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新型コロナウイルス感染症について
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　　　令和５年度 72.2 62.7 62.5 42.3 38.5 33.2 29.4 25.9 22.3 21.4 13.8 8.6 4.3 3.7 2.9 1.2 7.0 0.8

　　　令和２年度 64.3 74.2 93.3 53.3 61.2 - 56.2 33.6 60.3 - 48.8 23.6 8.2 17.5 5.5 1.6 1.7 1.1

※全体の値を基準に降順並び替え
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６ 現在⾏っている⾏動
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 現在⾏っている⾏動は、「体調管理に気を付ける」の割合が72.2％で最も高い。
 続いて、「こまめに手洗いを⾏う」（62.7％）、「外出時はマスクを着用する」（62.5％）となっている。
 前回調査と⽐較すると、「体調管理に気を付ける」の割合が7.9ポイント、「特に何も⾏っていない」の割合が5.3ポイント増加している。そのほかの⽐較可能な
項目はすべて減少しており、「外出を必要最小限にする」の割合が38.0ポイント、「親族、知人との会合の機会を減らす」の割合が35.0ポイント、「外出時はマ
スクを着用する」の割合が30.8ポイント減少している。

Q6 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）は5類感染症に移⾏しましたが、あなたが現在⾏っている⾏動を次の中からすべて選んでください。(MA)
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72.2 62.7 62.5 42.3 38.5 33.2 29.4 25.9 22.3 21.4 13.8 8.6 4.3 3.7 2.9 1.2 7.0 0.8
広島地方生活圏 74.6 63.4 60.3 41.9 36.9 33.2 28.9 26.3 20.3 22.3 13.4 8.8 5.3 3.3 3.4 1.0 7.6 0.5
備後地方生活圏 66.5 61.0 67.1 43.6 41.6 32.9 30.9 24.9 27.2 18.5 14.7 8.4 2.0 4.6 1.7 1.7 5.8 1.7
備北地方生活圏 67.9 62.4 74.4 40.2 46.2 35.5 27.4 25.6 26.1 25.2 14.1 8.1 1.3 5.1 0.4 0.4 6.0 0.4
男性 68.6 58.3 58.4 37.5 37.1 30.0 27.8 21.2 19.3 21.1 10.9 6.8 4.6 2.6 4.2 1.2 8.4 0.8
⼥性 76.7 67.9 68.2 48.5 40.6 37.3 31.1 31.4 26.0 22.6 17.3 10.1 3.7 4.6 0.9 1.0 5.5 0.5
18〜19歳 24.4 24.4 51.3 2.6 2.6 0.0 24.4 24.4 0.0 24.4 0.0 0.0 26.9 0.0 24.4 0.0 48.7 0.0
20〜29歳 64.8 47.2 43.4 33.3 23.2 23.9 15.0 13.1 0.2 32.0 8.8 4.7 4.7 1.5 2.3 2.3 7.9 1.5
30〜39歳 75.2 59.4 39.1 33.0 26.0 21.9 19.4 25.1 11.0 24.4 7.1 7.3 4.6 0.0 4.6 1.5 7.1 1.0
40〜49歳 70.9 56.0 43.8 47.2 22.6 28.2 27.4 24.7 10.7 25.4 12.0 6.9 4.8 3.1 3.8 1.4 11.7 0.1
50〜59歳 65.8 63.0 61.3 47.5 32.5 31.5 33.0 25.9 15.7 20.1 13.8 8.8 5.3 3.0 3.4 0.1 8.2 0.3
60〜69歳 73.6 69.8 74.5 52.5 49.7 37.6 35.2 29.2 27.9 19.2 12.2 11.3 3.8 4.2 2.9 0.0 4.6 0.4
70歳以上 80.2 68.4 81.5 32.8 55.9 42.0 29.7 27.4 41.8 18.5 19.9 9.0 3.0 6.1 0.9 2.6 3.3 0.8

※全体の値を基準に降順並び替え
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６ 現在⾏っている⾏動〜続き（属性別）
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 生活圏別にみると、備北地方生活圏で「外出時はマスクを着用する」（74.4％）の割合が他の生活圏と⽐べて高い。
 性別にみると、男性層で「テレワークを⾏う」の割合が⼥性層を3.3ポイント、⼥性層で「咳エチケットを徹底する」の割合が男性層を11.0ポイントそれぞれ上
回っている。

 年代別では、70歳以上で「外出時はマスクを着用する」の割合が81.5％と高い。

Q6 令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）は5類感染症に移⾏しましたが、あなたが現在⾏っている⾏動を次の中からすべて選んでください。(MA)
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　　　令和５年度 51.9 40.4 40.3 39.5 36.1 32.5 26.3 24.3 21.4 15.8 14.3 14.2 11.2 11.0 9.0 8.1 6.7 2.3 20.1 1.7
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７ 新型コロナに対する不安
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 新型コロナに対する不安は、「自分や家族・知人が感染するのではないかということ」の割合が51.9％で最も高い。
 次いで、「罹患後症状」（40.4％）、「新型コロナに感染したら、症状が重くなったり、重症化してしまうのではないかということ」（40.3％）となっている。
 前回調査と⽐較すると、「特に不安に思っていることはない」の割合が17.7ポイント増加している。⼀方、そのほかの⽐較可能な項目はすべて減少しており、「他
県へ⾏くことや、他県から人が来ること」が37.8ポイント、「病院・診療所へ⾏きにくくなったこと」が28.4ポイント、「感染者・医療従事者への誹謗・中傷」が
26.6ポイント減少している。

