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＜外食頻度の変化＞（２ページ）

○ 最近１ヶ月の外食頻度について、新型コロナの感染が拡大する前と比べて「減った」との回答が７割に上った。

○ 女性の方が、男性よりも外食を控える傾向が見られた。

＜今後の外食頻度＞（５ページ）

○ 今後の外食頻度について、最近１ヶ月と比べて「増えると思う」との回答が約３割となり、「控えると思う」を10.7ポイン

ト上回った。

○ 男女ともに、50代、60代で「増えると思う」との回答割合が、同性のほかの世代と比べて高くなった。

○ 地域別にみると、都市において「増えると思う」との回答割合が、地方と比べて5.4ポイント高くなった。

＜コロナ禍での外食に関する意識＞（７ページ）

○ コロナ禍では、「開放感のあるお店」、「近くのお店」、「通い慣れたお店」を好む傾向が見られた。

○ 感染予防対策の実施状況がお店選びに「影響する」との回答が７割以上を占めた。

○ 感染予防対策の実施状況について、年齢が高い世代ほど、お店選びの際に気にする傾向が見られた。

○ お店の感染予防対策の実施状況を事前に「確認する」との回答が半数近くに上った。

○ 感染予防対策について、「従業員のマスク着用」、「十分な座席間隔」、「消毒液の設置」などの基本的な取り組みほど、

気にする消費者が多く、特に、女性は感染予防対策全般に対する関心が高い。

2020年10月 外食に関する消費者調査結果

飲食店の感染予防対策 消費者の７割以上がお店選びに「影響」と回答

２０２０年１１月１３日
株式会社日本政策金融公庫

ニュースリリース

～年齢が高い世代ほど感染予防対策を気にする傾向 特に“女性”は敏感～



【調査の実施概要】

【本調査における留意事項】

○ 本調査における「都市」と「地方」の定義は次のとおり。なお、分類は回答者の「居住地」をベースに行っている。

調査時期 2020年10月６日～2020年10月８日

調査方法 インターネットによるアンケート調査

調査対象 日本に居住する、新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の感染が拡大する2020年１
月以前、月に１回以上外食をしていた20歳から69歳の男女

回答者数／割付
2,000人

（内訳）

男性20代 200人（100人：100人） 女性20代 200人（100人：100人）
男性30代 200人（100人：100人） 女性30代 200人（100人：100人）
男性40代 200人（100人：100人） 女性40代 200人（100人：100人）
男性50代 200人（100人：100人） 女性50代 200人（100人：100人）
男性60代 200人（100人：100人） 女性60代 200人（100人：100人）
※ カッコ内は地域別（都市：地方）の回答者数

都市 東京都および全国の政令指定都市

地方 上記以外の地域

○ 調査結果は、割付ごとの人口構成比（平成27年国勢調査）に合わせてスクリーニングデータを回収した上で、本調
査の条件に合致する回答者の構成比を算出し、ウエイトバック集計を行っている。

ウエイトバック後
の回答者数／割付

2,000人

（内訳）

男性20代 177人（ 63人：114人） 女性20代 169人（ 62人：107人）
男性30代 198人（ 73人：125人） 女性30代 191人（ 71人：120人）
男性40代 243人（ 88人：155人） 女性40代 224人（ 73人：151人）
男性50代 209人（ 75人：134人） 女性50代 197人（ 59人：138人）
男性60代 203人（ 61人：142人） 女性60代 189人（ 58人：131人）
※ カッコ内は地域別（都市：地方）の回答者数

都市 683人
地方 1,317人

都市 1,000人
地方 1,000人
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○ 本調査における「外食」とは、店内で飲食することを指し、テイクアウトやデリバリーなどは含まれない。
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１－１ 外食頻度の変化

