令和３年度48.1％⇒令和４年度32.0％）、「新型コロナウイルスの今後の流行状況」では15.3ポ

イント低下（令和３年度48.9％⇒令和４年度33.6％）しており、全体的な低下傾向がみられる。 

 

新型コロナウイルス感染症に関連する情報で、あなたがいま知りたいことは何ですか。（複数回答） 

 

  

n=

新型コロナウイル

スの流行状況

（全国）

新型コロナウイル

スの流行状況

（あなたがお住

まいの地域）

新型コロナウイル

スの今後の流行

状況

新型コロナウイル

スの感染予防方

法

【令和4年度・

令和3年度】ワク

チン接種に関す

る情報

【令和2年度の

み】ワクチンの開

発と供給の見通

し

【令和4年度・

令和3年度】治

療薬の開発と供

給の見通し

生活や仕事の

支援に関する情

報（テレワーク、

育児との両立な

ど）

感染予防しなが

らできる運動や

学習に関する情

報

不安やストレス

への対処法・リ

ラックス方法に関

する情報

相談窓口に関

する情報

経済的なサポー

トに関する情報

その他　具体的

に：

知りたいことはな

い

■ 令和２年度 10981 34.7 48.0 44.0 27.8 53.1 8.1 10.8 13.5 9.1 13.6 1.4 15.9

■ 令和３年度 8322 34.5 38.3 48.9 20.4 40.3 48.1 5.5 7.2 10.8 5.1 10.9 1.1 17.8

■ 令和４年度 10812 25.2 31.6 33.6 13.7 27.2 32.0 4.9 5.6 9.2 6.2 9.9 1.0 31.1

34.7

48.0

44.0

27.8

53.1

8.1
10.8

13.5

9.1

13.6

1.4

15.9

34.5

38.3

48.9

20.4

40.3

48.1

5.5
7.2

10.8

5.1

10.9

1.1

17.8

25.2

31.6
33.6

13.7

27.2

32.0

4.9 5.6
9.2

6.2
9.9

1.0

31.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

令和２年度 令和３年度 令和４年度

(%)
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問27 知りたい情報・性年代別（前回：問25） 

新型コロナウイルス感染症に関連する情報で知りたいことを性年代別にみると、「新型コロナウ

イルスの流行状況（あなたがお住まいの地域）」、「新型コロナウイルスの今後の流行状況」、「ワクチ

ン接種に関する情報」、「治療薬の開発と供給の見直し」、と回答した人の割合は、男性、女性とも年

代が上がるにつれて高くなっている。 

また、「経済的なサポートに関する情報」では女性20歳代15.0％、「生活や仕事の支援に関する情

報（テレワーク、育児との両立など）」では女性30歳代11.1％が高い傾向となっている。 

新型コロナウイルス感染症に関連する情報で、あなたがいま知りたいことは何ですか。（複数回答） 

 

問27 知りたい情報・自身の感染経験別（前回：問25） 

自身の感染経験（問７）別にみると、感染経験が［あった］人では、「新型コロナウイルスの流行

状況（あなたがお住まいの地域）」が26.6％となっており、［ない］人の33.0％に対して6.4ポイント

の差となっている。 

一方、［生活や仕事の支援に関する情報（テレワーク、育児との両立など）］、［経済的なサポート

に関する情報］においては、［あった］人のほうが１～２ポイント程度高くなっている。 

  

n=

新型コロナウイル

スの流行状況

（全国）

新型コロナウイル

スの流行状況

（あなたがお住ま

いの地域）

新型コロナウイル

スの今後の流行

状況

新型コロナウイル

スの感染予防方

法

ワクチン接種に関

する情報

治療薬の開発と

供給の見通し

生活や仕事の支

援に関する情報

（テレワーク、育

児との両立など）

感染予防しながら

できる運動や学

習に関する情報

不安やストレスへ

の対処法・リラック

ス方法に関する

情報

相談窓口に関す

る情報

経済的なサポート

に関する情報

その他　具体的

に：

知りたいことはない

TOTAL 10812 25.2 31.6 33.6 13.7 27.2 32.0 4.9 5.6 9.2 6.2 9.9 1.0 31.1

男性（計） 5376 24.7 29.7 32.4 13.4 27.4 30.2 4.3 5.0 7.6 5.8 9.4 0.9 34.1

男性15-19歳 300 24.0 19.7 23.7 10.7 17.3 16.7 6.7 9.7 9.7 3.7 8.7 1.0 46.7

男性20-29歳 591 21.0 19.8 19.8 11.3 14.9 19.6 8.3 5.8 10.2 4.9 10.3 0.2 46.9

男性30-39歳 672 21.7 22.0 26.8 14.6 18.8 18.3 7.0 7.0 9.2 4.3 9.8 0.1 43.0

男性40-49歳 891 26.4 26.3 30.8 11.8 22.9 28.2 5.4 4.5 9.2 3.9 11.4 1.2 35.8

男性50-59歳 794 24.8 29.2 30.6 13.6 26.4 30.9 4.5 4.3 6.9 6.2 11.2 0.8 35.1

男性60-69歳 798 24.6 31.5 38.3 14.4 31.5 37.1 2.0 3.6 5.0 6.1 8.1 1.5 28.6

男性70歳以上 1330 26.8 41.7 41.6 14.8 40.8 40.8 1.1 4.4 6.0 8.1 7.1 1.1 22.8

女性（計） 5401 25.7 33.6 34.9 14.0 27.2 33.8 5.5 6.2 10.7 6.7 10.5 1.1 28.0

女性15-19歳 292 29.1 19.5 25.0 11.0 16.8 13.7 9.2 8.2 12.3 2.7 10.6 1.0 38.4

女性20-29歳 618 20.1 23.0 26.5 8.4 18.0 18.9 9.1 5.5 11.8 4.2 15.0 0.2 43.0

女性30-39歳 704 25.3 30.5 30.3 14.1 21.2 28.8 11.1 6.3 11.8 3.8 14.5 1.1 34.9

女性40-49歳 892 26.8 33.5 35.0 13.2 24.0 30.0 7.6 6.3 12.0 6.8 13.5 1.2 29.1

女性50-59歳 791 27.9 35.9 34.1 16.6 28.6 37.5 4.6 6.3 10.6 6.8 9.2 1.9 24.8

女性60-69歳 788 25.0 36.2 36.3 15.1 31.7 43.0 1.9 4.9 9.3 7.6 6.7 1.1 22.6

女性70歳以上 1316 26.2 40.4 43.2 15.4 35.6 42.9 1.1 6.6 9.4 9.4 7.1 0.8 19.1
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n=

