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調査結果（サマリ） 

令和４年度は、大きな経済的な環境変化が続いた年でした。令和４年２月に発生

したウクライナ危機の影響から始まり、９月に１４５円／＄を超える円安を迎え、  

８～９月と１２～１月に２回の新型コロナ感染症の再拡大、そして令和５年に入って

からは感染症対策の制限が大幅に緩和されました。 

そのような経済環境において、一旦回復基調にあった景況は、資材・エネルギー

高騰の影響を直接的に受けた製造業・建設業を中心に、再度徐々に悪化し、低位で

推移しました。飲食業・サービス業は昨年度並みの景況が続きました。昨年度から

ＤＩが低かった小売業・卸売業は、消費マインドの回復とコスト高の価格転嫁が進ん

できたため、令和５年に入り大幅に改善し、新型コロナ前の水準を上回りました。 
 

【業況天気図】 

 
 

【ＤＩ値の推移（業種別）】 

R4年度
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調査概要 

 

報告書作成の目的 

相模原市の地域経済を支える事業者は、需要の低下、売上の減少、経営者の高齢化による事

業承継等の問題に直面しており、経営を持続的に行うための経営課題の解決が必要となって

いる。 

そこで、相模原市の事業者に景況感や経営上の問題点に関するアンケート調査を行う。 

収集した情報は、事業者に提供するだけでなく、商工会議所としても事業者に対する効果的な

支援策の立案に役立てるものである。 

 

◆「経済動向アンケート」概要 

第１回 

調査時期 令和４年４月１日～令和４年６月３０日 

調査対象 相模原市内会員中小企業３，７８１事業所 

調査方法 郵送後、郵送またはファックスにて回収 

回答数・回収率 ９０２件・２３．９％ 

 

第２回 

調査時期 令和４年７月１日～令和４年９月３０日 

調査対象 相模原市内会員中小企業３，７８４事業所 

調査方法 郵送後、郵送またはファックスにて回収 

回答数・回収率 ６８６件・１８．１％ 

 

第３回 

調査時期 令和４年１０月１日～令和４年１２月３１日 

調査対象 相模原市内会員中小企業３，７７３事業所 

調査方法 郵送後、郵送またはファックスにて回収 

回答数・回収率 １，００３件・２６．６％ 

 

第４回 

調査時期 令和５年１月１日～令和５年３月３１日 

調査対象 相模原市内会員中小企業３，７８０事業所 

調査方法 郵送後、郵送またはファックスにて回収 

回答数・回収率 ８８７件・２３．５％ 
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Ⅰ． 回答者の属性 

 

回答者の属性（第１回） 

① 代表者年齢 
業種（細分類） 全体 20代 30代 40代 50代 ６０代 70代 以上 不明

件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %

製造業 229 25% 0 0% 15 37% 35 23% 87 34% 55 27% 37 17% 0 0%

建設業 147 16% 2 20% 7 17% 25 16% 47 18% 36 18% 29 14% 1 5%

小売業・卸売業 144 16% 2 20% 7 17% 19 12% 42 16% 31 15% 38 18% 5 23%

卸売業 47 5% 1 10% 2 5% 5 3% 14 5% 10 5% 13 6% 2 9%

小売業 97 11% 1 10% 5 12% 14 9% 28 11% 21 10% 25 12% 3 14%

飲食業・サービス業 382 42% 6 60% 12 29% 75 49% 82 32% 83 40% 108 51% 16 73%

飲食業 41 5% 1 10% 1 2% 6 4% 9 3% 7 3% 14 7% 3 14%

運輸業 38 4% 0 0% 0 0% 9 6% 11 4% 8 4% 7 3% 3 14%

情報通信業 20 2% 0 0% 0 0% 3 2% 5 2% 5 2% 7 3% 0 0%

不動産業 39 4% 0 0% 0 0% 5 3% 7 3% 12 6% 15 7% 0 0%

生活関連サービス業 31 3% 0 0% 0 0% 5 3% 7 3% 10 5% 8 4% 1 5%

専門・技術サービス業 71 8% 0 0% 3 7% 12 8% 16 6% 19 9% 18 8% 3 14%

その他の業種 67 7% 2 20% 5 12% 18 12% 14 5% 11 5% 15 7% 2 9%

業種不明 75 8% 3 30% 3 7% 17 11% 13 5% 11 5% 24 11% 4 18%

合計 902 100% 10 100% 41 100% 154 100% 258 100% 205 100% 212 100% 22 100%

 