最近１ヶ月の外食頻度について、新型コロナの感染が拡大する前と比べて「減った」との回答が７割に上った。

増えた

6.3％

変わらない

22.8％

減った

70.9％

Ｑ. 新型コロナの感染が拡大する前（2020年１月以前）と比べた、最近１ヶ月の外食頻度について、あてはまるものをお知らせください。

図表１

（n=2,000）

ｎ数

か
な
り
増
え
た

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

か
な
り
減
っ
た

外
食
し
て
い
な
い

全体 2,000 1.6 4.7 22.8 31.0 31.2 8.7

地域
都市 683 2.2 5.2 22.0 29.2 32.5 8.8

地方 1,317 1.3 4.5 23.2 31.9 30.5 8.6

性別
男性 1,030 1.5 5.9 28.5 30.0 27.0 7.1

女性 970 1.7 3.5 16.7 32.1 35.7 10.4

性年代

男性20代 177 1.4 10.2 26.7 37.3 21.0 3.4

男性30代 198 3.0 8.1 25.3 34.2 22.5 6.9

男性40代 243 1.6 5.7 29.7 28.6 26.6 7.7

男性50代 209 0.4 3.4 31.5 27.9 31.0 5.9

男性60代 203 1.3 2.6 28.8 23.4 33.1 10.8

女性20代 169 2.1 5.6 15.5 34.8 38.0 4.0

女性30代 191 1.6 3.6 19.1 27.1 37.7 10.8

女性40代 224 1.6 2.0 13.9 37.1 31.0 14.3

女性50代 197 0.7 2.3 20.7 34.1 32.1 10.1

女性60代 189 2.4 4.7 14.5 26.5 40.7 11.2

図表２

「増えた」と
回答した割合

「減った」と
回答した割合

：全体＋10％以上 ：全体－10％以上：全体－5％以上：全体＋5％以上

（単位：％）

※ 回答割合は小数第２位を四捨五入して表記しているため、合計が
100にならない場合がある（以下同じ）。
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61.6

63.6

62.9

64.8

67.3

76.8

75.6

82.4

76.3

78.4

増えた 変わらない 減った

○ 地域別では、大きな差異は見られなかった。

○ 性年代別でみると、いずれの年代においても、女性の方が「減った」と回答した割合が、同年代の男性よりも高くなった。

図表３ （単位：％）
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１－２ 外食頻度の変化（地域・性別・性年代）

全体 2,000

地域

都市 683

地方 1,317

性別

男性 1,030

女性 970

性年代

男性20代 177

男性30代 198

男性40代 243

男性50代 209

男性60代 203

女性20代 169

女性30代 191

女性40代 224

女性50代 197

女性60代 189

（ｎ数）

女性の方が、男性よりも外食を控える傾向が見られた。



60.1

38.2

25.4 25.1
20.2 19.5

10.4 8.2 8.0 5.9 3.6
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縮
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方
が
わ
か
ら
な
い