新型コロナウイル

スの流行状況

（全国）

新型コロナウイル

スの流行状況

（あなたがお住

まいの地域）

新型コロナウイル

スの今後の流行

状況

新型コロナウイル

スの感染予防方

法

ワクチン接種に

関する情報

治療薬の開発と

供給の見通し

生活や仕事の

支援に関する情

報（テレワーク、

育児との両立な

ど）

感染予防しなが

らできる運動や

学習に関する情

報

不安やストレス

への対処法・リ

ラックス方法に関

する情報

相談窓口に関

する情報

経済的なサポー

トに関する情報

その他　具体的

に：

知りたいことはな

い

TOTAL 10812 25.2 31.6 33.6 13.7 27.2 32.0 4.9 5.6 9.2 6.2 9.9 1.0 31.1

あった 1600 25.1 26.6 31.2 13.7 24.0 28.6 6.6 5.9 9.8 5.6 10.8 1.1 31.2

ない 9046 25.6 33.0 34.6 13.8 28.1 33.0 4.6 5.6 9.2 6.4 9.9 1.0 30.3

答えたくない 166 6.0 6.0 7.2 7.8 10.8 6.6 2.4 3.6 4.2 1.2 2.4 0.0 73.5

25.2

31.6
33.6

13.7
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32.0
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18．感染症の流行が今後の心の健康に影響を与える不安 

問28 不安となる対象（自身の心の健康）・経年比較（前回：問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかをたずねたところ、令和４年度は「不安はない(計)」が34.7％

で、令和３年度の36.5％と比較して1.8ポイント低くなっている。 

また、「不安だ（計）」と回答した人は令和４年度で23.9％となっており、令和３年度の23.1％か

ら0.8ポイント高くなっている。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

  

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ（計）

■ 令和３年度 8322 5.3 31.3 40.4 18.7 4.4 36.5 23.1

■ 令和４年度 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

5.3

31.3

40.4
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(%)
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問28 不安となる対象（子どもの成長）・経年比較（前回：問26） 

子どもの成長において、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健

康に影響を与える可能性について不安があるかをたずねたところ、令和４年度は「不安はない(計)」

が34.3％で、令和３年度の36.5％と比較して2.2ポイント低くなっている。 

また、「不安だ(計)」と回答した人は令和４年度で21.2％となっており、令和３年度の21.6％から

0.4ポイント低くなっている。 

 

＜子どもの成長＞ 

【問5で子どもがいると回答した方】 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

  

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

■ 令和３年度 5345 7.2 29.3 41.9 18.1 3.4 36.5 21.6

■ 令和４年度 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2
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(%)
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問28 不安となる対象（年代別）・経年比較（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを年代別にみると、「不安はない（計）」は［自身の心の健康］、［子

どもの成長］いずれも70歳以上が最も高く、４割以上となっている。一方、30歳代-40歳代では、［自

身の心の健康］、［子どもの成長］の「不安はない（計）」は、他の年代よりも低い傾向となっている。

同時に、「不安だ（計）」では30歳代-40歳代が高く、［子どもの成長］においても20歳代とともに他

の年代より高い傾向がみられる。 

 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「子どもの成長」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

※n=30未満は参考値 

 

 

  

（%）

n=

全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 8322 5.3 31.3 40.4 18.7 4.4 36.5 23.1

15-19歳 122 4.1 27.9 45.1 13.1 9.8 32.0 23.0

20-29歳 611 5.7 26.7 45.2 16.5 5.9 32.4 22.4

30-39歳 948 6.0 23.6 42.7 20.7 7.0 29.6 27.6

40-49歳 1355 4.6 23.3 44.1 21.1 6.8 28.0 27.9

50-59歳 1406 5.3 25.2 42.2 22.4 4.9 30.5 27.3

60-69歳 1441 4.5 34.7 39.1 18.0 3.7 39.2 21.7

70歳以上 2439 5.6 41.4 35.6 15.7 1.6 47.0 17.3

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

15-19歳 604 9.3 25.8 42.2 15.7 7.0 35.1 22.7

20-29歳 1217 5.1 26.0 45.3 17.4 6.2 31.1 23.7

30-39歳 1381 5.6 23.8 42.6 21.4 6.7 29.4 28.0

40-49歳 1788 4.3 21.8 44.1 21.3 8.6 26.0 29.9

50-59歳 1585 4.9 26.6 43.3 19.5 5.7 31.5 25.2

60-69歳 1589 5.2 32.8 41.2 17.9 2.9 38.0 20.8

70歳以上 2648 5.6 39.5 36.0 16.9 2.1 45.1 19.0

TOTAL 5345 7.2 29.3 41.9 18.1 3.4 36.5 21.6

20-29歳 89 5.6 22.5 31.5 27.0 13.5 28.1 40.4

30-39歳 405 2.0 20.0 34.3 34.8 8.9 22.0 43.7

40-49歳 708 3.0 21.0 37.0 33.5 5.5 24.0 39.0

50-59歳 866 5.8 27.1 42.6 19.9 4.6 32.9 24.5

60-69歳 1122 7.8 31.7 46.5 11.9 2.0 39.6 13.9

70歳以上 2155 9.8 33.7 42.7 12.2 1.6 43.5 13.7

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

15-19歳 11 9.1 0.0 72.7 9.1 9.1 9.1 18.2

20-29歳 162 3.1 24.7 35.8 25.3 11.1 27.8 36.4

30-39歳 581 2.2 20.3 35.1 32.7 9.6 22.5 42.3

40-49歳 936 3.6 18.1 39.4 29.1 9.8 21.7 38.9

50-59歳 951 7.2 25.9 45.6 17.5 3.9 33.0 21.3

60-69歳 1186 8.4 31.4 47.2 11.4 1.6 39.8 13.0

70歳以上 2344 10.0 30.5 47.5 10.3 1.7 40.5 12.0

令和3年度

令和4年度

ご自身の心の

健康

令和4年度

令和3年度

子どもの成長
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）・性年代別（前回：問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを性年代別にみると、男性10歳代（40.0％）と男性70歳以上