② 従業員数 
業種（細分類） 全体 0～1人 2～５人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301人以上 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 229 25% 10 11% 57 18% 70 26% 47 40% 17 36% 15 60% 8 38% 5 29%

建設業 147 16% 10 11% 52 16% 67 25% 12 10% 2 4% 2 8% 1 5% 1 6%

小売業・卸売業 144 16% 23 26% 66 21% 34 13% 7 6% 5 11% 2 8% 4 19% 3 18%

卸売業 47 5% 4 4% 23 7% 11 4% 4 3% 2 4% 1 4% 2 10% 0 0%

小売業 97 11% 19 21% 43 13% 23 9% 3 3% 3 6% 1 4% 2 10% 3 18%

飲食業・サービス業 382 42% 46 52% 144 45% 96 36% 51 44% 23 49% 6 24% 8 38% 8 47%

飲食業 41 5% 7 8% 19 6% 7 3% 2 2% 2 4% 1 4% 2 10% 1 6%

運輸業 38 4% 0 0% 3 1% 18 7% 10 9% 4 9% 1 4% 0 0% 2 12%

情報通信業 20 2% 4 4% 7 2% 7 3% 1 1% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 39 4% 10 11% 16 5% 10 4% 1 1% 1 2% 1 4% 0 0% 0 0%

生活関連サービス業 31 3% 5 6% 16 5% 2 1% 4 3% 3 6% 0 0% 0 0% 1 6%

専門・技術サービス業 71 8% 11 12% 35 11% 16 6% 3 3% 4 9% 0 0% 1 5% 1 6%

その他の業種 67 7% 3 3% 21 7% 15 6% 20 17% 6 13% 1 4% 1 5% 0 0%

業種不明 75 8% 6 7% 27 8% 21 8% 10 9% 2 4% 2 8% 4 19% 3 18%

合計 902 100% 89 100% 319 100% 267 100% 117 100% 47 100% 25 100% 21 100% 17 100%

 

③ 資本金 
全体 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 229 25% 9 7% 43 18% 63 30% 75 33% 21 53% 5 45% 9 32% 4 20%

建設業 147 16% 6 5% 42 18% 35 17% 56 25% 4 10% 1 9% 2 7% 1 5%

小売業・卸売業 144 16% 23 18% 45 19% 30 14% 28 12% 4 10% 3 27% 3 11% 8 40%

卸売業 47 5% 3 2% 9 4% 13 6% 16 7% 3 8% 2 18% 0 0% 1 5%

小売業 97 11% 20 15% 36 15% 17 8% 12 5% 1 3% 1 9% 3 11% 7 35%

飲食業・サービス業 382 42% 93 71% 110 46% 79 38% 66 29% 11 28% 2 18% 14 50% 7 35%

飲食業 41 5% 12 9% 16 7% 5 2% 8 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 38 4% 1 1% 6 3% 14 7% 16 7% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

情報通信業 20 2% 2 2% 9 4% 6 3% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 39 4% 3 2% 9 4% 15 7% 7 3% 1 3% 1 9% 2 7% 1 5%

生活関連サービス業 31 3% 10 8% 8 3% 6 3% 3 1% 3 8% 0 0% 1 4% 0 0%

専門・技術サービス業 71 8% 36 27% 16 7% 12 6% 4 2% 1 3% 0 0% 0 0% 2 10%

その他の業種 67 7% 8 6% 18 8% 17 8% 20 9% 2 5% 1 9% 1 4% 0 0%

業種不明 75 8% 21 16% 28 12% 4 2% 5 2% 3 8% 0 0% 10 36% 4 20%

合計 902 100% 131 100% 240 100% 207 100% 225 100% 40 100% 11 100% 28 100% 20 100%

3億円超業種（細分類） 個人事業主 500万円以下
500万円超

～1千万円以下

1千万円超

～5千万円以下

5千万円超

～1億円以下

1億円超

～3億円以下
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④ 会社組織 
全体 %

個人事
業主

株式会社 有限会社 合同会社 一般法人 公益法人 その他 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 229 25% 10 11% 168 39% 47 19% 1 1% 1 3% 0 0% 1 7% 1 8%

