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 №SBF1187 （2021.10.28） 

 

サントリー１００年ライフ プロジェクト 

「ウェルビーイング トレンドサーベイ２０２１」 
 

― コロナ禍で健康実感が二分化！健康になった人、 

不健康になった人の割合が拮抗。 

自己防衛意識が高まり「食生活」が改善傾向も、 

習慣化できている人は依然少ない。 

アフターコロナに求められるのは“がんばらない健康行動” 

長期的に、自分のペースで無理せずに取り組める“ゆるさ”を重視。 ― 
 

サントリー食品インターナショナル（株）では、「健康で、前向きに、自分らしく

生き続けたい」と願う方々に寄り添い、サポートできる企業でありたいという思い

のもと、２０１８年９月より「１００年ライフ プロジェクト」（ニュースリリース

No.SBF0746 参照）を発足しました。その活動の一環として、２０１４年より実施

している「健康と飲料レポート」を「ウェルビーイング トレンドサーベイ」へと

発展的に拡張し、今年も引き続き実施しました。長期化する新型コロナウイルス

感染症流行下の生活、またアフターコロナに向けた健康への意識や行動について、

昨年の調査との比較も合わせて、調査結果をご報告します。 
 

 

 

１．コロナ禍で健康実感が二分化。新型コロナウイルス感染症流行前と比べて健康

になった人、不健康になってしまった人の割合は拮抗。健康になった人は食生活

の見直し、不健康になった人はメンタルの不安やストレスが要因に。 

■新型コロナウイルス感染症の影響で「健康的になった」と回答した人が  

５０.４％、不健康になった人は４９.６％と二分化。 

■健康になった人は、「外食や飲み会をする機会が減ったから」「栄養バランス

に気をつけるようになったから」など自炊機会が増えたことによる食生活の

見直しができた人が多い結果となった。不健康になった人の理由は、「メンタル

の不安やストレスが生まれた」「体重が増えたから・太ったから」など、昨年

に引き続き体重の増加に加えてメンタル面での負担があらわれる結果と 

なった。 

調査結果サマリー 
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２．気になる健康キーワードは、１位「新型コロナウイルス感染症」、２位「高血圧症」、

３位「糖尿病／高血糖」。引き続き生活習慣病関連項目への関心の高さがうかが

える。 

■気になる健康に関するキーワードは、昨年と変わらず、全年代で「新型コロナ

ウイルス感染症」が１位、昨年２位の「糖尿病／高血糖」と３位の「高血圧症」

が入れ替わる結果に。多くの年代で生活習慣病関連項目に高い関心を持った。 

■新型コロナウイルスの感染拡大後、気になるようになった症状は「ストレス」

「肩こり・腰痛」「目の疲れ」が昨年よりも上昇。長期化するコロナ禍で心身

ともに影響がでていることが明らかになった。 
 

３．健康に対する「自己防衛意識」が加速。「自炊」「ストレスケア」「将来の病気

予防」など昨年と比較して健康行動を実践する人が増加傾向に。一方で、自ら

健康行動を「習慣化」できている人の割合は全体の約３分の１にとどまる。 

■新型コロナウイルス感染症の影響で「自分の健康を自分で守る」、自己防衛

意識が昨年より上昇。 

■昨年よりも「自炊」「ストレスケア」「将来の病気予防」などの健康行動を

実践する人が増加傾向に。 

ダイエットの目的は、見た目の維持改善よりも「病気予防のため」の回答

が昨年よりも大幅上昇。将来に向けた予防意識の高さがうかがえる結果と

なった。 

■コロナ禍で健康になった人は、４５.１％が健康のために「習慣的に行って

いることがある」と回答する一方で不健康になった人は、２７.５％にとどまり、

結果に差がみられた。他の年代と比べて５０代の男性が特に習慣化できて

いる人の割合が少ない結果に。 

■健康行動に意欲はあるが、実際にはやっていない理由トップ３は「新型コロナ

ウイルス感染が気になってしまう」「お金がかかる」「意思が弱い、誘惑に

負けてしまう」。長期化するコロナ禍で昨年より上昇傾向がみられた。 
 

４．コロナ前より不健康になってしまった人は、これからの生活で「健康を取り

戻したい」と考える人が半数を超える。アフターコロナは「長期的に、自分

のペースで無理せず取り組みたい」健康行動ニーズが明らかに。 

■新型コロナウイルス感染症の影響で不健康になった人の中では「健康を取り

戻したい」が半数超えに。 

健康を取り戻したい意識は女性２０、３０代で顕著になっている。 

■今後はどのように健康になりたいかを尋ねると、「長期的に」「一人で」「無理

せず」「自分のペースで」取り組みたいと、がんばりすぎない健康意向が  

見られた。 
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５．トクホ・機能性表示飲料に対して、無理なく継続できる多機能商品というニーズ

が存在。 

健康になった人にも、不健康になった人にとっても「自分のペースで無理なく

取り組みたい」という想いから、飽きずに続けられる健康食品／飲料に大きな

サポートを求める傾向。 

■トクホ・機能性表示飲料を飲む理由は「どうせなら体によいものを飲みたい

から」、「手軽に効率よく健康対策ができるから」など、無理なく続けられる

手軽さに回答が集まった。また女性よりも男性の方が飲用効果を実感して

いる傾向が明らかになった。 

■トクホ・機能性表示飲料に対して求めるものは、「味のバリエーションがあり、

飽きないもの」「一つの商品で複数の効果があるものが欲しい」と今後の健康

意向に沿ったサポートにニーズが集中。 

■トクホ・機能性表示飲料飲用者は「少しでも多く歩くことを意識する」「体重

や体脂肪を気にするようになる」など日常生活の中で無理のない健康行動の

きっかけとなる役割になっていることがうかがえる。 

 

〈目次〉 

Ⅰ．コロナ禍における健康実態 

（１）コロナ禍における生活の変化 

（２）気になる自身の健康に関するキーワード 

（３）コロナ禍で気になる症状 

 

Ⅱ．コロナ禍における健康意識・健康行動の変化 

（４）コロナ禍における健康意識の変化 

（５）コロナ禍で実践している健康行動 

（６）健康行動の実施率 

（７）健康行動が実施できていない理由 

 

Ⅲ．アフターコロナの健康意向 

（８）アフターコロナの健康意向 

（９）アフターコロナの健康行動意向 

 

Ⅳ．健康と飲料 

（１０）健康を意識して飲用する飲料やトクホ・機能性表示飲料の飲用実態 

（１１）トクホ・機能性表示飲料商品に対するニーズ 

（１２）トクホ・機能性表示飲料がもたらす健康意識・行動への影響 
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※トクホ・機能性表示飲料とは特定保健用食品または機能性表示食品の「緑茶・麦茶飲料」   

「ウーロン茶・混合茶（ブレンド茶）飲料」「炭酸飲料」「スポーツドリンク」「コーヒー飲料」

を指します。また文中では「トクホ飲料」「機能性表示飲料」と表記します。 

※健康行動とは、調査表項目における食事、運動、睡眠等を含めた健康に関する行動を指します。 

 

〈調査概要〉 

調査地域：全国 

調査期間：２０２１年９月１日（水）～９月７日（火） 

調査手法：インターネット調査 

調査対象：２０～７０代の男女 

※飲料・食品・医薬品、広告・マスコミ・調査関連に従事する人を除く 

調査人数：スクリーニング調査 ３０,０００人 

（男性１４,８０５人、女性１５,１９５人） 

※人口構成比に合わせてウェイトバック集計 

本調査 ２,７００人 

※人口構成比とスクリーニング出現率に合わせてウェイトバック集計 
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全体 (2700) 50.4 49.6 58.8 41.2 57.1 42.9 34.6 65.4 64.0 36.0 46.7 53.3 69.5 30.5 57.6 42.4 61.0 39.0 46.5 53.5