か
ら

そ
の
他

全体 1,418 60.1 38.2 25.4 25.1 20.2 19.5 10.4 8.2 8.0 5.9 3.6

地域
都市 482 61.2 39.2 28.9 28.7 25.9 17.3 9.3 6.6 8.2 5.9 3.5

地方 936 59.6 37.6 23.6 23.3 17.3 20.7 11.0 9.0 7.9 5.8 3.7

性別
男性 660 54.6 35.1 21.0 24.6 24.5 24.5 10.6 9.4 9.8 4.7 3.7

女性 758 64.9 40.9 29.2 25.6 16.5 15.2 10.3 7.2 6.4 6.9 3.6

性年代

男性20代 109 48.3 35.6 25.6 36.4 19.1 18.4 13.1 14.9 12.6 3.4 4.4

男性30代 126 49.7 30.9 18.0 27.4 20.8 29.3 14.0 11.0 11.7 4.7 4.6

男性40代 152 57.4 36.7 23.4 16.5 23.8 26.8 10.0 9.0 12.0 2.6 4.8

男性50代 136 53.5 31.3 16.5 25.6 24.5 23.0 10.7 9.3 8.3 5.3 2.5

男性60代 137 62.3 40.4 21.8 20.7 32.7 23.9 5.9 4.2 4.9 7.6 2.5

女性20代 130 54.1 43.3 27.0 28.5 19.5 18.5 12.4 12.9 7.2 2.1 4.0

女性30代 145 70.8 44.1 25.4 25.6 12.3 14.4 10.4 9.9 7.4 8.3 2.2

女性40代 185 65.9 48.2 34.8 26.3 15.3 15.0 10.1 2.8 8.1 6.1 4.5

女性50代 150 69.3 35.9 29.9 24.6 15.1 14.8 11.1 7.1 2.3 5.6 4.9

女性60代 148 63.1 31.5 27.2 23.2 21.0 13.7 7.7 5.1 6.9 11.9 2.1

（n数）

（単位：％）

図表４

１－３ 外食頻度の変化（外食頻度が減った理由）

○ 地域別にみると、都市において、「一緒に外食する相手に気を遣うので」、「外食に誘われる頻度が減ったので」、「飲酒を伴う外

食は控えているから」との回答割合が、地方と比べて５ポイント以上高くなった。

○ 性年代別でみると、女性30代、女性40代で自身の感染や家族などに移してしまうリスクを不安視する回答割合が高かった。

外食頻度が減った理由は、「感染しないか不安だから」が最も多く、次いで、「家族や友人に移してしまうリスクが怖いか

ら」となった。

Ｑ. 最近１ヶ月の外食頻度が減った理由として、あてはまるもの上位３つをお知らせください。

※ 最近１ヶ月の外食頻度について、「減った」、「かなり減った」、「外食していない」と回答した方に尋ねたもの

：全体＋10％以上

：全体－10％以上

：全体－5％以上

：全体＋5％以上
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２－１ 今後の外食頻度

今後の外食頻度について、最近１ヶ月と比べて「増えると思う」との回答が約３割となり、「控えると思う」を10.7ポイント上回った。

Ｑ. 最近１ヶ月と比べた、今後の外食頻度について、あてはまるものをお知らせください。

増えると思う

28.1％

変わらないと思う

54.6％

控えると思う

17.4％

図表５

（n=2,000）

ｎ数

増
え
る
と
思
う

多
少
増
え
る

と
思
う

変
わ
ら
な
い

と
思
う

多
少
減
る
と
思
う

減
る
と
思
う

外
食
し
な
い

と
思
う

全体 2,000 2.8 25.3 54.6 6.5 7.4 3.4

地域
都市 683 3.7 27.9 53.7 5.6 4.9 4.2

地方 1,317 2.3 24.0 55.0 7.0 8.7 3.0

性別
男性 1,030 3.1 24.2 56.3 6.7 7.2 2.6

女性 970 2.4 26.5 52.8 6.3 7.7 4.3

性年代

男性20代 177 3.4 24.0 52.4 8.8 8.9 2.4

男性30代 198 3.7 22.7 57.5 7.2 7.2 1.7

男性40代 243 2.8 21.4 57.4 7.9 7.2 3.4

男性50代 209 3.4 24.7 58.5 5.2 6.6 1.6

男性60代 203 2.3 28.7 54.7 4.6 6.2 3.5

女性20代 169 4.1 24.2 55.0 9.1 6.3 1.4

女性30代 191 2.0 24.4 52.7 6.3 10.4 4.3

女性40代 224 1.3 23.0 57.6 5.3 5.3 7.3

女性50代 197 2.1 33.4 48.0 5.7 7.6 3.2

女性60代 189 2.7 27.6 50.3 5.6 9.2 4.6

：全体＋10％以上 ：全体－10％以上：全体－5％以上：全体＋5％以上

図表６

「増えると思う」と
回答した割合

「控えると思う」と
回答した割合

（単位：％）



28.1

31.6

26.2

27.3

28.9

27.4

26.4

24.2

28.1

31.0

28.3

26.4

24.3

35.5

30.3

54.6

53.7

55.0

56.3

52.8

52.4

57.5

57.4

58.5

54.7

55.0

52.7

57.6

48.0

50.3

17.4

14.7

18.7

16.4

18.3

20.1

16.1

18.5

13.4

14.3

16.7

20.9

18.0

16.5

19.4

増えると思う 変わらないと思う 控えると思う

○ 地域別にみると、都市において「増えると思う」との回答割合が、地方と比べて5.4ポイント高くなった。

○ 男女別（性別）で大きな差異はなかった。

図表７ （単位：％）

6

２－２ 今後の外食頻度（地域・性別・性年代）

全体 2,000

地域

都市 683

地方 1,317

性別

男性 1,030

女性 970

性年代

男性20代 177

男性30代 198

男性40代 243

男性50代 209

男性60代 203

女性20代 169

女性30代 191

女性40代 224

女性50代 197

女性60代 189

（ｎ数）

男女ともに、50代、60代で「増えると思う」との回答割合が、同性のほかの世代と比べて高くなった。



開
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レ
ミ
ア
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付
き
食
事
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で
き
れ
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、
外
食
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し
た
い

値
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く
て
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感
染