建設業 147 16% 10 11% 52 12% 67 27% 12 17% 2 6% 2 20% 1 7% 1 8%

小売業・卸売業 144 16% 23 26% 66 15% 34 14% 7 10% 5 16% 2 20% 4 29% 3 23%

卸売業 47 5% 4 4% 23 5% 11 5% 4 6% 2 6% 1 10% 2 14% 0 0%

小売業 97 11% 19 21% 43 10% 23 9% 3 4% 3 10% 1 10% 2 14% 3 23%

飲食業・サービス業 382 42% 46 52% 144 33% 96 39% 51 72% 23 74% 6 60% 8 57% 8 62%

飲食業 41 5% 7 8% 19 4% 7 3% 2 3% 2 6% 1 10% 2 14% 1 8%

運輸業 38 4% 0 0% 3 1% 18 7% 10 14% 4 13% 1 10% 0 0% 2 15%

情報通信業 20 2% 4 4% 7 2% 7 3% 1 1% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 39 4% 10 11% 16 4% 10 4% 1 1% 1 3% 1 10% 0 0% 0 0%

生活関連サービス業 31 3% 5 6% 16 4% 2 1% 4 6% 3 10% 0 0% 0 0% 1 8%

専門・技術サービス業 71 8% 11 12% 35 8% 16 7% 3 4% 4 13% 0 0% 1 7% 1 8%

その他の業種 67 7% 3 3% 21 5% 15 6% 20 28% 6 19% 1 10% 1 7% 0 0%

業種不明 75 8% 6 7% 27 6% 21 9% 10 14% 2 6% 2 20% 4 29% 3 23%

合計 902 100% 89 100% 430 100% 244 100% 71 100% 31 100% 10 100% 14 100% 13 100%

業種（細分類）

 

 

回答者の属性（第２回） 

① 代表者年齢 
業種（細分類） 全体 20代 30代 40代 50代 ６０代 70代 以上 不明

件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %

製造業 180 26% 3 75% 3 18% 23 22% 69 31% 43 25% 34 22% 3 30%

建設業 124 18% 0 0% 5 29% 4 4% 44 20% 29 17% 22 14% 1 10%

小売業・卸売業 92 13% 0 0% 3 18% 13 13% 27 12% 20 11% 28 18% 1 10%

卸売業 27 4% 0 0% 1 6% 4 4% 10 4% 8 5% 4 3% 0 0%

小売業 65 9% 0 0% 2 12% 9 9% 17 8% 12 7% 24 16% 1 10%

飲食業・サービス業 290 42% 1 25% 6 35% 42 41% 83 37% 83 47% 70 45% 5 50%

飲食業 34 5% 1 25% 0 0% 5 5% 10 4% 8 5% 10 6% 0 0%

運輸業 30 4% 0 0% 1 6% 3 3% 9 4% 13 7% 3 2% 2 20%

情報通信業 12 2% 0 0% 0 0% 2 2% 5 2% 2 1% 3 2% 0 0%

不動産業 33 5% 0 0% 2 12% 4 4% 6 3% 10 6% 11 7% 1 10%

生活関連サービス業 22 3% 0 0% 1 6% 4 4% 7 3% 3 2% 6 4% 1 10%

専門・技術サービス業 59 9% 0 0% 2 12% 10 10% 15 7% 15 9% 16 10% 1 10%

その他の業種 51 7% 0 0% 0 0% 5 5% 17 8% 16 9% 13 8% 0 0%

業種不明 49 7% 0 0% 0 0% 9 9% 14 6% 16 9% 8 5% 0 0%

合計 686 100% 4 100% 17 100% 103 100% 223 100% 175 100% 154 100% 10 100%

 

② 従業員数 
業種（細分類） 全体 0～1人 2～５人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301人以上 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 180 26% 6 11% 41 18% 51 27% 41 42% 16 26% 10 28% 7 39% 2 40%

建設業 124 18% 11 19% 47 21% 7 4% 9 9% 0 0% 1 3% 4 22% 1 20%

小売業・卸売業 92 13% 13 23% 44 20% 22 12% 5 5% 4 6% 1 3% 2 11% 1 20%

卸売業 27 4% 2 4% 10 4% 7 4% 2 2% 3 5% 1 3% 2 11% 0 0%

小売業 65 9% 11 19% 34 15% 15 8% 3 3% 1 2% 0 0% 0 0% 1 20%

飲食業・サービス業 290 42% 27 47% 86 39% 58 31% 42 43% 42 68% 24 67% 5 28% 1 20%

飲食業 34 5% 5 9% 21 9% 4 2% 0 0% 3 5% 0 0% 1 6% 0 0%

運輸業 30 4% 1 2% 19 9% 14 7% 3 3% 2 3% 3 8% 2 11% 0 0%

情報通信業 12 2% 2 4% 4 2% 4 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 6% 0 0%

不動産業 33 5% 8 14% 27 12% 4 2% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

