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５．コロナ禍における生活実態について 

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化 

問８ 新型コロナウイルス感染症の拡大によって、あなたの生活に変化はありましたか 

（○は１つ） 

【図5-1 新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化については、「変化があった」と「や

や変化があった」を合わせた『変化があった』が86.4%、「変化はない」が13.6%となって

いる。（図5-1） 

●性別でみると、男女ともに『変化があった』が高く、男性では86.3%、女性では86.5%とな

っている。（図5-1-1） 

【図5-1-1 性別 新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化】 
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●性年代別でみると、『変化があった』は「女性40～49歳」（93.2%）、「男性30～39歳」（91.5%）、

「女性50～59歳」（91.3%）、「男性40～49歳」（90.9%）で高くなっている。また、「変化は

ない」は「女性70歳以上」（21.7%）、「男性18・19歳」（18.8%）、「男性70歳以上」（17.8%）

で高くなっている。（図5-1-2） 

【図5-1-2 性年代別 新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化】 
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●居住地区別でみると、『変化があった』は「浜の宮」（88.4%）、「加古川西」（88.2%）、「野

口」（87.9%）で高くなっている。また、「変化はない」は「志方」（23.1%）、「両荘」（19.2%）、

「加古川北」（17.5%）で高くなっている。（図5-1-3） 

【図5-1-3 居住地区別 新型コロナウイルス感染症の拡大による生活の変化】 
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子どもの学習機会の減少・学力の低下

家族の介護負担の増加

失業

子どもの預け先の確保

特にない

その他

（n=1,476）
（MA%）

（２）コロナ禍における生活の困りごと 

問８-① 問８で「１．変化があった」または「２．やや変化があった」を選ばれた方におたず

ねします。新型コロナウイルス感染症の影響により、生活の中でどのような困りごと

がありましたか（あてはまるものすべてに○） 

【図5-2 コロナ禍における生活の困りごと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●コロナ禍による生活の変化があったと回答した人における生活の困りごとについては、

「人との交流機会の減少」が73.0%と最も高く、次いで、「買い物等の外出の減少」が64.6%、

「運動・スポーツの機会の減少」が36.7%となっている。（図5-2） 
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失業

子どもの預け先の確保
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その他

（MA%）

男性（n=662） 女性（n=803）

●性別でみると、男女ともに「人との交流機会の減少」が最も高く、男性では69.5%、女性

では76.0%となっている。男女を比較すると、男性では「運動・スポーツの機会の減少」、

「収入の減少」、「働き方の変化による負担」などが高く、女性では「人との交流機会の減

少」、「買い物等の外出の減少」、「文化芸術に触れる機会の減少」などが高くなっている。

（図5-2-1） 

【図5-2-1 性別 コロナ禍における生活の困りごと】 
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●性年代別でみると、「人との交流機会の減少」は「女性70歳以上」（82.6%）、「男性70歳以

上」（80.0%）、「女性60～69歳」（79.3%）などで高くなっている。（図5-2-2） 

【図5-2-2 性年代別 コロナ禍における生活の困りごと】 
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●居住地区別でみると、「人との交流機会の減少」は「加古川西」（79.8%）、「平岡」（74.5%）、

「野口」（73.2%）で高くなっている。「買い物等の外出の減少」は「野口」（73.7%）、「加

古川北」（70.3%）で高くなっている。「地域活動の停滞・減少」は「両荘」（50.0%）、「加

古川北」（35.6%）で高くなっている。（図5-2-3） 

【図5-2-3 居住地区別 コロナ禍における生活の困りごと】 
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問９ ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中で、加古川市にどのようなことを期待しますか 

（○は３つまで） 

【図5-3 ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中での加古川市への期待】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中で加古川市に期待することについては、「医療機

関への支援の充実」が47.1%と最も高く、次いで、「失業者、低所得者への経済的支援」が

38.0%、「市民の感染防止対策の充実」が30.4%となっている。（図5-3） 
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スポーツや文化活動の機会の拡充

感染拡大防止に配慮した観光の振興

（近距離旅行や一人キャンプなど）

テレワークなど新しい労働環境の充実

地域における新しいつながり方、交流機会の創出

都市の住民や企業の地方移住・移転に対する取組

特にない

その他

（3LA%）

男性（n=758） 女性（n=910）

●性別でみると、男女ともに「医療機関への支援の充実」が最も高く、男性では48.7%、女

性では45.9%となっている。男女を比較すると、男性では「行政手続きのオンライン化の

推進」、「市内商業施設、商店などの消費喚起」、「スポーツや文化活動の機会の拡充」など

が高く、女性では「失業者、低所得者への経済的支援」、「市民の感染防止対策の充実」、

「小学生・中学生の学習支援の充実」などが高くなっている。（図5-3-1） 

【図5-3-1 性別 ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中での加古川市への期待】 
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●性年代別でみると、「医療機関への支援の充実」は「男性60～69歳」（59.0%）、「女性60～