予
防
対
策
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っ
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し
て
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る
お
店
を
利
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し
た
い

値
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が
高
く
て
も
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い
く
お
店
を
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び
た
い

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
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デ
リ

バ
リ
ー
よ
り
、
お
店
で

飲
食
し
た
い

テ
ラ
ス
席
が
あ
れ
ば
利

用
し
た
い

一
人
な
ら

外
食
し
や
す
い

飲
酒
を
伴
わ
な
い
な
ら

外
食
し
や
す
い

追
加
料
金
を
支
払
っ
て

で
も
個
室
を
利
用
し
た

い

全体 2,000 55.2 52.2 51.1 48.7 48.1 47.8 47.5 43.7 40.3 38.1 31.3 31.2 19.9 

地域
都市 683 59.9 54.6 50.3 51.3 46.6 52.6 49.7 50.5 42.9 42.4 34.1 30.3 22.9 

地方 1,317 52.7 50.9 51.4 47.4 48.9 45.3 46.3 40.3 39.0 36.0 29.8 31.6 18.4 

性別
男性 1,030 46.7 49.2 49.1 41.0 41.8 45.4 41.9 40.8 40.4 32.2 37.8 27.9 19.7 

女性 970 64.1 55.4 53.2 56.9 54.7 50.3 53.3 46.9 40.2 44.5 24.3 34.6 20.2 

性年代

男性20代 177 45.3 51.2 44.8 41.0 41.8 51.8 33.3 39.0 42.1 32.9 43.2 29.8 21.2 

男性30代 198 48.9 50.3 47.4 38.8 43.3 52.0 43.4 44.3 35.6 32.1 39.4 22.8 24.6 

男性40代 243 38.4 47.3 49.2 38.6 38.7 43.0 37.9 44.2 39.3 27.4 40.4 24.4 21.0 

男性50代 209 46.5 45.8 48.1 41.4 40.9 43.1 40.2 31.0 40.2 34.3 32.7 28.2 14.8 

男性60代 203 56.0 51.9 55.4 45.6 45.0 38.8 54.7 44.8 45.2 35.0 33.8 35.1 17.0 

女性20代 169 66.3 56.8 45.0 53.8 51.9 59.0 45.6 43.1 39.1 45.5 25.8 35.5 21.9 

女性30代 191 70.0 61.8 60.1 59.1 59.5 53.5 51.6 49.9 37.6 51.2 30.9 32.9 25.9 

女性40代 224 62.0 57.0 58.7 58.3 57.7 51.7 55.0 49.3 40.0 46.7 29.0 34.1 16.3 

女性50代 197 64.1 50.7 49.4 60.1 56.2 45.8 48.5 41.3 39.9 38.3 22.3 40.0 19.1 

女性60代 189 58.8 50.4 50.8 52.3 47.3 42.1 64.9 50.2 44.3 40.8 12.8 30.5 18.6 

7

（n数）

（単位：％）

図表８

３－１ コロナ禍での外食に関する意識（外食・お店選びに関する意向）

○ 地域別にみると、都市において、「開放感のあるお店を選びたい」、「プレミアム付き食事券などでお得に外食できれば、外食頻度を増やした

い」、「値段が高くても満足いくお店を選びたい」、「テラス席があれば利用したい」との回答割合が、地方と比べて５ポイント以上高くなった。

○ 男女別（性別）でみると、男性において、「一人なら外食しやすい」との回答が女性に比べて多かった。

コロナ禍では、「開放感のあるお店」、「近くのお店」、「通い慣れたお店」を好む傾向が見られた。

Ｑ. コロナ禍における外食についてのご意見として、あてはまるものをお選びください。

10.7 12.4 10.6 10.6 9.6 11.8 10.8 8.7 9.2 8.8 8.8 7.5 4.8

44.4 39.8 40.4 38.1 38.5 36.0 36.6
35.1 31.1 29.3

22.4 23.7

15.1

とてもそう思う そう思う
55.2 52.2 51.1 48.7 48.1 47.8 47.5

43.7
40.3

38.1
31.3 31.2

19.9

：全体＋10％以上

：全体－10％以上

：全体－5％以上

：全体＋5％以上

※ 各設問に「とてもそう思う、そう思う、どちらとも言えない、そう思わない、まったくそう思わない」の５段階で回答
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３－２ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策の実施状況がお店選びに与える影響）