生活関連サービス業 22 3% 3 5% 13 6% 0 0% 3 3% 1 2% 0 0% 1 6% 1 20%

専門・技術サービス業 59 9% 8 14% 2 1% 18 10% 3 3% 3 5% 0 0% 0 0% 0 0%

その他の業種 51 7% 0 0% 0 0% 5 3% 17 18% 16 26% 13 36% 0 0% 0 0%

業種不明 49 7% 0 0% 0 0% 9 5% 14 14% 16 26% 8 22% 0 0% 0 0%

合計 686 100% 57 100% 223 100% 188 100% 97 100% 62 100% 36 100% 18 100% 5 100%  
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③ 資本金 
業種（細分類） 全体 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 180 26% 3 4% 35 18% 25 16% 68 38% 12 38% 5 42% 7 37% 1 8%

建設業 124 18% 4 5% 45 23% 7 4% 39 22% 5 16% 2 17% 3 16% 1 8%

小売業・卸売業 92 13% 9 12% 32 16% 25 16% 14 8% 4 13% 2 17% 1 5% 5 42%

卸売業 27 4% 1 1% 7 4% 7 4% 5 3% 4 13% 2 17% 0 0% 1 8%

小売業 65 9% 8 10% 25 13% 18 12% 9 5% 0 0% 0 0% 1 5% 4 33%

飲食業・サービス業 290 42% 61 79% 82 41% 57 37% 58 32% 11 34% 3 25% 8 42% 5 42%

飲食業 34 5% 11 14% 13 7% 3 2% 6 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8%

運輸業 30 4% 1 1% 12 6% 9 6% 14 8% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

情報通信業 12 2% 1 1% 3 2% 4 3% 3 2% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 33 5% 1 1% 15 8% 10 6% 8 4% 1 3% 0 0% 0 0% 1 8%

生活関連サービス業 22 3% 5 6% 9 5% 2 1% 2 1% 1 3% 2 17% 0 0% 1 8%

専門・技術サービス業 59 9% 27 35% 16 8% 8 5% 7 4% 1 3% 0 0% 1 5% 0 0%

その他の業種 51 7% 5 6% 14 7% 14 9% 15 8% 2 6% 0 0% 1 5% 0 0%

業種不明 49 7% 10 13% 0 0% 7 4% 3 2% 4 13% 1 8% 6 32% 2 17%

合計 686 100% 77 100% 199 100% 156 100% 179 100% 32 100% 12 100% 19 100% 12 100%

3億円超個人事業主 500万円以下
500万円超

～1千万円以下

1千万円超

～5千万円以下

5千万円超

～1億円以下

1億円超

～3億円以下

 

④ 会社組織 
全体 %

個人事
業主

株式会社 有限会社 合同会社 一般法人 公益法人 その他 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 180 26% 3 4% 140 34% 35 21% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20%

建設業 124 18% 6 7% 82 20% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0%

小売業・卸売業 92 13% 9 11% 47 12% 33 20% 0 0% 0 0% 2 50% 0 0% 1 20%

卸売業 27 4% 1 1% 23 6% 3 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

小売業 65 9% 8 10% 24 6% 30 18% 0 0% 0 0% 2 50% 0 0% 1 20%

飲食業・サービス業 290 42% 63 78% 118 29% 61 37% 3 75% 5 100% 2 50% 14 93% 3 60%

飲食業 34 5% 15 19% 10 2% 9 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 30 4% 1 1% 19 5% 8 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

情報通信業 12 2% 1 1% 8 2% 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0%

不動産業 33 5% 3 4% 19 5% 11 7% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

生活関連サービス業 22 3% 5 6% 10 2% 3 2% 2 50% 0 0% 0 0% 1 7% 1 20%

専門・技術サービス業 59 9% 27 33% 22 5% 8 5% 0 0% 1 20% 0 0% 4 27% 0 0%

その他の業種 51 7% 5 6% 30 7% 11 7% 0 0% 1 20% 0 0% 2 13% 2 40%

業種不明 49 7% 6 7% 0 0% 9 5% 1 25% 3 60% 2 50% 6 40% 0 0%

合計 686 100% 81 100% 408 100% 164 100% 4 100% 5 100% 4 100% 15 100% 5 100%

業種（細分類）

 

 