（43.8％）、女性70歳以上（46.3％）は「不安はない（計）」と４割以上の人が回答している一方、

女性30歳代-40歳代では、３割以上が「不安だ（計）」と回答している。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。 

あるいは不安はありませんか。それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

男性（計） 5376 6.2 29.3 44.5 15.9 4.2 35.4 20.1

男性15-19歳 300 10.3 29.7 43.0 12.0 5.0 40.0 17.0

男性20-29歳 591 6.9 27.7 48.7 12.5 4.1 34.7 16.6

男性30-39歳 672 6.3 26.2 45.8 16.4 5.4 32.4 21.7

男性40-49歳 891 4.9 22.2 47.6 17.4 7.9 27.2 25.3

男性50-59歳 794 6.3 23.6 46.2 19.1 4.8 29.8 23.9

男性60-69歳 798 5.5 32.0 45.0 14.9 2.6 37.5 17.5

男性70歳以上 1330 5.9 37.9 38.9 15.7 1.5 43.8 17.2

女性（計） 5401 4.6 29.6 38.4 21.5 6.0 34.2 27.5

女性15-19歳 292 8.2 22.6 41.8 19.2 8.2 30.8 27.4

女性20-29歳 618 3.4 24.4 42.2 21.7 8.3 27.8 29.9

女性30-39歳 704 5.1 21.4 39.6 26.0 7.8 26.6 33.8

女性40-49歳 892 3.5 21.2 40.8 25.3 9.2 24.7 34.5

女性50-59歳 791 3.5 29.6 40.3 19.8 6.7 33.1 26.5

女性60-69歳 788 4.9 33.8 37.2 21.1 3.0 38.7 24.1

女性70歳以上 1316 5.2 41.0 33.1 18.0 2.7 46.3 20.7

5.4

29.4

41.4

18.7

5.1

34.7

23.9
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問28 不安となる対象（子どもの成長）・性年代別（前回：問26） 

子どもの成長において、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健

康に影響を与える可能性について不安があるかを性年代別にみると、「不安だ（計）」と回答した人

の割合は、男性30歳代-40歳代で３割以上、女性30歳代‐40歳代で４割以上となっている。一方、

「不安はない（計）」と回答した人の割合は、男性60歳代以上と女性70歳以上で４割を超えている。 

 

＜子どもの成長＞ 

【問５で「子どもがいる」と回答した方】 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。 

あるいは不安はありませんか。それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」  

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

男性（計） 2918 7.4 27.5 46.8 15.3 3.1 34.9 18.3

男性15-19歳 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

男性20-29歳 42 7.1 21.4 47.6 16.7 7.1 28.6 23.8

男性30-39歳 235 3.0 23.8 41.7 24.7 6.8 26.8 31.5

男性40-49歳 438 4.6 17.4 44.3 25.8 8.0 21.9 33.8

男性50-59歳 457 7.0 23.6 47.9 18.6 2.8 30.6 21.4

男性60-69歳 577 8.7 32.4 48.4 9.2 1.4 41.1 10.6

男性70歳以上 1166 8.9 31.4 47.4 11.1 1.2 40.3 12.3

女性（計） 3246 7.4 26.3 42.4 18.5 5.4 33.7 23.9

女性15-19歳 7 14.3 0.0 57.1 14.3 14.3 14.3 28.6

女性20-29歳 120 1.7 25.8 31.7 28.3 12.5 27.5 40.8

女性30-39歳 345 1.7 17.7 30.7 38.3 11.6 19.4 49.9

女性40-49歳 498 2.8 18.7 35.1 31.9 11.4 21.5 43.4

女性50-59歳 494 7.3 27.9 43.5 16.4 4.9 35.2 21.3

女性60-69歳 606 8.3 30.4 46.0 13.5 1.8 38.6 15.3

女性70歳以上 1176 11.1 29.6 47.6 9.5 2.2 40.6 11.7

7.4

26.9

44.5

17.0

4.3

34.3

21.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0(%)

※n=30未満は参考値
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問28 不安となる対象・就業形態別（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを就業形態別にみると、［自身の心の健康］では、「不安はない（計）」

と回答した人の割合は、［会社などの役員］が41.4％と最も高く、次いで［家事をしている（専業主

婦・主夫）］が40.0％となっている。 

また、［子どもの成長］では、「不安だ（計）」と回答した人の割合は、［パート・アルバイト］30.3％

が最も高く、次いで［正規の職員・従業員］が27.4％となっている。 

 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「子どもの成長」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

※n=30未満は参考値 

  

