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コロナ前に比べてシフトが減少したパート・アルバイト就業女性の割合は、27.3％。
流行前と比べて世帯年収が３割以上減少した者の割合は 64.6％。
職場の服にかける予算が 5,000 円未満の割合は、コロナ前 50.8％、コロナ禍 71％。
女性の暮らしと生活に関するデータを網羅。マーケティングに役立つ資料を多数掲載。

● 「コロナ禍の今、人生で 1 番体力が落ちている」と思うと回答した
20 ～ 49 歳の女性の割合……57.9％

● 「加齢よりも、在宅（勤務）のほうが老化に影響している」と思うと
回答した 20 ～ 49 歳の女性の割合……52.7％

● 在宅ワークをするようになって感じる、からだの不調
　 1位 肩こり 57.8％　2 位 腰痛 35.8％　3 位 眼精疲労 33.8％
● 労働力人口に占める女性の割合……

39.7％（1985 年） → 44.4％（2019 年）
● 女性の労働力人口の増加……

2,367千人（1985 年） → 3,058千人（2019 年）
● 新成人の女性が「結婚したい」と思う年齢
　 1 位 25歳（25.9％）　2 位 26歳（17.9％）　3 位 27歳（14.7％）
● 婚活サービスを通じて結婚した人の割合の推移……

1.4％（2000 年） → 13.0％（2019 年）
●  20 代・30 代の女性で結婚相手に求める年収額を 300 万円以上

と回答した割合……90.6％
● 20 代・30 代の女性で年収額が 300 万円未満の割合……65.0％
●  「住宅の購入を検討している」と回答した 20 ～ 54 歳の女性の割合

……17.4％
●  女性のコロナ禍前と 2020 年 7 ～ 8 月現在の働き方別の
　 「収入が減った」と回答した人の割合……

　 正社員 19.3％　　非正規 36.8％　　自営業 67.3％
●  「コロナウイルス流行以前と比べて世帯の収入が減った」と回答した 

パート・アルバイトの女性の割合……84.6％
● クレジットカードによる決済金額が伸びた業種
　 1 位 玩具、娯楽品 52.3％　　2 位 ホームセンター 27.9％　
　 3 位 スーパー 18.6％　　　　4 位 飲食小売り 16.2％
　 5 位 ペット関連 12.8％　　　6 位 EC モール・通販　12.0％
● 主婦が「支出が減った」と思うと回答した項目……　
　 1 位 レジャー費 65.2％　2 位 外食費 44.1％　3 位 衣料費 24.1％

【見本】

コロナ禍で変化する女性の暮らしと生活に対する意識 !
ウィズコロナに対応した女性の消費行動と生活様式を考える
ためのデータ集。
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働く主婦が新型コロナ感染拡大による 
自粛生活のために新たに利用したサービス

女性の消費、生活行動からウィズコロ
ナ経済を考えるヒントがあります。



三冬社ホームページには すべてのデータ集を掲載　http://www.santho.net/

マーケティング調査・企画提案・研究・経営改善・講義・論文作成に
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新型コロナウイルス感染症による影響は？　
新しい日常における若者と高齢者の生活の変化にとも
なう様々な課題について考えるためのデータ集。

少子高齢社会
総合統計年報 2021

例えばこんなことがわかる・図表グラフが 900 点以上掲載
女性の暮らしに関する様々なデータがこの1冊にまとまった

主な内容紹介

１章  官庁統計によるデータ
人口／出生・死亡・婚姻・離婚／母と子どもの成長年齢／平均寿命／家計／消費動向／ 
社会意／雇用状況／女性の管理職／賃金構造／健康課題／母子世帯の状況　など

2章   新型コロナによる女性への影響
シニア女性のコロナ禍における生活と意識／パート・アルバイト就業女性の働き方の変
化／アフターコロナの副業意識／コロナ禍の家計への影響／主婦の消費行動／女性の
日常的な運動・スポーツの変化／新型コロナにおける美容への意識・行動の変化　など

3章   社会・仕事に関するデータ
働く女性の実情／働く女性のキャリア観／女性社長分析 2021 年／ワーキングママの
働き方／働く女性のホンネ／女性の転職／在宅勤務／女性の活躍と両立支援／Ｚ世代
の将来に関する意識など