回答者の属性（第３回） 

① 代表者年齢 
業種（細分類） 全体 20代 30代 40代 50代 ６０代 70代 以上 不明

件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %

製造業 240 24% 1 17% 0 17% 37 24% 78 26% 61 25% 53 23% 6 19%

建設業 188 19% 3 50% 1 50% 34 22% 53 17% 42 17% 33 14% 9 29%

小売業・卸売業 166 17% 1 17% 0 17% 24 16% 51 17% 34 14% 46 20% 4 13%

卸売業 53 5% 0 0% 0 0% 9 6% 17 6% 14 6% 11 5% 0 0%

小売業 113 11% 1 17% 0 17% 15 10% 34 11% 20 8% 35 15% 4 13%

飲食業・サービス業 409 41% 1 17% 0 17% 58 38% 123 40% 106 44% 98 43% 13 42%

飲食業 45 4% 1 17% 0 17% 4 3% 13 4% 11 5% 12 5% 4 13%

運輸業 34 3% 0 0% 0 0% 3 2% 15 5% 13 5% 3 1% 0 0%

情報通信業 18 2% 0 0% 0 0% 4 3% 7 2% 4 2% 3 1% 0 0%

不動産業 45 4% 0 0% 0 0% 5 3% 14 5% 11 5% 13 6% 0 0%

生活関連サービス業 43 4% 0 0% 0 0% 8 5% 10 3% 10 4% 12 5% 2 6%

専門・技術サービス業 92 9% 0 0% 0 0% 14 9% 19 6% 28 12% 28 12% 2 6%

その他の業種 72 7% 0 0% 0 0% 7 5% 30 10% 18 7% 14 6% 3 10%

業種不明 60 6% 0 0% 0 0% 13 8% 15 5% 11 5% 13 6% 2 6%

合計 1003 100% 6 100% 1 100% 154 100% 305 100% 243 100% 230 100% 31 100%
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② 従業員数 
業種（細分類） 全体 0～1人 2～５人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301人以上 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 240 24% 13 12% 12% 12% 73 27% 41 39% 15 36% 16 55% 7 23% 4 27%

建設業 188 19% 11 10% 10% 10% 78 29% 15 14% 2 5% 1 3% 4 13% 1 7%

小売業・卸売業 166 17% 23 21% 21% 21% 33 12% 10 9% 4 10% 3 10% 8 27% 5 33%

卸売業 53 5% 5 5% 5% 5% 12 4% 6 6% 0 0% 1 3% 2 7% 0 0%

小売業 113 11% 18 17% 17% 17% 21 8% 4 4% 4 10% 2 7% 6 20% 5 33%

飲食業・サービス業 409 41% 62 57% 57% 57% 83 31% 40 38% 21 50% 9 31% 11 37% 5 33%

飲食業 45 4% 10 9% 9% 9% 5 2% 4 4% 1 2% 1 3% 1 3% 0 0%

運輸業 34 3% 0 0% 0% 0% 16 6% 4 4% 6 14% 2 7% 0 0% 0 0%

情報通信業 18 2% 4 4% 4% 4% 4 1% 2 2% 2 5% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 45 4% 11 10% 10% 10% 9 3% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 1 7%

生活関連サービス業 43 4% 7 6% 6% 6% 1 0% 6 6% 2 5% 0 0% 2 7% 0 0%

専門・技術サービス業 92 9% 21 19% 19% 19% 20 7% 4 4% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%

その他の業種 72 7% 4 4% 4% 4% 12 4% 14 13% 6 14% 5 17% 1 3% 2 13%

業種不明 60 6% 5 5% 5% 5% 16 6% 6 6% 3 7% 0 0% 7 23% 2 13%

合計 1003 100% 109 100% 100% 100% 267 100% 106 100% 42 100% 29 100% 30 100% 15 100%

 

③ 資本金 
業種（細分類） 全体 個人事業主 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 240 24% 9 6% 6% 6% 72 33% 70 31% 19 40% 5 50% 9 36% 3 13%

建設業 188 19% 9 6% 6% 6% 40 18% 61 27% 6 13% 1 10% 3 12% 5 21%

小売業・卸売業 166 17% 24 15% 15% 15% 36 16% 27 12% 7 15% 3 30% 3 12% 6 25%

卸売業 53 5% 2 1% 1% 1% 17 8% 11 5% 4 8% 2 20% 0 0% 0 0%

小売業 113 11% 22 14% 14% 14% 19 9% 16 7% 3 6% 1 10% 3 12% 6 25%

飲食業・サービス業 409 41% 115 73% 73% 73% 72 33% 70 31% 16 33% 1 10% 10 40% 10 42%

飲食業 45 4% 23 15% 15% 15% 6 3% 4 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 34 3% 1 1% 1% 1% 13 6% 13 6% 1 2% 0 0% 0 0% 1 4%