（%）

n=

全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

自営業主（内職者・自

由業者含む）
629 4.5 30.5 41.8 18.8 4.5 35.0 23.2

家族従業者 98 5.1 28.6 37.8 21.4 7.1 33.7 28.6

会社などの役員 215 9.8 31.6 41.4 14.4 2.8 41.4 17.2

正規の職員・従業員 2999 5.8 26.3 45.4 17.8 4.6 32.2 22.4

パート・アルバイト 1468 4.2 26.2 41.8 22.6 5.1 30.4 27.7

派遣社員・契約社員・

嘱託・非常勤
650 5.7 26.2 42.5 18.8 6.9 31.8 25.7

その他の雇用形態　具

体的に：
6 16.7 50.0 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0

家事をしている（専業

主婦・主夫）
1848 4.4 35.6 34.5 20.2 5.4 40.0 25.5

通学している（学生） 758 7.7 27.7 42.9 15.7 6.1 35.4 21.8

無職 2081 5.2 32.0 40.7 17.3 4.9 37.1 22.2

無職（新型コロナウイル

ス感染拡大の影響によ

る失職・離職）

47 6.4 12.8 42.6 21.3 17.0 19.1 38.3

その他　具体的に： 13 7.7 15.4 38.5 23.1 15.4 23.1 38.5

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

自営業主（内職者・自

由業者含む）
342 7.0 29.2 47.7 13.7 2.3 36.3 16.1

家族従業者 55 3.6 21.8 54.5 16.4 3.6 25.5 20.0

会社などの役員 153 15.0 23.5 48.4 11.1 2.0 38.6 13.1

正規の職員・従業員 1439 4.7 23.9 44.0 21.8 5.6 28.6 27.4

パート・アルバイト 861 5.0 25.0 39.7 24.0 6.3 30.0 30.3

派遣社員・契約社員・

嘱託・非常勤
309 7.1 26.9 49.2 14.2 2.6 34.0 16.8

その他の雇用形態　具

体的に：
3 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 66.7 0.0

家事をしている（専業

主婦・主夫）
1566 9.0 28.9 41.4 15.5 5.2 37.9 20.8

通学している（学生） 15 13.3 13.3 46.7 26.7 0.0 26.7 26.7

無職 1405 9.2 29.0 48.7 11.4 1.7 38.2 13.1

無職（新型コロナウイル

ス感染拡大の影響によ

る失職・離職）

16 6.3 31.3 56.3 0.0 6.3 37.5 6.3

その他　具体的に： 7 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 14.3 28.6

ご自身の心の健康

子どもの成長
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問28 不安となる対象・自身の感染経験別（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを自身の感染経験（問７）別にみると、［自身の心の健康］におい

ては感染経験の有無による「不安はない（計）」、「不安だ（計）」の差はいずれも１ポイント以内と

なっている。 

［子どもの成長］では、感染経験が［あった］人のほうが［ない］人よりも「不安だ（計）」が高

く、「不安はない（計）」は低くなっており、それぞれ４～６ポイント程度の差となっている。 

 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「子どもの成長」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

 

  

（%）

n=

TOTAL 全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

あった 1600 6.4 28.8 40.4 19.8 4.6 35.2 24.4

ない 9046 5.2 29.8 41.2 18.6 5.1 35.1 23.8

答えたくない 166 2.4 9.6 63.9 13.3 10.8 12.0 24.1

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

あった 950 7.2 23.6 42.9 20.9 5.4 30.7 26.3

ない 5172 7.5 27.6 44.5 16.3 4.0 35.1 20.3

答えたくない 49 0.0 12.2 71.4 8.2 8.2 12.2 16.3

ご自身の心の健康

子どもの成長
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）・不安やストレスの変化別（前回：問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを不安やストレスの変化（問８）別にみると、それぞれの不

安やストレスが［減少した（計）］と回答した人で、自身の心の健康に「不安はない（計）」と回答

した割合は、いずれも４割を超えている。 

一方、問８で［増加した（計）］と回答した人では、「不安はない（計）」と回答した割合は４

割未満となっており、［⑤悩みや心配事を相談できない不安やストレス］では22.3％であった。 

更に、［⑤悩みや心配事を相談できない不安やストレス］が［増加した（計）］人と［減少した

（計）］人を比べると、「不安だ（計）」において24.3ポイントの差となっている。 

（［増加した（計）］48.4％⇔［減少した（計）］24.1％） 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

  

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「増加した（計）」＝「増加した」＋「やや増加した」 

※「減少した（計）」＝「減少した」＋「やや減少した」 

※「仕事や収入、雇用についての不安やストレス」：問２で「家事をしている（専業主婦・主夫）」、「通学している(学生)」と回答

した人以外に聴取。 

※「学生生活、進路、就職活動についての不安やストレス」：問２で「通学している（学生）」と回答した人に聴取。 

※「子育てについての不安やストレス」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。 

  

38.0

40.8

32.2

41.9

48.4

26.6

25.3

25.7

17.9

24.1

0.010.020.030.040.050.060.0

環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：5208

減少した（計）：497)

仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：2871

減少した（計）：372)

学生生活、進路、就職活動についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：419

減少した（計）：35)

子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：2925

減少した（計）：432)

← 不安だ（計） 増加した（計）

減少した（計）
(%)

29.3

25.9

36.3

25.4

22.3

45.1

43.3

45.7

45.1

44.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不安はない（計）→
(%)
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＜不安となる対象（自身の心の健康）・不安やストレスの変化別＞ 

 

※n=30未満は参考値 

  

(%)

n=
全く不安はない あまり不安はない どちらともいえない やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