69歳」（53.1%）、「女性20～29歳」（52.1%）で高くなっている。（図5-3-2） 

【図5-3-2 性年代別 ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中での加古川市への期待】 
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●居住地区別でみると、「医療機関への支援の充実」は「加古川北」（51.5%）、「加古川」（50.9%）、

「野口」（50.4%）で高くなっている。「失業者、低所得者への経済的支援」は「加古川北」

（44.1%）、「志方」（43.1%）で高くなっている。「市民の感染防止対策の充実」は「両荘」

（44.2%）、「加古川北」（41.2%）で高くなっている。（図5-3-3） 

【図5-3-3 居住地区別 ウィズコロナ、アフターコロナ社会の中での加古川市への期待】 
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（４）新型コロナウイルス感染症に対する加古川市の取組についての意見 

問10 新型コロナウイルス感染症に対する加古川市の取組について、ご意見などがありました

ら、ご自由にお書きください 

 

有効回答数1,737件のうち、記述があったのは341件で、テーマごとに分類して集計した結果、

意見の延べ件数は357件となった。分類した結果は以下のとおりである。（主な意見を掲載） 

 

１１１１    市民生活を支えるもの市民生活を支えるもの市民生活を支えるもの市民生活を支えるものについてについてについてについて    213213213213件件件件    

aaaa    感染拡大防止対策に関すること感染拡大防止対策に関すること感染拡大防止対策に関すること感染拡大防止対策に関すること    110件  ・スムーズにワクチンが接種できたと思う。予約システム、当日のオペレーションなど、どれも効率的であ

り対応も良かった。 

・ワクチンの予約方法について、当初は電話が混雑して繋がらなかったり、システムでの予約状況の確認方

法が分からなかったりして苦労した。 

・ワクチン未接種者や障がい者等に対するワクチン接種のサポートをお願いしたい。 

・ワクチン接種後も、マスク着用や手洗い・うがいなどの基本的な感染対策が必要であることをしっかりと

周知してほしい。 

bbbb    家庭・個人の支援に関すること家庭・個人の支援に関すること家庭・個人の支援に関すること家庭・個人の支援に関すること    57件 

 ・新型コロナウイルスに関する情報のほか、市政情報などが市公式LINEから随時発信されているので、市の

情報を把握しやすかった。 

・家族が発熱した際の相談窓口や発熱外来のある病院等の情報をまとめたものがあればいい。また、体調不

良時に気軽に相談できる窓口などの機能がほしい。 

・タブレットを活用したオンライン授業や、子どもが学校を休んでいる間の学習支援を充実してほしい。 

cccc    インフラなど基盤に関することインフラなど基盤に関することインフラなど基盤に関することインフラなど基盤に関すること    46件 

 ・次の感染拡大に備えた医療体制や宿泊施設の拡充とともに、かかりつけ医でワクチンが接種できることを 

望む。 

・PCR検査を受けることができる拠点的な場所があればいい。 

２２２２    地域経済を支えるものについて地域経済を支えるものについて地域経済を支えるものについて地域経済を支えるものについて    46464646件件件件    

aaaa    就労や給付・支援・手当に関すること就労や給付・支援・手当に関すること就労や給付・支援・手当に関すること就労や給付・支援・手当に関すること    32件 

 ・特別定額給付金の支給申請にハイブリッド方式を独自に開発したことで、迅速に給付金を受け取ることが

できた。 

・他市と比べ、支援の独自性に見劣りがあるように思う。良いところは積極的に取り入れてほしい。 

・低所得者への生活支援や、若者への就労支援を充実してほしい。 

bbbb    事業者支援に関すること事業者支援に関すること事業者支援に関すること事業者支援に関すること    13件 

 ・スマートフォンを活用したキャッシュレス決済時のポイントキャンペーンは、消費を喚起し、事業者支援

につながったと思う。 

cccc    観光の振興に関すること観光の振興に関すること観光の振興に関すること観光の振興に関すること    1件 

 ・新型コロナウイルス感染対策を講じながら、観光振興に力を入れつつ、経済発展につなげてほしい。 

３３３３    その他についてその他についてその他についてその他について    98989898件件件件    

    

・大きな公園に子どもや親が集まり、密になっていた。 

・パソコンやスマートフォンが使えない高齢者への情報配慮をお願いしたい。 

・今後、スポーツや文化活動の活発化を支援してほしい。 

延べ件数 357件 

 

  