情報通信業 18 2% 2 1% 1% 1% 2 1% 5 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%

不動産業 45 4% 1 1% 1% 1% 15 7% 6 3% 2 4% 1 10% 1 4% 1 4%

生活関連サービス業 43 4% 17 11% 11% 11% 3 1% 8 4% 3 6% 0 0% 0 0% 1 4%

専門・技術サービス業 92 9% 50 32% 32% 32% 11 5% 7 3% 2 4% 0 0% 1 4% 2 8%

その他の業種 72 7% 6 4% 4% 4% 19 9% 20 9% 4 8% 0 0% 2 8% 2 8%

業種不明 60 6% 15 10% 10% 10% 3 1% 7 3% 3 6% 0 0% 6 24% 3 13%

合計 1003 100% 157 100% 100% 100% 220 100% 228 100% 48 100% 10 100% 25 100% 24 100%

3億円超500万円以下
500万円超

～1千万円以下

1千万円超

～5千万円以下

5千万円超

～1億円以下

1億円超

～3億円以下

 

④ 会社組織 
全体 %

個人事
業主

株式会社 有限会社 合同会社 一般法人 公益法人 その他 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 240 24% 10 6% 6% 6% 54 23% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 13%

建設業 188 19% 10 6% 6% 6% 46 20% 2 15% 0 0% 0 0% 0 0% 1 13%

小売業・卸売業 166 17% 27 17% 17% 17% 55 24% 0 0% 1 20% 1 33% 3 17% 1 13%

卸売業 53 5% 2 1% 1% 1% 12 5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 13%

小売業 113 11% 25 16% 16% 16% 43 19% 0 0% 1 20% 1 33% 2 11% 0 0%

飲食業・サービス業 409 41% 114 71% 71% 71% 77 33% 11 85% 4 80% 2 67% 15 83% 5 63%

飲食業 45 4% 24 15% 15% 15% 8 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 34 3% 1 1% 1% 1% 12 5% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

情報通信業 18 2% 2 1% 1% 1% 2 1% 1 8% 0 0% 0 0% 2 11% 0 0%

不動産業 45 4% 1 1% 1% 1% 15 6% 1 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

生活関連サービス業 43 4% 15 9% 9% 9% 8 3% 3 23% 1 20% 0 0% 2 11% 0 0%

専門・技術サービス業 92 9% 53 33% 33% 33% 9 4% 2 15% 2 40% 0 0% 2 11% 1 13%

その他の業種 72 7% 6 4% 4% 4% 15 6% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 3 38%

業種不明 60 6% 12 7% 7% 7% 8 3% 4 31% 1 20% 2 67% 7 39% 1 13%

合計 1003 100% 161 100% 100% 100% 232 100% 13 100% 5 100% 3 100% 18 100% 8 100%

業種（細分類）
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回答者の属性（第４回） 

① 代表者年齢 
業種（細分類） 全体 20代 30代 40代 50代 ６０代 70代 以上 不明

件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %

製造業 243 27% 0 0% 0 0% 28 20% 88 31% 55 27% 59 28% 9 43%

建設業 141 16% 0 0% 0 0% 26 18% 46 16% 32 16% 25 12% 4 19%

小売業・卸売業 117 13% 0 0% 0 0% 20 14% 31 11% 34 17% 28 13% 1 5%

卸売業 39 4% 0 0% 0 0% 9 6% 11 4% 6 3% 11 5% 1 5%

小売業 78 9% 0 0% 0 0% 11 8% 20 7% 28 14% 17 8% 0 0%

飲食業・サービス業 386 44% 1 100% 1 100% 68 48% 119 42% 84 41% 98 47% 7 33%

飲食業 36 4% 1 100% 1 100% 6 4% 14 5% 5 2% 9 4% 1 5%

運輸業 38 4% 0 0% 0 0% 5 4% 19 7% 7 3% 5 2% 2 10%

情報通信業 18 2% 0 0% 0 0% 5 4% 5 2% 6 3% 2 1% 0 0%

不動産業 56 6% 0 0% 0 0% 10 7% 12 4% 15 7% 16 8% 1 5%

生活関連サービス業 22 2% 0 0% 0 0% 3 2% 4 1% 7 3% 7 3% 1 5%

専門・技術サービス業 74 8% 0 0% 0 0% 14 10% 18 6% 12 6% 28 13% 1 5%

その他の業種 77 9% 0 0% 0 0% 8 6% 29 10% 21 10% 18 9% 0 0%

業種不明 65 7% 0 0% 0 0% 17 12% 18 6% 11 5% 13 6% 1 5%

合計 887 100% 1 100% 1 100% 142 100% 284 100% 205 100% 210 100% 21 100%

 