4章   結婚・家族に関するデータ
婚活実態調査 2020 ／結婚生活観／ひとり暮らしと実家暮らし女性が考える恋愛観／新
婚生活に向けた消費・新婚夫婦の家計管理／独身 20 代 30 代女性にきく理想の結婚と
お金事情／コロナ前後にみる夫婦の育児・家事／子育て中の親の外出／夫婦の関係など

5章   家計・消費に関するデータ
20 ～ 40 代女性の金銭感覚／ 20 代独身女性のお金の使い方／働く女性
の貯蓄・節約・ごほうび／夫婦の毎月のお小遣いとへそくり事情／ 20 代
男女の貯金と資産運用／エシカル消費／ 20 代～ 40 代女性のフリマアプ
リの活用／ 20 ～ 30 代のファッション事情　など

6章   健康・美容に関するデータ
スポーツ・運動の実施状況／健康意識／「生理」に関する意識／乳がんア
ンケート／ボディケア／在宅ワーク女性の体の不調／働く女性の足の冷え
とむくみ／ヘアケア意識／睡眠実態／美容への意識／平成から令和へスキ
ンケア・メークの行動と意識のうつりかわり／美容室／リラクゼーション　
など

7章   余暇・生活全般に関するデータ
人生の満足度／自宅の過ごし方／女性が遊んでいるスマホゲーム／アウト
ドア活動／習い事に関する意識／現在、必要ないと思うもの／社会運動へ
の参加／おひとり様行動　など
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載
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1-19-5
女性の健康に関して行政が力を

入れるべきこと（複数回
答）
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12 主婦の消費行動
（株）OKB総研「第23回『

主婦の消費行動に関する
アンケート』結果」（配布

調査）
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91名）

2-12-1 主婦の景況感の推移
（2016年～2020年） 図表

2-12-2 主婦の景況 D.I. の推移
（2006年～2020年） 図表
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2-12-5 家計収入の推移（2016年～2020年） 
図表

2-12-6 家計支出の推移（2016年～2020年） 
図表
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の影響

しゅふ JOB 総合研究所「働くママに聞く " 家計と消費 " の現状。解消したい " 負担 " とは？」（インターネット調査）

2021年3月調査、ビースタイル スマートキャリア及び求人サイト「しゅふ JOB パート」登録者の子どもがいる女性対象（有効

回答者数：541名）
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（注）コロナ禍発生前のデータは、2019 年 12 月の「家計の消費を握る、 

働くママの『ゆとり』と『負担』」の調査結果より。
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（注）コロナ禍発生前のデータは、2019 年 12 月の「家計の消費を握る、働くママの『ゆとり』

と『負担』」の調査結果より。

（注）コロナ禍発生前のデータは、2019 年 12 月の「家計の消費を握る、 

働くママの『ゆとり』と『負担』」の調査結果より。
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14 在宅勤務
楽天インサイト（株）「在宅勤務に関する調査」（インターネット調査）
2020年4月調査、スクリーニング調査：全国20歳～69歳のパート・アルバイト、自由業・フリーランスを除く有職者の男女対象（回

収サンプル数：9,628サンプル）、本調査：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、在宅勤務を始めた・在宅勤務の頻度が

増えた者対象（回収サンプル数：1,000サンプル）

3-14-3
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による在宅勤務をしているか

図表
3-14-4

都道府県別、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で在宅勤務を始めた・頻度が増えた割合
図表
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（注）スクリーニング調査による結果

（注）スクリーニング調査による結果

3-14-1 勤務先で在宅勤務の制度が導入されているか
図表

3-14-2 都道府県別、勤務先で在宅勤務の制度が導入されている割合
図表
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（注）スクリーニング調査による結果

（注）スクリーニング調査による結果
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1 20代の金銭感覚SMBCコンシューマーファイナンス調べ「20代の金銭感覚についての意識調査2021」（インターネット調査）

2020年11月調査、ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする20歳～29歳の男女1,000名対象
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5-1-1 毎月自由に使えるお金の平均額
の変化（2019年・2020年）

図表

5-1-2 現在の自分の貯蓄状況について
不安を感じている人の割合

図表
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5-1-3 消費行動について、自身の考えや状況にどの程度あてはまるか（各単一回答）