増加した 1233 5.4 12.5 21.2 33.6 27.4 17.8 61.0

やや増加した 3975 2.3 30.5 36.4 27.4 3.4 32.8 30.8

変わらない 5107 7.2 32.2 51.5 8.2 1.0 39.3 9.2

やや減少した 379 5.8 36.1 31.4 23.5 3.2 42.0 26.6

減少した 118 28.0 27.1 18.6 10.2 16.1 55.1 26.3

増加した（計） 5208 3.1 26.2 32.8 28.8 9.1 29.3 38.0

減少した（計） 497 11.1 34.0 28.4 20.3 6.2 45.1 26.6

TOTAL 8206 5.4 28.1 42.8 18.7 5.0 33.5 23.7

増加した 922 4.6 14.6 25.9 30.9 24.0 19.2 54.9

やや増加した 1949 3.0 26.1 36.8 29.7 4.4 29.1 34.1

変わらない 4963 6.0 31.1 49.2 12.1 1.5 37.2 13.6

やや減少した 271 7.4 34.3 33.2 20.3 4.8 41.7 25.1

減少した 101 19.8 27.7 26.7 11.9 13.9 47.5 25.7

増加した（計） 2871 3.5 22.4 33.3 30.1 10.7 25.9 40.8

減少した（計） 372 10.8 32.5 31.5 18.0 7.3 43.3 25.3

TOTAL 758 7.7 27.7 42.9 15.7 6.1 35.4 21.8

増加した 155 12.9 21.9 20.0 25.2 20.0 34.8 45.2

やや増加した 264 4.5 32.6 38.3 21.6 3.0 37.1 24.6

変わらない 304 6.6 26.3 60.2 6.3 0.7 32.9 6.9

やや減少した 23 13.0 34.8 39.1 13.0 0.0 47.8 13.0

減少した 12 25.0 16.7 8.3 8.3 41.7 41.7 50.0

増加した（計） 419 7.6 28.6 31.5 22.9 9.3 36.3 32.2

減少した（計） 35 17.1 28.6 28.6 11.4 14.3 45.7 25.7

TOTAL 6171 5.0 33.1 39.7 18.6 3.6 38.1 22.2

増加した 314 3.8 17.5 24.5 28.0 26.1 21.3 54.1

やや増加した 896 1.5 25.3 35.6 32.6 5.0 26.8 37.6

変わらない 4704 5.5 35.5 41.6 15.5 1.9 41.0 17.4

やや減少した 152 5.9 35.5 38.2 17.8 2.6 41.4 20.4

減少した 105 15.2 35.2 35.2 9.5 4.8 50.5 14.3

増加した（計） 1210 2.1 23.3 32.7 31.4 10.5 25.4 41.9

減少した（計） 257 9.7 35.4 37.0 14.4 3.5 45.1 17.9

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

増加した 815 7.2 12.6 18.4 28.6 33.1 19.9 61.7

やや増加した 2110 1.8 21.4 33.6 36.4 6.8 23.2 43.2

変わらない 7455 5.8 33.3 46.7 12.7 1.5 39.1 14.2

やや減少した 325 7.7 33.8 33.8 21.2 3.4 41.5 24.6

減少した 107 27.1 28.0 22.4 7.5 15.0 55.1 22.4

増加した（計） 2925 3.3 18.9 29.4 34.3 14.1 22.3 48.4

減少した（計） 432 12.5 32.4 31.0 17.8 6.3 44.9 24.1

環境の変化によ

る不安やストレス

仕事や収入、雇

用についての

不安やストレス

学生生活、進

路、就職活動に

ついての

不安やストレス

子育てについて

の不安やストレス

悩みや心配事を

相談できない

不安やストレス
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問28 不安となる対象（子どもの成長）・不安やストレスの変化別（前回：問26） 

子どもの成長において、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健

康に影響を与える可能性について不安があるかを不安やストレスの変化（問８）別にみると、それ

ぞれの不安やストレスが［減少した（計）］と回答した人で、子どもの成長に「不安はない（計）」

の回答は４割を超えている。 

一方、問８で不安やストレスが［増加した（計）］と回答した人では、「不安はない（計）」と

回答した割合は３割未満となっており、［④子育てについての不安やストレス］では17.2％であっ

た。 

更に、［④子育てについての不安やストレス］が［増加した（計）］人と［減少した（計）］人

を比べると、「不安だ（計）」において37.2ポイントの差となっている。 

（［増加した（計）］55.5％⇔［減少した（計）］18.3％） 

 

＜子どもの成長＞ 

【問5で、子どもがいると回答した方】 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「増加した（計）」＝「増加した」＋「やや増加した」 

※「減少した（計）」＝「減少した」＋「やや減少した」 

※「仕事や収入、雇用についての不安やストレス」：問２で「家事をしている（専業主婦・主夫）」、「通学している(学生)」と回答

した人以外に聴取。 

※「子育てについての不安やストレス」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

31.7

37.6

55.5

44.3

18.1

17.6

18.3

25.5

0.010.020.030.040.050.060.0

①環境の変化による不安やストレス

(n=増加した（計）：3060

減少した（計）：243)

②仕事や収入、雇用についての

不安やストレス

(n=増加した（計）：1421

減少した（計）：193)

④子育てについての不安やストレス

(n=増加した（計）：1210

減少した（計）：257)

⑤悩みや心配事を相談できない

不安やストレス

(n=増加した（計）：1426

減少した（計）：200)

← 不安だ（計） 増加した（計）

減少した（計）
(%)

27.4

22.4

17.2

19.2

42.0

48.2

45.1

42.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

不安はない（計）→
(%)
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＜不安となる対象（子どもの成長）・不安やストレスの変化別＞ 

 

※「学生生活、進路、就職活動についての不安やストレス」：問２で「通学している（学生）」と回答した人に聴取。ただし、サン

プル数が少なく（n=15）参考値となるため、グラフは未作成。また、コメントの内容についても対象外。 

※n=30未満は参考値 

  

(%)

n=
全く不安はない あまり不安はない どちらともいえない やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

増加した 621 3.9 13.8 32.5 29.1 20.6 17.7 49.8

やや増加した 2439 5.1 24.7 43.1 23.5 3.6 29.8 27.1

変わらない 2868 9.7 31.3 48.7 8.9 1.4 41.0 10.3

やや減少した 196 7.1 33.2 40.3 16.8 2.6 40.3 19.4

減少した 47 29.8 19.1 38.3 10.6 2.1 48.9 12.8

増加した（計） 3060 4.8 22.5 40.9 24.6 7.1 27.4 31.7

減少した（計） 243 11.5 30.5 39.9 15.6 2.5 42.0 18.1

TOTAL 4590 6.8 26.3 45.6 17.4 3.9 33.1 21.4

増加した 385 4.2 14.0 33.8 28.3 19.7 18.2 48.1

やや増加した 1036 2.6 21.4 42.2 28.5 5.3 24.0 33.8

変わらない 2976 8.2 28.9 49.0 12.4 1.4 37.2 13.8

やや減少した 135 9.6 40.0 31.1 15.6 3.7 49.6 19.3

減少した 58 19.0 25.9 41.4 10.3 3.4 44.8 13.8

増加した（計） 1421 3.0 19.4 39.9 28.4 9.2 22.4 37.6

減少した（計） 193 12.4 35.8 34.2 14.0 3.6 48.2 17.6

TOTAL 15 13.3 13.3 46.7 26.7 0.0 26.7 26.7

増加した 2 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0

やや増加した 9 11.1 11.1 55.6 22.2 0.0 22.2 22.2

変わらない 4 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0 25.0 50.0

やや減少した 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

減少した 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

増加した（計） 11 18.2 9.1 54.5 18.2 0.0 27.3 18.2

減少した（計） 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

増加した 314 2.9 9.2 19.7 33.8 34.4 12.1 68.2

やや増加した 896 1.0 18.0 29.9 43.8 7.4 19.0 51.1

変わらない 4704 8.5 29.5 49.4 10.8 1.7 38.1 12.5

やや減少した 152 5.3 35.5 36.8 19.1 3.3 40.8 22.4

減少した 105 25.7 25.7 36.2 8.6 3.8 51.4 12.4

増加した（計） 1210 1.5 15.7 27.3 41.2 14.4 17.2 55.5

減少した（計） 257 13.6 31.5 36.6 14.8 3.5 45.1 18.3

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

増加した 320 4.1 9.1 27.5 29.7 29.7 13.1 59.4

やや増加した 1106 1.7 19.3 39.1 32.9 7.1 21.0 40.0

変わらない 4545 8.8 29.9 47.6 11.9 1.8 38.6 13.8

やや減少した 151 6.6 33.1 33.1 23.8 3.3 39.7 27.2

減少した 49 28.6 22.4 28.6 18.4 2.0 51.0 20.4

増加した（計） 1426 2.2 17.0 36.5 32.2 12.1 19.2 44.3

減少した（計） 200 12.0 30.5 32.0 22.5 3.0 42.5 25.5

環境の変化によ

る不安やストレス

仕事や収入、雇

用についての

不安やストレス

学生生活、進

路、就職活動に

ついての

不安やストレス

子育てについて

の不安やストレス

悩みや心配事を

相談できない

不安やストレス
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問28 不安となる対象・会話量の変化別（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを、会話量の変化（問13）のうち［家族との会話］、［友人との会