感染予防対策の実施状況がお店選びに「影響する」との回答が７割以上を占めた。

Ｑ. 飲食店を選ぶ際、お店の感染予防対策は影響しますか。

影響する

74.3％

どちらとも

言えない

16.4％

影響しない

9.4％

図表９

（n=2,000）

ｎ数

と
て
も
影
響
す
る

多
少
影
響
す
る

ど
ち
ら
と
も

言
え
な
い

あ
ま
り

影
響
し
な
い

ま
っ
た
く

影
響
し
な
い

全体 2,000 24.7 49.6 16.4 7.4 2.0

地域
都市 683 25.7 49.6 14.0 7.6 3.0

地方 1,317 24.2 49.5 17.6 7.3 1.4

性別
男性 1,030 19.8 47.7 20.5 8.7 3.2

女性 970 29.9 51.5 12.0 5.9 0.7

性年代

男性20代 177 14.1 42.8 26.4 14.2 2.5

男性30代 198 19.6 43.4 24.8 7.1 5.1

男性40代 243 19.6 45.6 18.3 12.4 4.1

男性50代 209 18.7 49.8 22.5 6.4 2.6

男性60代 203 26.2 56.6 12.0 3.6 1.6

女性20代 169 16.8 58.4 13.1 10.3 1.4

女性30代 191 22.5 54.4 13.3 9.3 0.6

女性40代 224 36.0 47.0 12.7 3.0 1.3

女性50代 197 31.0 53.2 11.0 4.8 0.0

女性60代 189 40.8 46.0 9.9 3.3 0.0

図表10

「影響する」と
回答した割合

「影響しない」と
回答した割合

：全体＋10％以上 ：全体－10％以上：全体－5％以上：全体＋5％以上

（単位：％）



74.3 

75.3 

73.7 

67.5 

81.4 

56.9 

63.0 

65.2 

68.5 

82.8 

75.3 

76.9 

83.0 

84.2 

86.8 

16.4 

14.0 

17.6 

20.5 

12.0 

26.4 

24.8 

18.3 

22.5 

12.0 

13.1 

13.3 

12.7 

11.0 

9.9 

9.4 

10.6 

8.7 

12.0 

6.6 

16.7 

12.2 

16.5 

9.0 

5.2 

11.6 

9.9 

4.3 

4.8 

3.3 

影響する どちらとも言えない 影響しない

○ 男女別（性別）では、女性の方が「影響する」と回答した割合が、男性よりも13.9ポイント高かった。

○ 性年代別にみると、女性40～60代、男性60代で「影響する」との回答割合が８割を上回った一方で、男性20代では６割弱に留まった。

図表11 （単位：％）

9

３－３ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策の実施状況がお店選びに与える影響／地域・性別・性年代）

全体 2,000

地域

都市 683

地方 1,317

性別

男性 1,030

女性 970

性年代

男性20代 177

男性30代 198

男性40代 243

男性50代 209

男性60代 203

女性20代 169

女性30代 191

女性40代 224

女性50代 197

女性60代 189

（ｎ数）

年齢が高い世代ほど、お店選びの際に感染予防対策の実施状況を気にする傾向が見られた。
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３－４ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策の事前確認）