男性20代 (180) 58.4 41.6 66.0 34.0 56.4 43.6 54.1 45.9 67.1 32.9 46.3 53.7 64.9 35.1 59.7 40.3 57.2 42.8 59.4 40.6

男性30代 (227) 53.8 46.2 68.2 31.8 61.1 38.9 43.6 56.4 66.0 34.0 58.3 41.7 69.5 30.5 57.3 42.7 71.2 28.8 53.4 46.6

男性40代 (266) 49.1 50.9 54.1 45.9 52.3 47.7 40.4 59.6 63.3 36.7 41.9 58.1 62.4 37.6 46.9 53.1 56.2 43.8 41.8 58.2

男性50代 (221) 49.7 50.3 40.1 59.9 58.7 41.3 31.2 68.8 50.8 49.2 37.5 62.5 65.9 34.1 56.6 43.4 58.1 41.9 44.0 56.0

男性60代 (254) 43.0 57.0 51.0 49.0 53.6 46.4 28.2 71.8 59.3 40.7 36.9 63.1 59.5 40.5 59.3 40.7 58.1 41.9 40.9 59.1

男性70代 (182) 51.2 48.8 49.2 50.8 36.6 63.4 25.2 74.8 62.6 37.4 31.1 68.9 60.6 39.4 51.9 48.1 50.6 49.4 41.9 58.1

女性20代 (175) 55.2 44.8 67.4 32.6 52.5 47.5 40.6 59.4 63.6 36.4 59.3 40.7 74.8 25.2 69.7 30.3 67.9 32.1 72.1 27.9

女性30代 (221) 54.0 46.0 73.4 26.6 69.1 30.9 37.2 62.8 76.0 24.0 47.8 52.2 76.9 23.1 61.8 38.2 64.4 35.6 52.5 47.5

女性40代 (263) 50.8 49.2 61.9 38.1 64.9 35.1 28.0 72.0 70.2 29.8 53.7 46.3 73.5 26.5 55.7 44.3 66.6 33.4 54.4 45.6

女性50代 (223) 51.3 48.7 61.9 38.1 59.3 40.7 31.3 68.7 56.5 43.5 51.9 48.1 72.6 27.4 66.7 33.3 57.9 42.1 42.8 57.2

女性60代 (268) 48.5 51.5 65.0 35.0 59.6 40.4 28.6 71.4 68.9 31.1 51.5 48.5 79.2 20.8 61.0 39.0 70.7 29.3 35.3 64.7

女性70代 (220) 44.1 55.9 48.5 51.5 55.7 44.3 31.8 68.2 63.3 36.7 44.3 55.7 72.9 27.1 48.5 51.5 50.5 49.5 29.5 70.5

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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Ⅰ．コロナ禍における健康実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）コロナ禍における生活の変化 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響について聞いてみると「健康的になった

（50.4%）」「不健康になった（49.6%）」と結果が二分化しました。（図１）昨年

調査時よりも「不健康になった」人の割合が上昇しており、長期化するコロナ禍

で健康状態に影響がでていることがわかりました。 

 

【図１】コロナ禍における生活の変化 

Ｑ．新型コロナウイルスの影響について、あなたに近いと思うのはどちらですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で「健康的になった」と回答した人が５０.４％、 

不健康になった人は４９.６％と二分化。 

コロナ禍で健康実感が二分化。 

新型コロナウイルス感染症流行前と比べて健康になった人、 

不健康になってしまった人の割合は拮抗。 

健康になった人は食生活の見直し、 

不健康になった人はメンタルの不安やストレスが要因に。 

気になる健康キーワードは昨年よりも「新型コロナウイルス」が上昇し 

生活習慣病関連項目に引き続き高い関心が寄せられた。 
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全体 (1361) 38.9 34.7 28.8 28.1 19.6 18.8 18.7 18.7 18.4 17.9 15.6 14.3 7.8 6.4 5.2 4.5 3.6 1.9 3.1

男性20代 (105) 36.6 34.9 34.4 18.0 35.7 35.9 29.7 25.1 19.7 16.2 15.2 19.4 8.6 9.5 5.6 7.0 6.3 5.6 1.8

男性30代 (122) 42.4 33.0 27.9 24.6 21.6 25.7 23.8 19.9 13.2 19.5 12.6 19.0 10.3 12.0 7.0 3.5 4.5 2.4 1.2

男性40代 (131) 37.2 18.8 15.3 20.4 23.3 15.6 16.2 21.4 22.8 28.0 8.0 15.3 8.2 7.6 12.2 3.7 5.8 6.8 1.0

男性50代 (110) 38.4 14.9 11.2 15.3 12.7 10.2 10.7 25.0 19.9 21.0 21.0 12.2 10.0 8.0 8.4 5.0 2.3 0.2 3.1

男性60代 (109) 50.8 35.7 17.6 23.4 33.7 9.8 28.6 14.2 14.2 18.9 13.3 14.0 6.9 5.7 5.9 6.8 4.4 2.6 7.0

男性70代 (93) 33.5 35.8 17.7 33.5 25.3 9.6 18.8 15.3 25.4 6.7 21.0 11.5 12.0 0.5 4.2 2.5 1.3 1.7 2.4

女性20代 (97) 60.0 39.9 47.0 32.3 32.0 19.2 11.6 21.9 22.5 18.3 30.3 12.8 4.4 7.7 5.8 4.4 4.3 1.8 0.7

女性30代 (119) 42.7 28.8 56.9 27.8 19.3 24.6 16.3 13.2 19.9 21.8 15.2 11.6 0.3 1.5 7.2 1.9 2.8 0.5 5.6

女性40代 (134) 25.1 40.5 43.1 30.7 13.9 25.0 16.6 14.9 15.0 10.3 16.0 13.6 3.6 3.4 2.6 0.7 1.1 0.1 0.9

女性50代 (114) 46.9 30.4 24.7 28.2 12.2 12.9 11.8 17.5 12.8 17.4 14.7 15.8 9.9 8.8 1.9 3.5 2.2 1.5 8.1

女性60代 (130) 29.0 50.7 21.1 40.3 3.7 14.1 13.9 18.0 11.0 19.2 8.1 8.3 7.1 6.4 0.3 5.5 3.9 - 1.1

女性70代 (97) 28.5 55.7 28.4 44.7 6.8 21.3 29.3 18.7 29.1 13.8 18.3 19.8 15.2 5.4 - 10.8 5.0 - 4.9

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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また、健康になった人に理由を尋ねると、「外食や飲み会をする機会が減ったから

（38.9%）」「栄養バランスに気を付けるようになったから（34.7%）」など、自炊

機会が増えたことによる食生活の見直しができた人が多い結果になりました。（図２） 

 

【図２】コロナ禍で健康的になった理由 

Ｑ．新型コロナウイルス感染拡大後、「健康的になった」と回答された方に 

お伺いします。なぜそのように思われますか。 
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（％） （n=1,339）
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た
か
ら