話］、［職場の人との会話］別にみると、［家族］、［職場］、［友人］いずれにおいても会話量が［増加

した（計）］人では、［減少した（計）］人と比べて今後の心の健康などに「不安はない（計）」と回

答した割合は高くなっており、「不安だ（計）」と回答した割合は低くなっている。 

また、［家族との会話］が［減少した］人では「とても不安だ」が25.6％と高くなっている。 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 
※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「家族との会話」：問７(2)ご家族で「家族はいない」と回答した人以外に聴取。 

※「職場の人との会話」：問２で「家事をしている（専業主婦・主夫）」、「通学している(学生)」、「無職」、「無職（新型コロナウイ

ルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した人以外に聴取。 

  

（%）

n=

全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10580 5.3 29.3 41.5 18.7 5.1 34.6 23.9

増加した 331 20.8 27.8 18.1 20.8 12.4 48.6 33.2

やや増加した 1488 4.2 39.8 25.9 25.6 4.5 44.0 30.1

変わらない 7755 5.0 28.5 47.0 15.6 3.9 33.5 19.5

やや減少した 686 2.9 24.5 32.7 32.4 7.6 27.4 39.9

減少した 320 5.9 14.1 24.1 30.3 25.6 20.0 55.9

増加した（計） 1819 7.2 37.6 24.5 24.7 5.9 44.8 30.7

減少した（計） 1006 3.9 21.2 29.9 31.7 13.3 25.0 45.0

TOTAL 6141 7.3 26.9 44.5 17.0 4.3 34.2 21.3

増加した 171 14.6 21.1 31.0 21.1 12.3 35.7 33.3

やや増加した 871 4.8 31.3 32.7 26.4 4.7 36.2 31.1

変わらない 4531 7.6 26.9 47.9 14.3 3.2 34.5 17.5

やや減少した 403 6.2 23.3 40.2 23.8 6.5 29.5 30.3

減少した 165 8.5 17.6 35.8 20.6 17.6 26.1 38.2

増加した（計） 1042 6.4 29.7 32.4 25.5 6.0 36.1 31.5

減少した（計） 568 6.9 21.7 38.9 22.9 9.7 28.5 32.6

TOTAL 6078 5.4 26.9 43.6 19.1 5.0 32.4 24.1

増加した 104 23.1 38.5 16.3 15.4 6.7 61.5 22.1

やや増加した 422 5.7 37.9 28.9 24.4 3.1 43.6 27.5

変わらない 4510 5.3 25.6 49.0 16.4 3.7 30.9 20.0

やや減少した 727 2.9 30.1 29.7 29.4 7.8 33.0 37.3

減少した 315 6.3 21.0 25.7 28.6 18.4 27.3 47.0

増加した（計） 526 9.1 38.0 26.4 22.6 3.8 47.1 26.4

減少した（計） 1042 3.9 27.4 28.5 29.2 11.0 31.3 40.2

TOTAL 3169 5.7 25.0 44.1 20.2 4.9 30.8 25.1

増加した 43 14.0 25.6 18.6 32.6 9.3 39.5 41.9

やや増加した 188 4.3 34.6 28.2 27.1 5.9 38.8 33.0

変わらない 2357 6.3 24.0 48.6 17.0 4.1 30.3 21.1

やや減少した 429 3.0 26.8 33.3 30.3 6.5 29.8 36.8

減少した 152 4.6 23.7 32.2 28.9 10.5 28.3 39.5

増加した（計） 231 6.1 32.9 26.4 28.1 6.5 39.0 34.6

減少した（計） 581 3.4 26.0 33.0 29.9 7.6 29.4 37.5

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

増加した 152 25.7 40.8 13.8 15.1 4.6 66.4 19.7

やや増加した 558 8.4 41.2 23.5 21.9 5.0 49.6 26.9

変わらない 6444 5.8 27.8 49.4 13.5 3.4 33.6 16.9

やや減少した 2301 2.9 33.0 33.0 26.5 4.5 35.9 31.0

減少した 1357 3.9 24.4 27.9 29.3 14.5 28.3 43.8

増加した（計） 710 12.1 41.1 21.4 20.4 4.9 53.2 25.4

減少した（計） 3658 3.3 29.8 31.1 27.6 8.2 33.1 35.8

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

増加した 32 25.0 25.0 28.1 21.9 0.0 50.0 21.9

やや増加した 219 4.6 37.4 33.3 20.1 4.6 42.0 24.7

変わらない 3481 8.5 27.2 48.9 12.7 2.7 35.7 15.4

やや減少した 1585 5.0 28.2 40.9 22.2 3.7 33.2 25.9

減少した 854 7.1 20.6 36.8 23.5 11.9 27.8 35.5

増加した（計） 251 7.2 35.9 32.7 20.3 4.0 43.0 24.3

減少した（計） 2439 5.8 25.5 39.4 22.7 6.6 31.3 29.2

職場の人との

会話

ご自身の心の

健康

子どもの成長

友人との会話

ご自身の心の

健康

子どもの成長

家族との会話

ご自身の心の

健康

子どもの成長
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問28 不安となる対象・悩みや心配事を聞いてくれる人の有無別（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを、悩みや心配事を聞いてくれる人の有無（問19）別にみると、

[自身の心の健康]について「不安はない（計）」は、［悩みや心配事を聞いてくれる人がいる］37.9％、

［あてはまる人は特にいない］19.9％となっており、18ポイントの差となっている。 

[子どもの成長]では、「不安はない（計）」において［悩みや心配事を聞いてくれる人がいる］34.8％、

［あてはまる人は特にいない］24.0％となっており、10.8ポイントの差となっている。 

 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「子どもの成長」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