Q7 あなたは、現在、新型コロナについて、どのような不安を感じていますか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。 (MA)
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51.9 40.4 40.3 39.5 36.1 32.5 26.3 24.3 21.4 15.8 14.3 14.2 11.2 11.0 9.0 8.1 6.7 2.3 20.1 1.7
広島地方生活圏 52.2 39.9 40.9 40.2 36.4 32.3 25.4 22.5 21.0 15.5 14.1 13.7 9.8 10.8 10.0 8.4 5.5 2.4 19.9 1.2
備後地方生活圏 50.3 41.3 38.7 37.6 35.3 32.4 28.3 28.0 22.3 16.2 14.5 14.5 14.7 11.6 6.6 6.9 9.2 2.0 20.8 3.2
備北地方生活圏 57.3 44.4 41.5 40.6 36.3 38.9 29.1 32.1 24.4 19.7 17.9 21.8 12.0 9.4 6.0 10.7 10.7 0.9 18.4 1.3
男性 53.7 34.2 36.7 40.1 32.4 30.3 25.9 23.1 19.2 15.2 13.8 10.8 11.4 10.0 8.5 6.1 5.8 2.0 20.2 1.7
⼥性 51.0 47.7 44.4 39.4 40.7 35.6 26.9 26.5 24.6 16.4 14.7 18.2 11.0 12.5 9.3 10.1 7.2 2.6 20.0 1.5
18〜19歳 24.4 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 24.4 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 24.4 0.0 0.0 0.0 48.7 0.0
20〜29歳 42.3 43.4 32.7 27.9 38.1 35.5 18.0 11.1 19.0 11.5 24.9 11.1 3.8 9.7 9.4 17.5 6.2 2.3 3.0 1.5
30〜39歳 38.5 43.0 36.8 29.8 44.2 34.2 28.7 17.9 11.5 17.3 16.6 10.1 2.7 12.4 22.7 7.1 6.5 1.5 11.5 1.0
40〜49歳 48.8 44.2 34.7 34.0 38.2 36.4 24.2 16.0 21.3 15.3 16.3 13.6 9.6 10.8 19.9 12.1 3.7 3.3 11.1 1.1
50〜59歳 52.2 41.3 33.9 36.5 38.5 35.2 22.9 17.4 17.7 14.1 16.3 13.6 7.7 12.5 8.7 7.3 4.9 2.1 20.9 0.3
60〜69歳 59.5 51.6 48.5 46.2 36.6 34.5 30.4 35.3 29.9 19.9 13.0 16.3 13.5 12.0 3.4 8.0 11.8 2.1 22.3 1.7
70歳以上 55.8 29.2 48.4 48.6 30.7 26.1 29.7 34.6 23.2 15.8 9.6 15.6 18.5 9.2 0.4 4.7 7.3 2.1 30.2 2.6

※全体の値を基準に降順並び替え
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0%
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n=30以上で
全体＋10pt以上
全体＋5pt以上
全体－5pt以下
全体－10pt以下

７ 新型コロナに対する不安〜続き（属性別）
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 生活圏別にみると、備北地方生活圏で「自分や家族・知人が感染するのではないかということ」（57.3％）の割合が他の生活圏と⽐べて高い。
 性別にみると、男性層で「自分や家族・知人が感染するのではないかということ」の割合が⼥性層を2.7ポイント、⼥性層で「罹患後症状」の割合が男性層を
13.5ポイントそれぞれ上回っている。

 年代別では、60歳代で「自分や家族・知人が感染するのではないかということ」の割合が59.5％と高い。

Q7 あなたは、現在、新型コロナについて、どのような不安を感じていますか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。 (MA)
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70.4 35.3 34.9 31.5 25.3 17.1 14.4 3.4 7.0 1.2
広島地方生活圏 70.5 31.9 33.0 32.3 26.3 18.4 14.4 3.4 6.9 1.3
備後地方生活圏 69.2 44.8 38.6 30.5 23.7 14.3 14.3 3.9 7.1 1.0
備北地方生活圏 76.7 33.6 44.8 23.3 17.9 11.7 15.7 0.9 7.2 0.0
男性 69.9 33.3 36.0 32.2 24.4 15.0 15.0 3.6 5.7 1.2
⼥性 72.2 37.8 33.2 30.4 26.2 19.5 13.8 3.0 8.1 0.9
19歳以下 95.0 0.0 0.0 47.5 47.5 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
20〜29歳 60.4 28.8 15.4 28.0 40.0 26.1 18.8 4.9 7.6 2.5
30〜39歳 57.8 30.5 19.6 33.0 29.0 28.6 13.8 6.2 8.6 0.0
40〜49歳 57.1 37.0 16.1 39.2 32.2 25.5 18.6 5.7 9.5 0.7
50〜59歳 69.6 40.5 34.8 31.6 25.5 17.3 13.0 3.8 7.8 1.0
60〜69歳 75.2 39.5 36.5 35.0 28.7 12.6 15.4 0.7 5.3 0.0
70歳以上 82.7 30.3 56.5 22.8 13.7 8.9 11.0 2.3 5.3 2.7

※n=30未満は参考値。 ※全体の値を基準に降順並び替え
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全体－10pt以下
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 不安を解消するために参考にする情報媒体は、「テレビ・ラジオ」の割合が70.4％で最も高い。
 生活圏別にみると、備北地方生活圏で「テレビ・ラジオ」（76.7％）の割合が他の生活圏と⽐べて高い。
 性別にみると、男性層で「新聞」の割合が⼥性層を2.8ポイント、⼥性層で「住んでいる市町が公表・発信している情報」、「医療機関の情報」の割合が男性層
を4.5ポイント上回っている。

 年代別にみると、70歳以上で「テレビ・ラジオ」の割合が82.7％、「新聞」の割合が56.5％と高い。

Q8 あなたは、問7のような不安を解消しようとするときに、どのような媒体の情報を参考にしますか。次の中からあてはまるものをすべて選んでください。 (MA)