夜
遅
く
ま
で
ダ
ラ
ダ
ラ
と
し
て

不
規
則
な
生
活
に
な
っ
た
か
ら

体
調
の
悪
い
日
が
増
え
た
か
ら

コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
機
会
や
量
が
増
え
た
か
ら

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
導
入
に
よ
っ
て
、

移
動
す
る
（
動
く
）
機
会
が
減
っ
た
か
ら

栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
偏
っ
た
食
事
が

増
え
た
か
ら

ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
機
会
や

量
が
増
え
た
か
ら

時
間
に
余
裕
が
な
く
な
り
体
調
や

メ
ン
タ
ル
が
悪
く
な
っ
た
か
ら

ジ
ム
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や

運
動
を
す
る
機
会
が
減
っ
た
か
ら

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
導
入
に
よ
っ
て
、

生
活
リ
ズ
ム
が
変
わ
っ
た
か
ら

食
卓
で
脂
っ
こ
い
食
事
な
ど

高
カ
ロ
リ
ー
の
食
事
が
増
え
た
か
ら

健
康
診
断
の
数
値
が
悪
く
な
っ
た
か
ら

食
卓
で
大
皿
料
理
な
ど

ボ
リ
ュ
ー
ム
の
多
い
食
事
が
増
え
た
か
ら

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
導
入
に
よ
っ
て
、

タ
バ
コ
を
吸
う
頻
度
が
多
く
な
っ
た
か
ら

ト
ク
ホ
や
機
能
性
飲
料
を
飲
む
機
会
や

量
が
減
っ
た
か
ら

そ
の
他

全体 (1339) 37.6 35.8 24.8 20.8 17.9 17.0 12.8 11.9 11.4 11.0 10.9 10.5 9.3 8.1 7.9 5.3 3.2 1.5 3.4

男性20代 (75) 19.0 31.9 29.7 18.0 25.2 9.7 16.0 8.4 14.4 9.8 13.8 15.3 10.2 10.7 7.2 3.4 7.3 1.2 1.8

男性30代 (105) 25.4 36.3 26.3 27.4 17.7 13.1 10.1 16.1 19.6 5.4 11.9 5.5 13.7 15.1 8.3 7.4 5.4 2.7 -

男性40代 (135) 26.2 26.3 28.8 15.2 11.4 17.3 12.2 12.7 8.8 20.5 18.0 10.6 11.6 6.7 4.2 7.9 1.7 6.5 0.3

男性50代 (111) 36.5 41.0 20.6 19.8 11.8 17.0 11.3 20.4 18.9 12.9 4.8 9.8 8.2 3.0 9.3 4.9 11.2 0.1 3.2

男性60代 (145) 29.5 36.4 28.9 17.7 20.7 12.1 13.5 11.3 6.1 12.8 6.0 8.1 17.7 6.8 13.5 2.7 5.3 1.2 3.5

男性70代 (89) 33.9 27.0 30.9 17.8 10.6 12.9 24.0 15.1 1.6 13.8 0.2 4.4 7.1 2.3 14.3 0.3 1.3 0.1 12.9

女性20代 (78) 47.9 34.4 24.6 36.2 37.9 30.9 14.7 25.8 17.1 7.4 18.0 10.4 17.4 19.1 4.8 10.3 3.3 1.3 1.1

女性30代 (102) 47.3 42.7 20.1 12.8 14.2 27.4 10.0 11.2 8.1 13.9 19.8 7.3 4.9 11.0 1.5 3.3 1.2 0.5 0.8

女性40代 (129) 37.7 32.8 14.0 21.0 16.8 22.6 16.9 12.8 11.1 12.1 14.5 12.5 6.9 6.4 5.4 10.1 1.7 2.2 6.0

女性50代 (109) 51.5 42.8 18.8 19.2 17.7 18.0 5.2 11.1 9.3 5.8 6.3 12.5 11.6 5.4 5.4 2.8 0.4 0.7 1.6

女性60代 (138) 55.2 39.5 24.9 24.2 21.9 11.7 13.8 4.0 13.4 9.2 13.9 17.0 3.4 9.8 11.6 4.8 1.0 0.4 4.6

女性70代 (123) 38.2 36.9 31.3 23.8 15.0 14.5 8.4 1.0 10.9 6.0 5.0 11.0 0.3 4.8 8.0 5.0 0.2 0.1 5.3

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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一方で、不健康になった人の理由は、「コロナ禍になったことでメンタルの不安

やストレスが生まれたから（37.6%）」「体重が増えたから・太ったから（35.8%）」

など、精神の不安定さや体重増加など具体的な症状があらわれた結果になりました。

（図３）また、不健康になった理由の中で、メンタル不調や体重の増加をあげて

いる人が、女性の方が多い結果となりましたが、男性で見ると５０代が多いことが

わかりました。 

 

【図３】コロナ禍で不健康になった理由 

Ｑ．新型コロナウイルス感染拡大後、「不健康になった」と回答された方に 

お伺いします。なぜそのように思われますか。 
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※「特になし」回答者を除く

【全体】

件数 ％

1位 新型コロナウイルス感染症 727 33.0

2位 高血圧症 274 12.4

3位 糖尿病／高血糖 256 11.6

4位
（その他の）がん

※単に「がん」含む
196 8.9

5位 肥満症 150 6.8

6位 認知症／アルツハイマー病／物忘れ 123 5.6

7位 コレステロール 115 5.2

7位 腰痛 115 5.2

9位 メタボリックシンドローム 109 4.9

10位 ダイエット／減量 96 4.3

全体(n=2,207)

（２）気になる自身の健康に関するキーワード 

 

 

 

 
 

気になる自身の健康に関するキーワードについて聞いてみると、昨年同様全年代

で「新型コロナウイルス感染症」が１位でした（図４）。昨年２位の「糖尿病／高血糖」

と「高血圧症」が入れ替わる結果となりました。昨年に続いて生活習慣病関連の

キーワードが上位を占めていることがわかります。 

 

【図４】気になる自身の健康に関するキーワード 

Ｑ．最近メディア（ＴＶ番組、雑誌・ウェブ記事など）や周りから聞いて、 

あなたご自身が気になる健康に関するキーワード（病名、症状、健康法など）を 

最大５つまで教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年と変わらず、全年代で「新型コロナウイルス感染症」が１位、 

昨年２位の「糖尿病／高血糖」と３位の「高血圧症」が入れ替わる結果に。 

多くの年代で生活習慣病関連項目に高い関心を持った。 
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【図５】気になる自身の健康に関するキーワード（性年代別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1位 新型コロナウイルス感染症 123 36.0 1位 新型コロナウイルス感染症 143 35.7 1位 新型コロナウイルス感染症 105 26.6

2位
（その他の）がん

※単に「がん」含む
39 11.3 2位 糖尿病／高血糖 34 8.5 2位

認知症／アルツハイマー病／

物忘れ
51 12.9

3位 ダイエット／減量 35 10.3 3位 高血圧症 30 7.5 3位 高血圧症 47 11.9

4位 高血圧症 30 8.9 4位
（その他の）がん

※単に「がん」含む
29 7.2 4位

（その他の）がん

※単に「がん」含む
41 10.3

5位 糖尿病／高血糖 29 8.4 5位 コレステロール 26 6.4 5位 糖尿病／高血糖 36 9.2

6位 糖質／ロカボ 26 7.6 6位 ダイエット／減量 20 5.0 6位 コレステロール 35 9.0

7位 肥満症 24 7.0 7位 更年期／更年期障害 19 4.7 7位 骨粗しょう症 30 7.5

8位 メタボリックシンドローム 21 6.3 8位 腸内フローラ／腸内環境 18 4.4 8位 腰痛 29 7.2

9位 コロナワクチン／副反応 19 5.5 9位 肥満症 17 4.3 9位 膝痛／膝関節症 23 5.9

10位 コレステロール 17 4.9 10位 内臓脂肪／皮下脂肪 17 4.1 10位 肥満症 21 5.3

10位 腸内フローラ／腸内環境 17 4.9

女性20-30代(n=342) 女性40-50代(n=402) 女性60-70代(n=395)