※「悩みや心配事を聞いてくれる人がいる」は、問19で「あてはまる人は特にいない」または「悩みや心配事は特にない」以外

を回答した人を指す。 

  

（%）

n=

全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 10812 5.4 29.4 41.4 18.7 5.1 34.7 23.9

悩みや心配事を聞いてくれる人がいる 8036 5.2 32.7 36.9 20.6 4.7 37.9 25.2

あてはまる人は特にいない 1732 3.3 16.5 53.8 17.5 8.8 19.9 26.3

悩みや心配事は特にない 1044 10.3 24.8 55.7 6.4 2.7 35.2 9.1

TOTAL 6171 7.4 26.9 44.5 17.0 4.3 34.3 21.2

悩みや心配事を聞いてくれる人がいる 5002 7.2 27.7 42.5 18.5 4.2 34.8 22.7

あてはまる人は特にいない 703 4.0 20.1 54.9 14.2 6.8 24.0 21.1

悩みや心配事は特にない 466 14.8 28.8 50.9 4.1 1.5 43.6 5.6

子どもの成長

ご自身の心の健康
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）（過去１年程度での感染経験別）・経年比較（前回：

問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを、令和３年度から令和４年度の過去１年程度に絞った感染

経験別にみると、［感染あり］の「不安だ（計）」は令和３年度20.1％から令和４年度22.5％で2.4ポ

イントの上昇であるのに対し、[感染なし]では同期間に0.5ポイントの低下（22.7％⇒22.2％）とな

っており、［感染あり］ではやや上昇傾向がみられる。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

※問７において、自身の感染が令和３年度は「ない」と回答し、令和４年度は「あった」または「ない」と回答した継続回答者。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

 

  

20.1

22.5

22.7

22.2

0.010.020.030.040.050.0

令和３年度

(感染あり：n=770

感染なし：n=5695)

令和４年度

(感染あり：n=770

感染なし：n=5695)

←不安だ（計） 感染あり

感染なし

(%)

37.3

35.5

38.0

36.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

不安はない（計）→ (%)

（%）

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

感染あり 770 6.0 31.3 42.6 18.3 1.8 37.3 20.1

感染なし 5695 5.2 32.8 39.3 18.3 4.4 38 22.7

感染あり 770 5.7 29.7 42.1 19.4 3.1 35.5 22.5

感染なし 5695 5.2 31.4 41.1 17.6 4.6 36.7 22.2

令和3年度

令和4年度
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問28 不安となる対象（子どもの成長）（過去１年程度での感染経験別）・経年比較（前回：問

26） 

子どもの成長において、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健

康に影響を与える可能性について不安があるかを、令和３年度から令和４年度の過去１年程度に絞

った感染経験別にみると、［感染あり］の「不安はない（計）」は令和３年度34.5％から令和４年度

30.7％で3.8ポイントの低下であるのに対し、[感染なし]では同期間に1.9ポイントの低下（38.4％

⇒36.5％）となっており、［感染あり］のほうが大きく低下している。 

 

＜子どもの成長＞ 

【問5で、子どもがいると回答した方】 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

 

※問７において、自身の感染が令和３年度は「ない」と回答し、令和４年度は「あった」または「ない」と回答した継続回答者。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

 

  

25.6

24.3

19.5

17.3

0.010.020.030.040.050.0

令和３年度

(感染あり：n=571

感染なし：n=3729)

令和４年度

(感染あり：n=580

感染なし：n=3729)

←不安だ（計） 感染あり

感染なし
(%)

34.5

30.7

38.4

36.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

不安はない（計）→ (%)

（%）

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

感染あり 571 5.8 28.7 39.9 22.8 2.8 34.5 25.6

感染なし 3729 7.8 30.6 42.1 16.4 3.1 38.4 19.5

感染あり 580 7.8 22.9 45.0 19.8 4.5 30.7 24.3

感染なし 3729 7.9 28.6 46.2 14.2 3.1 36.5 17.3

令和3年度

令和4年度
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）（非正規の未婚単身女性）・経年比較（前回：問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを非正規の未婚単身女性でみると、「不安だ（計）」が令和３

年度43.5％から令和４年度36.5％となっており、７ポイント低くなっている。 

ただし内訳としては「やや不安だ」の低下が大きく、「とても不安だ」は令和３年度10.9％から令

和４年度14.3％となっており、3.4ポイントの上昇となっている。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※非正規の未婚単身女性：新規／復活／継続回答者問わず問１で「単身世帯」かつ問２で「派遣社員・契約社員・嘱託・非

常勤」、更に問４で「未婚」と回答した女性。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

 

  

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

■ 令和3年度 46 2.2 23.9 30.4 32.6 10.9 26.1 43.5

■ 令和4年度 63 6.3 20.6 36.5 22.2 14.3 27.0 36.5

2.2

23.9

30.4
32.6

10.9

26.1

43.5

6.3

20.6

36.5

22.2

14.3

27.0

36.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

令和3年度 令和4年度

(%)
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）（未婚単身男性の40歳代-50歳代）・経年比較（前回：

問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを未婚単身男性の40歳代-50歳代でみると、自身の心の健康

において「不安だ（計）」が令和３年度25.7％から令和４年度31.0％となっており、5.3ポイント上

昇している。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※未婚単身男性の40歳代-50歳代：新規／復活／継続回答者問わず問１で「単身世帯」、及び問４で「未婚」と回答した40

歳代-50歳代の男性。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

  

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

■ 令和3年度 218 3.7 25.2 45.4 16.5 9.2 28.9 25.7

■ 令和4年度 268 5.6 16.8 46.6 20.9 10.1 22.4 31.0

3.7

25.2

45.4

16.5

9.2

28.9

25.7

5.6

16.8

46.6

20.9

10.1

22.4

31.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

令和3年度 令和4年度

(%)
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問28 不安となる対象（子どもを持つ20歳代-40歳代）・経年比較（前回：問26） 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、今後心の健康などに影響を与

える可能性について不安があるかを子どもを持つ20歳代-40歳代でみると、［自身の心の健康］では、

「不安だ（計）」は令和３年度、令和４年度ともに３割未満となっている。 

性別にみると、男性（計）は令和３年度、令和４年度ともに２割弱となっているのに対し、女性

（計）では３割程度となっている。 

 