お店の感染予防対策の実施状況を事前に「確認する」との回答が半数近くに上った。

Ｑ.飲食店を選ぶ際、お店がどのような感染予防対策を行っているか、事前に確認しますか。

必ず確認する

8.9％

おおむね

確認する

40.5％

あまり確認

しない

38.8％

まったく確認

しない

11.8％

図表12

（n=2,000）

図表13

ｎ数

必
ず
確
認
す
る

お
お
む
ね

確
認
す
る

あ
ま
り

確
認
し
な
い

ま
っ
た
く

確
認
し
な
い

全体 2,000 8.9 40.5 38.8 11.8

地域
都市 683 10.3 40.8 36.1 12.8

地方 1,317 8.2 40.4 40.1 11.3

性別
男性 1,030 8.7 37.0 40.2 14.0

女性 970 9.1 44.3 37.2 9.4

性年代

男性20代 177 10.1 36.1 42.7 11.1

男性30代 198 7.6 45.0 33.6 13.7

男性40代 243 9.4 31.6 44.3 14.8

男性50代 209 10.4 39.4 34.8 15.4

男性60代 203 6.2 34.2 45.2 14.4

女性20代 169 5.5 41.5 43.2 9.9

女性30代 191 9.5 42.9 36.6 11.0

女性40代 224 11.3 43.0 34.0 11.7

女性50代 197 9.1 47.5 36.2 7.2

女性60代 189 9.1 46.5 37.3 7.1

：全体＋10％以上 ：全体－10％以上：全体－5％以上：全体＋5％以上

確認する 49.4％

（単位：％）

「確認する」と
回答した割合



8.9

10.3

8.2

8.7

9.1

10.1

7.6

9.4

10.4

6.2

5.5

9.5

11.3

9.1

9.1

40.5

40.8

40.4

37.0

44.3

36.1

45.0

31.6

39.4

34.2

41.5

42.9

43.0

47.5

46.5

38.8

36.1

40.1

40.2

37.2

42.7

33.6

44.3

34.8

45.2

43.2

36.6

34.0

36.2

37.3

11.8

12.8

11.3

14.0

9.4

11.1

13.7

14.8

15.4

14.4

9.9

11.0

11.7

7.2

7.1

必ず確認する おおむね確認する あまり確認しない まったく確認しない図表14 （単位：％）

11

３－５ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策の事前確認／地域・性別・性年代）

全体 2,000

地域

都市 683

地方 1,317

性別

男性 1,030

女性 970

性年代

男性20代 177

男性30代 198

男性40代 243

男性50代 209

男性60代 203

女性20代 169

女性30代 191

女性40代 224

女性50代 197

女性60代 189

（ｎ数）

女性40～60代で、飲食店の感染予防対策を事前に「確認する」との回答割合が高くなった。

○ 性年代別にみると、女性50代（56.6％）、女性60代（55.6％）で全体値（49.4％）を５ポイント以上上回った一方、男性40代

（41.0％）、60代（40.4％）では、全体値を５ポイント以上下回った。

「確認する」との回答
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実
際
に

お
店
を
見
て

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

店
頭
な
ど
に

貼
ら
れ
た

「
自
主
宣
言

マ
ー
ク
」

グ
ル
メ

情
報
サ
イ
ト

行
政
等
が

発
行
し
た

確
認
書

そ
の
他

全体 1,764 59.1 39.7 32.8 24.6 6.8 0.7

地域
都市 595 59.6 40.3 35.0 28.6 7.4 1.0

地方 1,169 58.9 39.3 31.7 22.6 6.5 0.6

性別
男性 885 57.1 34.9 29.8 26.9 7.4 0.5

女性 879 61.2 44.4 35.8 22.4 6.2 1.0

性年代

男性20代 157 44.5 43.6 29.8 27.3 13.0 0.4

男性30代 171 50.3 38.9 26.2 37.0 5.7 0.0

男性40代 206 53.3 36.8 24.2 26.9 6.3 1.2

男性50代 177 68.1 28.8 32.0 23.8 4.7 0.8

男性60代 174 68.1 27.1 38.0 19.6 8.1 0.0

女性20代 153 41.9 53.8 39.6 34.9 7.2 0.4

女性30代 170 53.3 51.7 36.6 28.6 10.4 0.4

女性40代 198 64.1 45.7 32.4 19.6 4.9 1.5

女性50代 183 71.9 39.4 39.2 13.7 3.6 0.8

女性60代 175 71.4 33.1 32.0 17.5 5.7 1.7

（ｎ数）

（単位：％）

図表15

３－６ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策の事前確認方法）