② 従業員数 
業種（細分類） 全体 0～1人 2～５人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301人以上 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 243 27% 12 11% 11% 11% 71 27% 49 47% 21 53% 12 43% 6 23% 4 -4%

建設業 141 16% 6 6% 6% 6% 59 22% 11 11% 0 0% 1 4% 2 8% 1 -1%

小売業・卸売業 117 13% 17 16% 16% 16% 28 10% 6 6% 7 18% 5 18% 4 15% 3 -3%

卸売業 39 4% 5 5% 5% 5% 13 5% 1 1% 3 8% 2 7% 1 4% 1 -1%

小売業 78 9% 12 11% 11% 11% 15 6% 5 5% 4 10% 3 11% 3 12% 2 -2%

飲食業・サービス業 386 44% 61 56% 56% 56% 89 33% 41 39% 22 55% 6 21% 14 54% 0 0%

飲食業 36 4% 6 6% 6% 6% 2 1% 2 2% 2 5% 0 0% 2 8% 0 0%

運輸業 38 4% 1 1% 1% 1% 15 6% 10 10% 5 13% 2 7% 0 0% 0 0%

情報通信業 18 2% 2 2% 2% 2% 7 3% 3 3% 1 3% 0 0% 1 4% 0 0%

不動産業 56 6% 14 13% 13% 13% 9 3% 5 5% 1 3% 2 7% 1 4% 0 0%

生活関連サービス業 22 2% 7 6% 6% 6% 2 1% 1 1% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

専門・技術サービス業 74 8% 15 14% 14% 14% 18 7% 2 2% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

その他の業種 77 9% 7 6% 6% 6% 19 7% 15 14% 6 15% 2 7% 3 12% 0 0%

業種不明 65 7% 9 8% 8% 8% 17 6% 3 3% 5 13% 0 0% 7 27% 0 0%

合計 887 100% 109 100% 100% 100% 267 100% 104 100% 40 100% 28 100% 26 100% -92 100%

 

③ 資本金 
業種（細分類） 全体 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 243 27% 6 6% 6% 6% 70 31% 79 39% 18 56% 6 67% 6 21% 4 7%

建設業 141 16% 6 6% 6% 6% 39 17% 43 21% 2 6% 1 11% 2 7% 2 4%

小売業・卸売業 117 13% 11 11% 11% 11% 28 13% 25 12% 7 22% 1 11% 3 11% 6 11%

卸売業 39 4% 1 1% 1% 1% 11 5% 11 5% 4 13% 1 11% 2 7% 2 4%

小売業 78 9% 10 10% 10% 10% 17 8% 14 7% 3 9% 0 0% 1 4% 4 7%

飲食業・サービス業 386 44% 95 92% 92% 92% 78 35% 65 32% 13 41% 1 11% 12 43% 7 13%

飲食業 36 4% 13 13% 13% 13% 1 0% 6 3% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 38 4% 0 0% 0% 0% 15 7% 13 6% 1 3% 0 0% 0 0% 1 2%

情報通信業 18 2% 1 1% 1% 1% 3 1% 6 3% 1 3% 1 11% 0 0% 1 2%

不動産業 56 6% 3 3% 3% 3% 15 7% 10 5% 1 3% 0 0% 2 7% 1 2%

生活関連サービス業 22 2% 11 11% 11% 11% 1 0% 4 2% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

専門・技術サービス業 74 8% 42 41% 41% 41% 9 4% 4 2% 1 3% 0 0% 1 4% 2 4%

その他の業種 77 9% 10 10% 10% 10% 26 12% 21 10% 3 9% 0 0% 1 4% 0 0%

業種不明 65 7% 15 15% 15% 15% 8 4% 1 0% 4 13% 0 0% 8 29% 2 4%

合計 887 100% 103 100% 100% 100% 224 100% 205 100% 32 100% 9 100% 28 100% 54 100%

3億円超500万円以下個人事業主
500万円超

～1千万円以下

1千万円超

～5千万円以下

5千万円超

～1億円以下

1億円超

～3億円以下
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④ 会社組織 
全体 %

個人事
業主

株式会社 有限会社 合同会社 一般法人 公益法人 その他 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 243 27% 6 5% 5% 5% 70 38% 79 988% 18 450% 6 200% 6 30% 4 8%