※「特になし」回答者を除く

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

1位 新型コロナウイルス感染症 99 31.1 1位 新型コロナウイルス感染症 144 38.2 1位 新型コロナウイルス感染症 113 30.3

2位 糖尿病／高血糖 52 16.4 2位 高血圧症 51 13.6 2位 高血圧症 85 22.7

3位 高血圧症 31 9.7 3位 糖尿病／高血糖 50 13.3 3位 糖尿病／高血糖 54 14.6

3位 生活習慣病／成人病 31 9.7 4位 肥満症 37 9.7 4位
認知症／アルツハイマー病／

物忘れ
44 11.8

5位
（その他の）がん

※単に「がん」含む
30 9.5 5位

（その他の）がん

※単に「がん」含む
23 6.1 5位

（その他の）がん

※単に「がん」含む
34 9.1

6位 肥満症 28 8.8 6位 メタボリックシンドローム 23 6.0 6位 腰痛 33 8.8

7位 メタボリックシンドローム 27 8.5 7位 腰痛 19 5.0 7位 肥満症 24 6.4

8位 筋トレ／トレーニング 27 8.4 8位 痛風／高尿酸血症／尿酸値 16 4.4 8位 脂質異常症／高脂血症 21 5.6

9位 腰痛 15 4.6 9位 肩こり／首こり 14 3.8 9位 メタボリックシンドローム 20 5.3

10位 ダイエット／減量 13 4.0 10位 コレステロール 14 3.6 10位 狭心症／心筋梗塞 19 5.1

男性20-30代(n=318) 男性40-50代(n=377) 男性60-70代(n=372)
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（％）

ス
ト
レ
ス

肩
こ
り
・
腰
痛

目
の
疲
れ
／
か
す
み
目

体
重
の
増
加

肉
体
疲
労
／
疲
れ
や
す
い

基
礎
代
謝
の
低
下

免
疫
力
の
低
下

眠
れ
な
い
／
寝
つ
き
が
悪
い

シ
ミ
／
そ
ば
か
す

肥
満
症
／
体
脂
肪

内
臓
脂
肪

目
覚
め
の
悪
さ
／
だ
る
さ

高
脂
血
症
／

コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値
の
高
さ

自
律
神
経
の
乱
れ

高
血
圧
症
／
血
圧
の
高
さ

冷
え
性
・
む
く
み

脳
機
能

（
記
憶
力
／
集
中
力
）
の
低
下

食
後
の
眠
気
／
だ
る
さ

乾
燥
肌

が
ん

2021年全体（MA） (2700) 35.7 32.0 30.6 28.8 24.5 21.4 20.5 19.8 17.9 17.0 15.5 15.1 13.9 13.4 12.2 12.0 11.8 11.3 11.2 9.9

男性20代 (180) 37.6 26.5 23.7 26.5 28.2 13.7 15.5 21.2 7.5 16.9 17.1 18.4 5.6 12.1 7.8 7.6 14.4 9.9 13.6 6.8

男性30代 (227) 43.1 32.2 25.9 31.9 27.0 19.1 16.1 22.1 12.1 20.5 17.8 16.2 13.9 13.9 7.9 5.8 15.7 11.9 14.8 14.2

男性40代 (266) 27.9 33.8 20.6 20.6 23.6 16.1 11.2 10.2 6.6 15.2 16.5 8.7 10.4 8.0 10.5 1.7 7.6 8.6 6.2 8.5

男性50代 (221) 32.4 26.4 23.9 30.0 19.2 16.2 8.6 13.1 4.6 16.4 14.4 14.1 11.7 8.7 8.7 2.5 7.0 8.7 3.0 7.4

男性60代 (254) 23.5 30.5 31.4 22.0 18.2 18.0 19.6 17.0 5.1 20.0 20.2 13.7 21.3 5.5 26.8 6.4 8.2 6.2 7.6 13.9

男性70代 (182) 16.2 16.7 27.8 20.2 10.3 9.5 10.8 16.8 4.3 9.6 11.0 3.2 9.5 5.2 29.6 7.8 15.0 8.6 2.9 15.1

女性20代 (175) 57.6 43.2 31.5 39.4 36.6 27.6 27.5 41.3 36.1 17.5 20.8 31.1 11.0 31.1 4.9 36.1 16.7 22.7 33.7 7.9

女性30代 (221) 43.9 40.3 25.0 39.2 31.9 30.7 28.0 22.9 34.0 21.7 10.8 18.1 8.0 24.7 6.4 24.1 9.1 9.3 19.5 10.5

女性40代 (263) 46.5 33.4 34.9 35.4 28.2 33.3 22.8 18.3 33.4 13.6 10.3 16.6 11.4 19.6 2.7 22.5 8.3 17.6 16.6 11.3

女性50代 (223) 40.6 39.8 44.8 26.4 26.6 29.8 27.5 22.1 31.2 20.0 20.3 19.0 19.5 14.6 7.9 16.0 14.7 9.6 10.0 10.2

女性60代 (268) 34.1 28.0 35.6 32.7 25.1 25.1 31.0 22.2 16.2 18.7 16.3 11.6 18.2 12.4 19.1 9.0 13.8 7.4 3.6 7.7

女性70代 (220) 28.0 32.6 40.9 21.9 20.1 13.8 25.6 16.3 24.4 12.3 10.6 13.9 22.4 8.1 13.6 9.0 15.0 17.8 8.0 5.1

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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（３）コロナ禍で気になる症状 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大後に、気になるようになった症状を聞く質問では、

昨年と比べ、「ストレス（35.7%）」「肩こり・腰痛（32.0%）」「目の疲れ／かすみ目

（30.6%）」などの症状が上位に挙がっており、男性よりも女性の方が悩んでいる

割合が高くなっています。長期化するコロナ禍で心身ともに不調を感じている人が

増えている実態がわかります（図６）。 

 

【図６】コロナ禍で気になる疾患 

Ｑ．新型コロナウイルスの感染拡大後、気になるようになった症状を 

すべてお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で気になる症状は「ストレス」「肩こり・腰痛」「目の疲れ」が 

昨年よりも上昇。 

長期化するコロナ禍で心身共に影響がでていることが明らかに。 
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※「とてもそう思う」「そう思う」の合計スコア