図表
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7 女性の管理
職への意識

女の転職 type「データで知る『女性と仕事』 第29回 管理職ってどう？」（インターネット調査）

2021年6月調査、女の転職 type 会員対象（有効回答数：864名）
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（注）3-7-1 で「管理職経験がない」と回答した者対象
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（注）3-7-4 で管理職に「頑張ってなりたい」「機会があればなりたい」と回答した者対象
（注）3-7-4 で管理職に「あまりなりたくない」「絶対になりたくない」と回答した者対象
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11 コロナ前後にみる夫婦の育児・家事
リンナイ調べ「『夫婦の育児・家事』に関する意識調査」（インターネット調査）
2020年9月調査、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の20代～40代の既婚男女（小学生以下の子ども有の者）計1,000名対象

4-11-3 コロナ禍で、夫婦間での育児・家事の役割分担に変化はあったか

図表
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4-11-1 新型コロナウイルスの影響による勤務時間の短縮や在宅勤務などで在宅時間が増えたか
図表

4-11-2 新型コロナ前後での育児・家事時間の1日当たりの平均時間
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2 女性の趣味のトレンド2014年→2021年

（株）アスマーク調べ「趣味に関するアンケート調査（2021年版）」（インターネット調査）

2021年5月調査、全国20代～50代の男女対象（サンプル数：480サンプル）※女性の回答を抜粋し作成掲載している。

7-2-1 女性の趣味（上位10位）（2014年・2021年）（複数回答：3つまで）
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7-2-2 女性にとって、女性がしていると印象がいい趣味（上位5位）（2014年・2021年）（複数回答：3つまで）
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7-2-3 年代別、趣味を持ちたいか（2014年・2021年）
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（注）「そう思う」は「そう思う」「まあそう思う」の計、「そう思わない」は「あまりそう思わない」「そう思わない」の計である。
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12 エシカル消費消費者庁「『倫理的消費（エシカル消費）』に関する消費者意識調査報告書」（インターネット調査）

2020年2月調査、全国の15歳～65歳の一般消費者（2,803サンプル）対象

5-12-2 居住地域周辺で生産・水揚げ、加工された商品を優先的に購入しているか

図表

0
20

40
60

80
100
（％）

12.5

9.1

16.4

12.1

6.3

4.2

35.5

31.4
44.3

37.9

30.2

19.9

39.1

43.3
33.1

38.6

45.9

51.0

12.9

16.2

6.2

11.4

17.5

24.9

50代

40代

30代

10代・20代

女性全体

全体

24.1

36.6

50.0

60.7

40.5

48.0

75.9

63.4

50.0

39.3

59.5

52.0

473

331

264

323

1,391

2,803

n

購入していない

あまり購入していない

たまに購入している

よく購入している

購入して
いない
計（％）

購入して
いる
計（％）

（注）「購入している（計）」は「よく購入している」「たまに購入している」の計、「購入していない（計）」は「あまり購入していない」「購入していない」の計である。

5-12-3 障がい者が生産した商品等（授産製品）の購入経験
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（注）「購入している（計）」は「よく購入している」「購入したことがある」の計、「購入していない（計）」は「購入したいがそのような機会がない」「購入したことがない」の計である。

5-12-1 買い物の際にエコバッグ等を使用しているか

図表
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（注）「使用している（計）」は「必ず使用している」「たまに使用している」の計、「使用していない（計）」は「あまり使用していない」「使用していない」の計である。

使える！ わかる！

A4 判　2021年 7月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-072-5

新型コロナ禍終息後の日常生活と観光経済をどう回復
するのか？地域振興のヒントが満載！

余暇・レジャー＆観光
総合統計 2021

A4 判　2021年 5月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-070-1

男女の地位の平等感、就業状況、賃金格差、育児、家
庭での役割など、「男女共同参画社会」に関するあらゆ
る調査・統計データを網羅。各種の調査研究に最適です。

男女共同参画社会
データ集 2021

A4 判　2021年 9月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-075-6

新型コロナウイルス禍で混乱する介護・看護サービス。
今後の介護・看護の安心と安全を考えるための統計デー
タ集。

介護・看護サービス
統計データ集 2022

 豊   富   な   統   計   デ   ー   タ  