子どもを持つ20歳代-40歳代の［子どもの成長］では、「不安だ（計）」は令和３年度、令和４年度

ともに４割程度となっている。 

性別にみると、男性（計）は令和３年度、令和４年度ともに３割強となっているのに対し、女性

（計）では４割強となっている。 

 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 

※子どもを持つ20歳代-40歳代：新規／復活／継続回答者問わず問５で子どもが「いる」と回答した20歳代-40歳代の男性

及び女性。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

※「子どもの成長」：問５で子どもが「いる」と回答した人に聴取。  

※n=30未満は参考値 

  

（%）

n=

全く不安はな

い

あまり不安は

ない

どちらともいえ

ない

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

TOTAL 1200 4.2 26.3 44.8 20.0 4.8 30.5 24.8

男性（計） 525 5.0 28.0 48.0 16.8 2.3 33.0 19.0

男性20-29歳 25 12.0 32.0 44.0 12.0 0.0 44.0 12.0

男性30-39歳 162 4.3 30.9 44.4 16.0 4.3 35.2 20.4

男性40-49歳 338 4.7 26.3 50.0 17.5 1.5 31.1 18.9

女性（計） 675 3.6 25.0 42.2 22.5 6.7 28.6 29.2

女性20-29歳 63 4.8 30.2 44.4 15.9 4.8 34.9 20.6

女性30-39歳 242 2.9 24.0 45.9 21.1 6.2 26.9 27.3

女性40-49歳 370 3.8 24.9 39.5 24.6 7.3 28.6 31.9

TOTAL 1678 4.1 25.8 42.4 21.5 6.2 29.9 27.7

男性（計） 715 5.3 29.1 45.9 15.2 4.5 34.4 19.7

男性20-29歳 42 7.1 40.5 40.5 11.9 0.0 47.6 11.9

男性30-39歳 235 6.0 33.2 43.8 14.0 3.0 39.1 17.0

男性40-49歳 438 4.8 25.8 47.5 16.2 5.7 30.6 21.9

女性（計） 963 3.2 23.4 39.8 26.2 7.5 26.6 33.6

女性20-29歳 120 3.3 30.0 43.3 18.3 5.0 33.3 23.3

女性30-39歳 345 4.3 22.0 40.9 26.4 6.4 26.4 32.8

女性40-49歳 498 2.4 22.7 38.2 27.9 8.8 25.1 36.7

TOTAL 1200 2.8 20.7 35.8 33.5 7.3 23.5 40.8

男性（計） 525 3.4 21.9 40.8 30.1 3.8 25.3 33.9

男性20-29歳 25 8.0 28.0 40.0 20.0 4.0 36.0 24.0

男性30-39歳 162 3.1 19.8 39.5 30.9 6.8 22.8 37.7

男性40-49歳 338 3.3 22.5 41.4 30.5 2.4 25.7 32.8

女性（計） 675 2.4 19.7 31.9 36.1 9.9 22.1 46.1

女性20-29歳 63 4.8 19.0 28.6 30.2 17.5 23.8 47.6

女性30-39歳 242 1.2 19.8 31.0 37.6 10.3 21.1 47.9

女性40-49歳 370 2.7 19.7 33.0 36.2 8.4 22.4 44.6

TOTAL 1678 3.1 19.4 37.6 30.0 9.9 22.5 39.9

男性（計） 715 4.2 19.7 43.6 24.9 7.6 23.9 32.4

男性20-29歳 42 7.1 21.4 47.6 16.7 7.1 28.6 23.8

男性30-39歳 235 3.0 23.8 41.7 24.7 6.8 26.8 31.5

男性40-49歳 438 4.6 17.4 44.3 25.8 8.0 21.9 33.8

女性（計） 963 2.3 19.2 33.1 33.7 11.6 21.5 45.4

女性20-29歳 120 1.7 25.8 31.7 28.3 12.5 27.5 40.8

女性30-39歳 345 1.7 17.7 30.7 38.3 11.6 19.4 49.9

女性40-49歳 498 2.8 18.7 35.1 31.9 11.4 21.5 43.4

令和3年度

令和4年度

ご自身の心の

健康

子どもの成長

令和3年度

令和4年度
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問28 不安となる対象（自身の心の健康）（コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代）・経年比較

（前回：問26） 

自身について、新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が心の健康に影響

を与える可能性について不安があるかを、新型コロナウイルス感染症が拡大してから無職となった

10歳代-50歳代でみると、自身の心の健康において「不安だ（計）」が令和３年度54.7％から令和４

年度39.7％となっており、15ポイント低下している。 

ただし、内訳としては「やや不安だ」の低下が大きく、「とても不安だ」は令和３年度20.3％から

令和４年度19.1％となっており、1.2ポイントの低下となっている。 

 

＜自身の心の健康＞ 

新型コロナウイルス感染症流行による困難の経験や生活の変化が、 

今後、心の健康などに影響を与える可能性について不安はありますか。あるいは不安はありませんか。 

それぞれについてお答えください。（単数回答） 

 

 
※コロナ禍で無職となった10歳代-50歳代：復活／継続回答者において令和２年度または令和３年度に問２で有職（「専業

主婦・主夫」、「学生」、「無職」、「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」以外）と回答したものの、

令和４年度には問２で「無職」と回答した10歳代-50歳代の人と、新規／復活／継続回答者問わず令和２年度から令和４

年度の各年において問２で「無職（新型コロナウイルス感染拡大の影響による失職・離職）」と回答した10歳代-50歳代の

人の合計。 

※「不安はない（計）」＝「全く不安はない」＋「あまり不安はない」 

※「不安だ（計）」＝「とても不安だ」＋「やや不安だ」 

 

n=

全く不安はない あまり不安はな

い

どちらともいえな

い

やや不安だ とても不安だ 不安はない

（計）

不安だ

（計）

■ 令和3年度 64 1.6 12.5 31.3 34.4 20.3 14.1 54.7

■ 令和4年度 68 2.9 10.3 47.1 20.6 19.1 13.2 39.7
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参考 モニター調査 調査票 
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報告書の公表計画 

本事業の報告書は、事業実施主体である株式会社インテージリサーチのホームページにて公開

する。 
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