（％）

日
頃
か
ら
、
病
気
に
か
か
り
に
く
い

身
体
づ
く
り
が
大
切
だ
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た

健
康
リ
ス
ク
は
誰
に
で
も

起
こ
り
え
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

自
分
の
カ
ラ
ダ
を
守
れ
る
の
は
、

自
分
だ
け
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

社
会
全
体
の
衛
生
意
識
が

高
ま
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

家
族
の
健
康
状
態
が

気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た

自
分
の
健
康
に
対
す
る
不
安
が
高
ま
っ
た

体
型
に
関
し
て
、
見
た
目
の

改
善
よ
り
も
、
健
康
的
な
体
型
を

維
持
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
流
行
す
る
前
、

自
分
は
健
康
だ
っ
た
と
思
う

健
康
は
あ
る
程
度

お
金
で
解
決
で
き
る
も
の
だ
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た

自
分
の
外
見
に
対
す
る

周
囲
の
目
が
気
に
な
ら
な
く
な
っ
た

体
型
に
関
し
て
、
在
宅
ワ
ー
ク
中
に

見
た
目
を
改
善
し
た
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た

流
行
っ
て
い
る
健
康
法
や
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

を
積
極
的
に
試
し
て
み
た
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た

2021年全体 (2700) 65.0 64.6 62.3 61.2 60.7 45.5 42.1 37.7 21.8 21.4 21.1 20.6

男性20代 (180) 52.7 56.0 55.6 54.5 45.7 42.9 43.3 35.6 36.0 25.1 34.0 27.9

男性30代 (227) 59.5 59.3 53.5 53.1 58.5 47.3 39.0 38.4 28.2 23.4 26.7 26.6

男性40代 (266) 53.0 52.4 48.6 45.7 46.2 36.1 39.7 30.9 19.4 22.4 21.4 16.9

男性50代 (221) 52.2 55.8 46.5 44.3 43.8 37.6 25.1 27.3 20.6 16.7 17.5 6.9

男性60代 (254) 50.4 57.2 45.8 51.5 57.4 42.8 28.7 31.9 17.3 12.8 11.7 12.3

男性70代 (182) 60.2 59.7 65.3 68.3 68.1 35.7 36.6 45.2 10.0 13.3 10.2 9.5

女性20代 (175) 80.7 76.8 76.1 77.6 67.5 67.1 54.7 55.0 28.5 30.9 45.5 40.5

女性30代 (221) 76.3 77.4 76.5 68.2 76.2 56.4 46.5 36.0 21.7 25.7 27.6 34.5

女性40代 (263) 68.0 68.5 68.0 62.1 65.2 49.9 50.4 39.7 25.1 22.1 22.1 23.4

女性50代 (223) 72.3 74.9 70.6 67.5 60.4 47.1 49.8 30.7 22.8 18.4 23.8 24.5

女性60代 (268) 84.7 70.9 74.8 81.8 72.4 47.2 48.6 40.4 19.6 24.1 11.8 14.7

女性70代 (220) 70.2 68.2 70.1 63.8 66.5 39.7 44.2 47.0 15.7 22.9 9.9 16.1

コロナ後に健康的になった計 (1361) 70.7 68.1 66.4 66.2 65.1 44.9 44.2 45.4 25.0 23.0 23.4 22.8

コロナ後に不健康になった計 (1339) 59.2 61.0 58.1 56.2 56.1 46.2 40.0 29.9 18.6 19.7 18.8 18.5

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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Ⅱ．コロナ禍における健康意識・健康行動の変化 

 

 

 

 

 

 

（４）コロナ禍における健康意識の変化 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルスの流行による健康の意識変化について聞いてみると、「日頃

から、病気にかかりにくい身体づくりが大切だと思うようになった（65.0%）」「健康

リスクは誰にでも起こりえると思うようになった（64.6%）」「自分のカラダを守れる

のは、自分だけであると思うようになった（62.3%）」と健康に対する自己防衛意識

の高さがうかがえる結果となりました（図７）。トップ３の項目は昨年の調査結果と

比較しても上昇しており、昨年に続きさらに新型コロナウイルスの流行が長期化

したことから、健康意識が高まっていることがわかります。 

 

【図７】コロナ禍における健康意識の変化 

Ｑ．「新型コロナウイルス」の流行によって、 

健康に関する意識に変化はありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康に対する自己防衛意識が昨年よりも増加。 

「病気にかかりにくい身体づくりが大切」や「健康リスクは 

誰にでも起こりえる」と思うように。 

健康に対する「自己防衛意識」が加速。 

昨年と比較して健康行動を実践する人が増加傾向に。 

一方で習慣化に至る人の割合は昨年同様、全体の約３分の１にとどまり、 

健康になった人、不健康になった人の間でも差が生じた。 
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※「以前は行っていなかったが、新型コロナウイルスの影響で行うようになった」

　 「以前から行っているが、新型コロナウイルスの影響で行うことが増えた」の合計スコア

（％）

自
炊
を
行
う

家
で
で
き
る
運
動
（
お
家
で
の

筋
ト
レ
や
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
）
を
行
う

ス
ト
レ
ス
を
溜
め
な
い
よ
う
心
が
け
る

免
疫
力
向
上
が
期
待
で
き
る
食
材

（
ヨ
ー
グ
ル
ト
、
納
豆
、
ネ
ギ
な
ど
）

を
食
べ
る

将
来
の
健
康
リ
ス
ク
に
備
え
る
、

予
防
対
策
を
す
る

免
疫
力
強
化
の
た
め
に
体
を
動
か
す

疾
患
の
情
報
を
集
め
る

定
期
的
に
自
分
の
健
康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
行
う

健
康
診
断
な
ど
で
指
摘
さ
れ
た
、
健
康
リ

ス
ク
に
対
処
す
る

美
容
や
ス
キ
ン
ケ
ア
に
手
を
か
け
る

サ
プ
リ
メ
ン
ト
・
健
康
食
品
を
摂
る

睡
眠
の
質
を
高
め
ら
れ
る
行
動
を

実
践
す
る
／
商
品
を
利
用
す
る

糖
質
や
炭
水
化
物
を

食
べ
る
の
を
控
え
る

オ
ン
ラ
イ
ン
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
／

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
動
画
を
活
用
す
る

低
糖
質
や
低
カ
ロ
リ
ー
の

食
品
を
利
用
す
る

ア
プ
リ
や
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、

自
宅
で
も
使
い
や
す
い

健
康
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

ト
ク
ホ
・
機
能
性
飲
料
や
、

野
菜
ジ
ュ
ー
ス
な
ど

健
康
を
意
識
し
た
飲
料
を
飲
む

2021年全体 (2700) 23.4 22.5 22.2 21.9 20.4 19.8 18.8 18.5 17.2 16.1 15.8 14.7 14.5 14.1 14.0 14.0 12.6 11.8

男性20代 (180) 30.5 29.4 33.2 29.8 31.7 31.7 26.8 29.5 28.7 25.1 29.5 23.3 28.5 23.5 21.7 24.4 21.6 19.2

男性30代 (227) 30.9 27.2 26.3 30.8 25.0 28.6 24.6 26.6 25.2 22.9 21.0 22.8 25.3 22.9 20.3 22.3 19.7 19.3

男性40代 (266) 17.2 22.7 25.0 22.9 26.7 17.4 14.8 16.4 19.7 14.5 13.9 15.2 18.9 18.2 12.7 12.0 13.4 12.7

男性50代 (221) 11.2 11.5 16.5 10.4 10.4 10.6 14.6 9.6 8.2 9.3 5.4 10.0 7.1 8.0 7.4 7.9 7.3 8.0

男性60代 (254) 19.5 11.5 10.7 19.0 11.5 10.7 13.2 13.0 14.0 14.0 6.0 8.0 7.0 9.1 6.3 10.8 7.1 7.8

男性70代 (182) 7.1 7.6 8.7 10.6 9.5 6.4 8.8 8.1 7.7 9.7 3.4 4.4 5.0 7.3 3.3 6.3 4.6 3.9

女性20代 (175) 50.3 49.8 45.5 45.0 37.4 43.5 27.2 40.5 35.1 28.1 44.7 29.4 31.0 23.8 28.8 32.3 19.6 24.3

女性30代 (221) 37.4 35.1 29.5 23.4 21.7 28.0 24.6 23.6 22.3 22.3 29.3 17.0 13.9 18.3 21.7 18.3 18.5 13.0

女性40代 (263) 27.9 27.0 24.4 23.7 21.1 23.1 25.5 20.1 17.0 19.8 20.1 17.4 11.8 14.2 20.7 17.0 19.9 13.8

女性50代 (223) 21.4 20.0 23.3 14.8 18.9 13.2 19.1 16.2 9.2 10.0 11.9 11.9 12.2 9.2 12.0 9.1 5.4 8.1

女性60代 (268) 15.7 15.0 14.3 17.6 15.8 10.9 15.7 9.8 6.2 9.6 6.7 9.1 7.0 6.2 11.2 6.0 10.8 6.6

女性70代 (220) 17.9 19.0 15.8 19.5 19.6 20.9 12.6 15.5 19.2 12.2 6.8 12.2 12.8 12.3 5.5 8.3 4.1 8.9

コロナ後に健康的になった計 (1361) 25.6 25.0 25.3 24.7 24.6 24.8 20.3 21.8 22.1 18.8 18.9 16.2 16.8 16.8 16.2 16.7 13.9 12.1

コロナ後に不健康になった計 (1339) 21.1 19.9 19.1 19.1 16.1 14.7 17.2 15.1 12.2 13.3 12.7 13.2 12.1 11.3 11.8 11.4 11.2 11.5