○ 男女ともに50代、60代で「実際にお店を見て」との回答が多くなった一方、女性20代、30代では、「ＳＮＳやホームページ」との回

答が多かった。

感染予防対策の事前確認方法は、「実際にお店を見て」が最も多く、次いで、「ＳＮＳやホームページ」となった。

Ｑ. 飲食店を選ぶ際、お店の感染予防対策をどのように確認していますか。あてはまるものすべてをお知らせください。

※ 飲食店の感染予防対策の事前確認について、「まったく確認しない」と回答した方を除いて尋ねたもの

59.1

39.7
32.8

24.6

6.8
0.7

：全体＋10％以上

：全体－10％以上

：全体－5％以上

：全体＋5％以上



53.4
37.1 41.2 35.2 31.3 24.1 25.7 28.8 25.7 19.5 13.6

32.1
46.0 40.7 46.0

42.9
48.4 46.6 42.4 41.5

38.4
40.3

かなり気になる 多少気になる

従
業
員
の
マ
ス
ク

着
用
が
徹
底
さ
れ

て
い
る

座
席
の
間
隔
が
十

分
に
空
い
て
い
る

店
内
に
ア
ル
コ
ー

ル
消
毒
液
が
設
置

さ
れ
て
い
る

定
期
的
に
換
気
・

店
内
消
毒
が
行
わ

れ
て
い
る

大
声
で
話
し
て
い

る
客
な
ど
に
対
し

て
は
お
店
側
か
ら

控
え
る
よ
う
に
注

意
し
て
い
る

座
席
に
飛
沫
拡
散

防
止
用
の
パ
ー

テ
ー
シ
ョ
ン
が
設

置
さ
れ
て
い
る

カ
ウ
ン
タ
ー
席
と

厨
房
の
間
に
飛
沫

拡
散
防
止
用
の

シ
ー
ト
が
設
置
さ

れ
て
い
る

出
勤
毎
に
従
業
員

の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

が
行
わ
れ
て
い
る

料
理
は
大
皿
で
は

な
く
個
別
に
提
供

し
て
い
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

決
済
に
対
応
し
て

い
る

注
文
用
タ
ッ
チ
パ

ネ
ル
、
食
券
機
が

設
置
さ
れ
て
い
る

全体 2,000 85.5 83.1 81.9 81.2 74.2 72.5 72.3 71.2 67.2 57.9 53.9 

地域
都市 683 85.7 84.4 83.2 81.8 74.7 72.8 72.7 73.3 66.2 59.9 53.9 

地方 1,317 85.4 82.4 81.2 80.8 73.9 72.3 72.1 70.2 67.7 56.9 53.8 

性別
男性 1,030 79.7 76.4 74.2 73.4 70.5 64.4 65.4 61.3 59.0 55.6 49.0 

女性 970 91.6 90.2 90.1 89.4 78.1 81.1 79.7 81.7 75.8 60.3 59.0 

性年代

男性20代 177 77.3 73.0 69.7 69.7 60.3 58.3 57.8 56.1 49.1 59.4 50.8 

男性30代 198 81.6 79.2 75.2 77.6 70.6 62.9 66.3 63.5 63.1 66.4 57.1 

男性40代 243 75.2 75.0 74.8 70.6 69.1 61.0 60.8 58.7 57.3 48.7 44.2 

男性50代 209 82.2 75.7 71.3 71.5 73.4 64.1 67.6 64.9 60.2 49.6 46.7 

男性60代 203 83.0 78.9 79.3 77.9 78.0 75.3 74.1 63.1 64.6 56.1 47.5 

女性20代 169 89.7 88.1 86.5 84.1 65.7 76.4 75.0 72.7 64.0 67.0 62.4 

女性30代 191 90.1 91.4 91.1 89.9 74.1 79.4 79.1 77.5 70.5 59.2 60.0 

女性40代 224 91.3 90.0 90.3 91.0 79.6 86.3 80.6 85.0 76.3 60.3 62.7 

女性50代 197 92.9 90.9 90.9 90.9 87.2 81.2 81.2 86.5 82.5 54.9 55.9 

女性60代 189 93.6 90.5 91.0 90.2 81.8 80.8 81.8 85.3 84.3 61.1 54.0 
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（ｎ数）

（単位：％）

図表16

３－７ コロナ禍での外食に関する意識（感染予防対策で気になるポイント）

○ 男女別（性別）にみると、すべての項目において、女性の方が男性よりも「気になる（「かなり気になる」、「多少気になる」の合

計）」と回答した割合が高くなるなど、女性の感染予防対策に対する関心の高さが伺える結果となった。

「従業員のマスク着用」、「十分な座席間隔」、「消毒液の設置」などの基本的な取り組みほど、気にする消費者が多い。

Ｑ. 飲食店の感染予防対策について、どの程度気になるかをお知らせください。

85.5 83.1 81.9 81.2
74.2 72.5 72.3 71.2 67.2

57.9 53.9

：全体＋10％以上

：全体－10％以上

：全体－5％以上

：全体＋5％以上

※ 各設問に「かなり気になる」、「多少気になる」、「あまり気にならない」、「まったく気にならない」の４段階で回答