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下

21.4
23.0

19.5 19.7
17.9 17.7 17.0 15.8 17.5

13.3 11.9
11.7 12.7 12.6 13.1 11.5

11.8
10.4

23.4
22.5 22.2 21.9

20.4 19.8
18.8 18.5

17.2
16.1 15.8

14.7 14.5 14.1 14.0 14.0
12.6

11.8

0

5

10

15

20

25
2020年8月(n=2,700) 2021年8月(n=2,700)

（５）コロナ禍で実践している健康行動 

 

 

 

 

 

現在行っている健康行動についてみたところ、「自炊を行う（23.4%）」「家でできる

運動を行う（22.5%）」「ストレスを溜めないよう心がける（22.2%）」など、ほとんど

全ての項目で昨年よりもポイントが上昇し、健康行動を実践する人が増えている

ことがわかります。（図８） 

 

【図８】コロナ禍で実践している健康行動 

Ｑ．あなたは現在、以下のことを行っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「自炊」「ストレスケア」「将来の病気予防」など 

健康行動を実践する人が全体的に増加。 

ダイエットは中長期的な健康リスクを意識した 

「病気予防のため」が昨年より上昇。 
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※最も実施している対策が「ダイエット」の人

（％）

見
た
目
の
維
持
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改
善
の
た
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健
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ベ
ー
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ッ
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た
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病
気
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予
防
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た
め

日
中
の
活
動
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ア
ッ
プ
の
た
め

あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い

39.1

44.2

12.4

3.0
1.3

35.2 33.8

22.9

5.1
3.1
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15

20

25

30

35

40

45

50
2020年8月(n=2,700) 2021年8月(n=2,700)

さらに新型コロナウイルスの感染拡大後、ダイエットを行っている理由を尋ねると、

「見た目の維持・改善のため」「健康のベースアップのため」「病気の予防のため」

がトップ３という結果になりました。（図９）「病気の予防のため」は昨年よりも

１０ポイント以上上昇し、将来を見据えた健康への防衛意識の高まりがあらわれて

いるといえます。 

 

【図９】ダイエットを実践する理由 

Ｑ．新型コロナウイルスの感染拡大後、あなたが行っていることについて、 

その理由で最もあてはまるものをひとつだけお選びください。 
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（％）

健康行動

実施計

(A＋B)

全体 (2700) 75.5

男性20代 (180) 77.8

男性30代 (227) 82.1

男性40代 (266) 77.1

男性50代 (221) 58.5

男性60代 (254) 79.2

男性70代 (182) 78.8

女性20代 (175) 77.8

女性30代 (221) 75.0

女性40代 (263) 69.2

女性50代 (223) 71.4

女性60代 (268) 78.8

女性70代 (220) 80.8

コロナ後に健康的になった計 (1361) 82.0

コロナ後に不健康になった計 (1339) 68.8

36.4

43.7

41.5

41.6

26.7

35.8

48.9

29.1

25.4

26.6

34.1

41.3

43.4

45.1

27.5

39.1

34.1

40.6

35.5

31.8

43.4

29.9

48.7

49.6

42.6

37.3

37.5

37.4

36.8

41.4

24.5

22.2

17.9

22.9

41.5

20.8

21.2

22.2

25.0

30.8

28.6

21.2

19.2

18.0

31.2

習慣的に行っていることがある(A) ときどき行っていることがある(B) まったく行っていない

（６）健康行動の実施率 

 

 

 

 

 
 

健康行動の実施率を見ると、全体で７５.５％の人が何らかの健康行動を実践して

います。しかし習慣化の割合を見ると、全体の３６.４％にとどまっています。 

（図１０）コロナ禍で「健康になった人」、「不健康になった人」別でみると、健康

になった人は４５.１％が習慣化できている一方で、不健康になった人は２７.５％

となり、大きな差が見られます。また性年代別でみると、他の年代に比べて５０代

男性は、実施率・習慣化ともに特に低い傾向にあることがわかりました。 

 

【図１０】健康行動実施状況 

Ｑ．あなたは、健康のために普段から行っていることはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で健康になった人のうち、４５.１％が健康のために 

「習慣的に行っていることがある」と回答する一方で、 

不健康になった人は、２７.５％にとどまり、結果に差がみられた。 

特に５０代の男性が、健康行動の実施率・習慣化ともに少ない結果に。 
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（７）健康行動が実施できていない理由 

 

 

 

 
 

健康行動を実施する意向があるにもかかわらず、できていない人を対象に、その

理由を聞いてみると、「新型コロナウイルスへの感染が気になってしまう

（44.3%）」が１位となり、昨年１位の「意思が弱い・誘惑に負けてしまう」を上回る

結果となりました。（図１１）昨年と比較すると、２位の「お金がかかる（43.2%）」

３位の「意思が弱い・誘惑に負けてしまう（40.9%）」もそれぞれポイントが上昇

する結果となりました。長期化するコロナ禍で、感染が拡大する中、濃厚接触が

気になり思うように運動ができていない実態が見受けられます。 

 

【図１１】健康行動ができていない理由 

Ｑ．あなたが、健康のための行動をしたいのになかなかできない理由を 

すべてお選びください。 

また、その中で最もあてはまる理由をひとつだけお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康行動をやっていない理由トップ３は 

「新型コロナウイルス感染が気になってしまう」「お金がかかる」 

「意思が弱い、誘惑に負けてしまう」。長期化するコロナ禍で昨年より上昇傾向に。 

※健康行動実施意向あり&非実施者

（％）

新
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ま
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か
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と
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の
に
手
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か
る

や
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な
き
ゃ
と
思
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と
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か
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っ
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ス
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レ
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溜
ま
る

成
果
が
目
に
見
え
て
わ
か
ら
な
い

つ
い
や
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う

何
か
ら
始
め
た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
・

や
り
方
が
わ
か
ら
な
い

続
け
て
い
く
だ
け
の
体
力
に
自
信
が
な
い

一
人
で
取
り
組
む
の
は
不
安
・
寂
し
い

(

一
緒
に
取
り
組
む
仲
間
が
い
な
い)

行
動
し
な
く
て
も
、
自
分
の

健
康
状
態
に
支
障
を
き
た
さ
な
い

健
康
の
た
め
の
行
動
を
始
め
た
り
、

続
け
た
り
す
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
が
な
い

近
く
に
行
動
す
る
た
め
の
場
所
（
ジ
ム
や

運
動
し
や
す
い
と
こ
ろ
な
ど
）
が
な
い

そ
の
他

2021年全体（MA） (1748) 44.3 43.2 40.9 37.8 36.8 36.5 32.0 31.9 24.5 19.3 18.1 15.9 15.4 15.0 0.7

男性20代 (119) 42.0 48.6 49.1 45.1 40.0 28.6 24.4 27.7 26.8 25.7 32.8 24.2 17.8 23.1 -

男性30代 (153) 43.8 35.3 47.6 45.3 36.1 37.3 33.6 25.6 25.5 16.3 27.9 18.9 14.6 19.7 0.8

男性40代 (164) 38.8 51.1 35.0 42.1 35.0 34.7 31.4 29.7 26.1 15.4 14.0 15.3 11.7 13.3 -

男性50代 (106) 40.5 40.6 39.7 44.0 43.1 24.3 26.5 20.4 21.2 10.2 14.9 11.4 7.4 6.3 -

男性60代 (165) 34.8 26.8 37.2 22.6 33.3 20.0 49.0 37.4 21.9 21.3 12.1 13.1 10.6 11.3 0.1

男性70代 (130) 32.8 27.8 31.3 13.9 34.6 17.7 27.3 32.4 6.5 12.7 5.3 16.9 8.8 8.5 1.0

女性20代 (128) 45.1 61.4 59.0 48.3 56.1 57.6 34.6 34.3 43.5 28.7 32.1 18.1 25.3 25.1 -

女性30代 (149) 58.4 49.3 52.0 58.7 45.1 50.1 39.2 35.3 40.8 24.7 23.0 17.4 20.1 14.3 0.1

女性40代 (161) 44.8 51.2 35.6 50.8 27.2 45.1 20.9 40.6 34.2 21.7 13.6 9.4 21.1 24.4 1.6

女性50代 (144) 47.1 54.7 43.8 37.9 47.4 43.3 31.3 32.7 25.9 23.0 19.9 14.0 13.6 19.0 0.3

女性60代 (197) 48.6 40.4 35.5 31.0 28.1 43.3 27.1 34.2 11.1 12.2 11.7 13.7 17.0 7.8 1.5

女性70代 (136) 53.6 32.5 30.0 15.6 23.0 30.5 36.4 26.6 12.6 21.0 14.7 21.3 16.0 7.9 3.0

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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（％）

全体 (1361)

男性20代 (105)

男性30代 (122)

男性40代 (131)

男性50代 (110)

男性60代 (109)

男性70代 (93)

女性20代 (97)

女性30代 (119)

女性40代 (134)

女性50代 (114)

女性60代 (130)

女性70代 (97)

51.9

41.3

55.3

52.8

52.2

40.1

37.3

68.8

70.3

46.6

54.6

59.2

47.1

42.5

49.7

36.5

41.5

44.1

56.9

50.0

29.6

27.6

48.4

39.7

39.1

41.3

4.7

9.0

8.2

5.8

2.9

3.0

6.1

1.6

1.5
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1.4

8.2

0.9

-

-

-

0.8

-

6.6

-

0.7

-

-

0.3

3.4

健康を取り戻したいと思う 今の状態が続いてしまうと思う

多少不健康になっても良いと思う その他

Ⅲ．アフターコロナの健康意向 

 

 

 

 

 

 

 
 

（８）アフターコロナの健康意向 

 

 

 

 
 

コロナ禍で不健康になったと回答した人に新型コロナウイルス感染症の流行が

収束した後の健康意向を聞くと、「健康を取り戻したい（51.9%）」と回答する人

が全体の半数を超える結果となりました。（図１２）性年代別でみると、３０代女性

が７０.３％、２０代女性が６８.８％と、今後、健康を取り戻したいという意識が

高い傾向がわかります。 

 

【図１２】アフターコロナの健康意向 

Ｑ．もし新型コロナウイルス感染症の流行が収束したら、 

あなたはご自身の健康についてどうしていきたいと考えていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で不健康になった人の中では 

「健康を取り戻したい」が半数超え。 

健康を取り戻したい意識は、特に女性２０、３０代で顕著になっている。 

コロナ前より不健康になってしまった人は、これからの生活で 

「健康を取り戻したい」と考える人が半数を超える。 

性年代別にみていくと、女性２０、３０代は約７割が 

「健康を取り戻したい」と回答。 

アフターコロナは「長期的に、自分のペースで無理せず取り組みたい」 

健康行動ニーズが明らかに。 
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※アフターコロナには健康を取り戻したい人

短
期
的
に
結
果
を
出
し
た
い
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期
的
に
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ツ
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と

結
果
を
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し
た
い

１
人
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た
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な
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い
た
い

ス
ト
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た
い

無
理
せ
ず
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り
組
み
た
い

体
型
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体
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し
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い

健
康
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ベ
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り
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い

2021年全体 (1316) 38.5 61.5 76.8 23.2 82.4 17.6 26.1 73.9 50.2 49.8 70.4 29.6

男性20代 (101) 42.5 57.5 64.4 35.6 85.7 14.3 60.1 39.9 60.8 39.2 64.2 35.8

男性30代 (116) 37.4 62.6 72.7 27.3 82.1 17.9 34.6 65.4 50.9 49.1 67.8 32.2

男性40代 (120) 34.4 65.6 78.5 21.5 85.3 14.7 42.3 57.7 57.2 42.8 70.6 29.4

男性50代 (102) 29.7 70.3 86.0 14.0 88.4 11.6 24.4 75.6 54.9 45.1 72.8 27.2

男性60代 (99) 16.9 83.1 82.8 17.2 93.1 6.9 19.8 80.2 47.8 52.2 78.3 21.7

男性70代 (56) 12.4 87.6 91.5 8.5 93.9 6.1 18.5 81.5 61.7 38.3 80.5 19.5

女性20代 (121) 61.9 38.1 71.4 28.6 70.7 29.3 35.5 64.5 69.5 30.5 65.5 34.5

女性30代 (144) 49.4 50.6 73.9 26.1 79.3 20.7 20.6 79.4 56.6 43.4 59.0 41.0

女性40代 (128) 49.3 50.7 87.7 12.3 87.0 13.0 18.1 81.9 45.2 54.8 82.3 17.7

女性50代 (109) 44.3 55.7 76.7 23.3 72.2 27.8 11.5 88.5 39.2 60.8 54.7 45.3

女性60代 (128) 36.0 64.0 71.1 28.9 74.3 25.7 7.4 92.6 30.4 69.6 75.6 24.4

女性70代 (93) 24.5 75.5 71.7 28.3 87.9 12.1 20.4 79.6 31.7 68.3 82.0 18.0

もっと健康的になりたい (621) 35.6 64.4 79.4 20.6 82.8 17.2 31.9 68.1 47.9 52.1 73.2 26.8

健康を取り戻したい (694) 41.2 58.8 74.4 25.6 82.1 17.9 20.8 79.2 52.3 47.7 67.9 32.1

2019年全体 (2700) 51.0 49.0 81.4 18.6 86.8 13.2 25.4 74.6

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下

性

年

代

コロナ

終息後

（９）アフターコロナの健康行動意向 

 

 

 

 
 

今後、具体的にどのように健康になりたいかを聞くと、短期的よりも「長期的に」、

みんなと一緒に取り組むよりも「ひとりで」、専門家に頼るよりも「自分のペースで」、

ストイックよりも「無理せず」取り組みたいという意向が明らかになりました。

（図１３）健康意識が高まる中、ストイックに短期的に成果を上げるよりも、マイ

ペースに取り組み続けていき、習慣化したいというニーズが明らかになりました。 

 

【図１３】アフターコロナの健康行動意向 

Ｑ．もし新型コロナウイルス感染症の流行が収束したら、具体的にどのように、 

より健康になりたいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフターコロナは「長期的に」「一人で」「自分のペースで」「無理せず」 

取り組みたい。 

頑張りすぎない健康行動意向が明らかに。 
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※健康を意識してトクホ・機能性表示飲料を飲む人

％ ％

1位 どうせなら体によいものを飲みたいから 26.1 1位 どうせなら体によいものを飲みたいから 28.0

2位 手軽に効率よく健康対策ができるから 20.6 2位 手軽に効率よく健康対策ができるから 25.7

3位 太りたくないから／体重を維持したいから 17.0 3位 無理なく健康行動を続けられそうだから 14.8

4位 無理なく健康行動を続けられそうだから 15.5 4位 気になる症状（血圧、血糖値など）を改善したいから 14.6

5位 まずは飲料から健康行動を始めやすいと思ったから 14.7 5位 将来の病気を予防したいから 14.5

6位 やせたいから／体重を減らしたいから 14.0 6位 太りたくないから／体重を維持したいから 13.7

7位 気になる症状（血圧、血糖値など）を改善したいから 13.8 6位 まずは飲料から健康行動を始めやすいと思ったから 13.7

8位 ヘルシーなライフスタイルに合いそうな気がしたから 13.4 6位 ヘルシーなライフスタイルに合いそうな気がしたから 13.7

9位 のどが渇いたから 12.0 9位 やせたいから／体重を減らしたいから 12.7

9位 将来の病気を予防したいから 12.0 10位 のどが渇いたから 11.4

トクホ飲料(n=361) 機能性表示飲料(n=282)

Ⅳ．健康と飲料 

 

（１０）健康を意識して飲用する飲料やトクホ・機能性表示飲料の飲用実態 

 

 

 

 

 

トクホ・機能性表示飲料を飲む理由を聞くと、「どうせなら体によいものを飲み

たいから」、「手軽に効率よく健康対策ができるから」に回答が集まり、飲料で手軽

に健康対策をしていることがわかります。（図１４）またトクホ飲料の方が「太り

たくないから／体重を維持したいから」を理由に飲む人が多いことがわかります。 

 

【図１４】トクホ・機能性表示飲料の飲用理由 

Ｑ．過去１年間にお飲みになった飲料についてお伺いします。あなたは、 

どのような理由で、その飲料を飲みますか。あてはまるものをすべてお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トクホ・機能性表示飲料を飲む理由は 

「どうせなら体によいものを飲みたいから」、 

「手軽に効率よく健康対策ができるから」など、無理なく続けられる手軽さが 

人気。女性より男性の方が飲用効果を実感。 

トクホ・機能性表示飲料には、無理なく継続できる多機能商品にニーズが存在。 

健康になった人にも、不健康になった人にとっても 

「自分のペースで無理なく取り組みたい」という意向から、 

飽きずに続けられる健康食品／飲料に大きなサポートを求める傾向がうかがえる。 
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※「効果があると感じる」

　 「効果があると感じることが多い」の合計スコア

全体 (134) 19.4 (94) 19.6 (40) 18.8

男性20代 (12) 36.3 (7) 41.6 (5) 28.8

男性30代 (24) 11.5 (14) 19.2 (9) -

男性40代 (23) 28.3 (20) 24.5 (3) 50.6

男性50代 (13) 18.9 (10) 21.8 (3) 7.1

男性60代 (6) 44.6 (6) 44.8 (0) 42.3

男性70代 (5) 19.0 (3) 3.4 (2) 41.4

女性20代 (11) 17.9 (8) 11.1 (3) 34.9

女性30代 (8) 7.9 (7) 6.9 (2) 12.6

女性40代 (11) 2.5 (6) 4.4 (5) -

女性50代 (8) 3.4 (6) 4.7 (2) -

女性60代 (7) 24.9 (3) 5.7 (3) 44.2

女性70代 (6) 21.8 (4) 21.4 (2) 22.9

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下

※各飲料カテゴリーについて

　”最も健康を意識して飲んでいるもの”

　として選択した回答者

ト
ク
ホ
飲
料
ま
た
は

機
能
性
表
示
食
品
の
飲
料

ト
ク
ホ
飲
料

機
能
性
表
示
食
品
の
飲
料

性

年

代

さらに、健康を意識してトクホ・機能性表示飲料を飲んでいる方の中で効果を

感じている割合をみると、女性よりも男性の方が効果を実感していることがわかり

ました。（図１５） 

 

【図１５】トクホ・機能性表示飲料の効果充実度 

Ｑ．あなたは、実際に健康を意識してトクホ・機能性表示飲料を飲用して、 

効果を感じることがありますか。 
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※「とてもそう思う」「そう思う」の合計スコア

（％） （n=2,700）

味
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、

飽
き
な
い
も
の
が
欲
し
い

一
つ
の
商
品
で
、
複
数
の
効
果
が

あ
る
も
の
が
欲
し
い

ト
ク
ホ
や
機
能
性
表
示
食
品
の

飲
料
は
、
商
品
に
よ
っ
て
様
々
な

効
果
・
効
能
が
あ
る
と
思
う

ト
ク
ホ
や
機
能
性
表
示
食
品
の

飲
料
と
い
え
ば
、

体
脂
肪
対
策
だ
と
思
う

商
品
ご
と
に
効
果
が
違
う
の
で
、

複
数
商
品
を
試
し
て
み
た
い

少
し
価
格
が
高
く
て
も
、

効
果
が
高
い
も
の
が
欲
し
い

全体 (2700) 37.4 37.1 35.6 30.8 26.9 25.7

男性20代 (180) 44.5 49.7 38.8 45.2 36.3 30.4

男性30代 (227) 42.3 36.9 38.1 40.1 28.6 32.8

男性40代 (266) 29.7 33.5 31.5 29.5 23.8 18.7

男性50代 (221) 32.7 27.6 25.5 19.5 19.7 17.6

男性60代 (254) 23.0 26.9 24.9 20.9 17.2 15.8

男性70代 (182) 33.9 25.6 27.4 22.7 11.2 19.6

女性20代 (175) 56.9 59.1 45.2 51.6 44.3 35.7

女性30代 (221) 55.9 56.7 53.7 51.5 44.7 36.8

女性40代 (263) 37.1 31.3 32.6 30.9 27.3 27.0

女性50代 (223) 35.9 39.3 40.7 28.2 31.9 23.4

女性60代 (268) 35.6 35.6 41.0 20.8 26.0 31.3

女性70代 (220) 30.2 31.3 31.0 17.7 16.5 22.9

※全体と比較して　■5pt以上　■10pt以上　　■-5pt以下　　■-10pt以下
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（１１）トクホ・機能性表示飲料商品に対するニーズ 

 

 

 

 

 
 

トクホや機能性表示食品の飲料についてニーズを検証しました。（図１６）「味の

バリエーションがあり、飽きないものが欲しい（37.4%）」「一つの商品で、複数

の効果があるものが欲しい（37.1%）」など、今後の健康行動意向に沿った、無理

なく続けられる多機能な商品を期待していることがわかります。 

 

【図１６】トクホ・機能性表示飲料商品に対するニーズ 

Ｑ．トクホや機能性表示食品の飲料について、 

あなたの考えにあてはまるものをそれぞれひとつずつお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トクホ・機能性表示飲料に対して求めるものは、 

「味のバリエーションがあり、飽きないもの」 

「一つの商品で複数の効果があるものが欲しい」など 

続けられる多機能商品にニーズが存在。 
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※各飲料カテゴリーについて”最も健康を意識して飲んでいるもの”として選択した回答者

（％）
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○トクホ飲料飲用後の変化　□機能性表示飲料飲用後の変化
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野菜・果物ジュース(n=362) 乳飲料・乳酸菌飲料(n=266) ミネラルウォーター(n=300)

無糖茶飲料(n=226) 黒酢・甘酒などの発酵飲料(n=116) トクホ飲料(n=94)

機能性表示食品の飲料(n=40)

（１２）トクホ・機能性表示飲料がもたらす健康意識・行動への影響 

 

 

 

 
 

健康を意識してトクホ・機能性表示飲料を飲み始めてから、自分の中で変化した

意識や行動について聞きました。（図１７）トクホ飲料飲用後の変化としては「自分

の体重や体脂肪を気にするようになった」が他の飲料カテゴリーよりも高い傾向

でした。機能性表示食品の飲料飲用後の変化では「少しでも多く歩くことを意識

するようになった」「歩いた歩数を万歩計・アプリ等で記録するようになった」 

「ストレスを溜めないように意識するようになった」が高い結果となりました。

トクホ・機能性表示飲料を飲むことは、自身の健康状態に目を向け、日常生活で

無理なく健康行動を実践するきっかけとして機能していることがうかがえます。 

 

【図１７】トクホ・機能性表示飲料商品の飲用がもたらす健康意識・行動への影響 

Ｑ．あなたが、健康を意識して飲む飲料を飲み始めてから、 

自分の中で変化した意識や行動はありますか。あてはまるものをすべてお選びください。 

また、その中で最も変化した意識や行動をひとつだけお選びください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

トクホ・機能性表示飲料飲用者は「少しでも多く歩くことを意識する」 

「体重や体脂肪を気にするようになる」など 

日常生活の中で無理のない健康行動のきっかけとして機能。 