建設業 141 16% 6 5% 5% 5% 39 21% 43 538% 2 50% 1 33% 2 10% 2 4%

小売業・卸売業 117 13% 11 10% 10% 10% 30 16% 25 313% 7 175% 1 33% 1 5% 8 16%

卸売業 39 4% 1 1% 1% 1% 11 6% 11 138% 4 100% 1 33% 0 0% 4 8%

小売業 78 9% 10 9% 9% 9% 19 10% 14 175% 3 75% 0 0% 1 5% 4 8%

飲食業・サービス業 386 44% 91 83% 83% 83% 67 37% 32 400% 7 175% 2 67% 16 80% 5 10%

飲食業 36 4% 13 12% 12% 12% 1 1% 6 75% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0%

運輸業 38 4% 0 0% 0% 0% 15 8% 13 163% 1 25% 0 0% 0 0% 1 2%

情報通信業 18 2% 1 1% 1% 1% 3 2% 6 75% 1 25% 1 33% 0 0% 1 2%

不動産業 56 6% 3 3% 3% 3% 17 9% 1 13% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0%

生活関連サービス業 22 2% 10 9% 9% 9% 1 1% 1 13% 1 25% 0 0% 1 5% 0 0%

専門・技術サービス業 74 8% 44 40% 40% 40% 8 4% 1 13% 1 25% 0 0% 3 15% 2 4%

その他の業種 77 9% 8 7% 7% 7% 14 8% 0 0% 1 25% 0 0% 3 15% 1 2%

業種不明 65 7% 12 11% 11% 11% 8 4% 4 50% 1 25% 1 33% 8 40% 0 0%

合計 887 100% 110 100% 100% 100% 183 100% 8 100% 4 100% 3 100% 20 100% 51 100%

業種（細分類）

 

 

 

 

回答者の属性（年間集計） 

 

① 代表者年齢 
業種（細分類） 全体 20代 30代 40代 50代 ６０代 70代 以上 不明

件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 % 件数 %

製造業 892 26% 4 19% 26 2% 125 12% 322 30% 214 20% 183 17% 18 2%

建設業 600 17% 5 24% 34 3% 108 10% 190 18% 139 13% 109 10% 15 1%

小売業・卸売業 519 15% 3 14% 19 2% 76 7% 151 14% 38 4% 140 13% 11 1%

卸売業 166 5% 1 5% 6 1% 27 3% 52 5% 38 4% 39 4% 3 0%

小売業 353 10% 2 10% 13 1% 49 5% 99 9% 81 8% 101 9% 8 1%

飲食業・サービス業 1467 42% 9 43% 37 3% 243 23% 407 38% 41 4% 374 35% 41 4%

飲食業 156 4% 4 19% 1 0% 21 2% 46 4% 31 3% 45 4% 8 1%

運輸業 140 4% 0 0% 0 0% 20 2% 54 5% 41 4% 18 2% 7 1%

情報通信業 68 2% 0 0% 0 0% 14 1% 22 2% 17 2% 15 1% 0 0%

不動産業 173 5% 0 0% 5 0% 24 2% 39 4% 48 4% 55 5% 2 0%

生活関連サービス業 118 3% 0 0% 2 0% 20 2% 28 3% 30 3% 33 3% 5 0%

専門・技術サービス業 296 9% 0 0% 7 1% 50 5% 68 6% 74 7% 90 8% 7 1%

その他の業種 267 8% 2 10% 6 1% 38 4% 90 8% 66 6% 60 6% 5 0%

業種不明 249 7% 3 14% 16 1% 56 5% 60 6% 49 5% 58 5% 7 1%

合計 3478 100% 21 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100%

 

② 従業員数 
業種（細分類） 全体 0～1人 2～５人 6～20人 21～50人 51～100人 101～300人 301人以上 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 892 26% 41 12% 237 22% 271 25% 178 17% 69 6% 53 5% 28 3% 15 1%

建設業 600 17% 38 11% 236 22% 255 24% 47 4% 4 0% 5 0% 11 1% 4 0%

小売業・卸売業 519 15% 76 22% 237 22% 117 11% 28 3% 8 1% 11 1% 18 2% 12 1%

卸売業 166 5% 16 5% 73 7% 43 4% 13 1% 8 1% 5 0% 7 1% 1 0%

小売業 353 10% 60 17% 164 15% 74 7% 15 1% 12 1% 6 1% 11 1% 11 1%

飲食業・サービス業 1467 42% 196 56% 566 53% 326 30% 174 16% 17 2% 45 4% 38 4% 14 1%

飲食業 156 4% 28 8% 85 8% 18 2% 8 1% 8 1% 2 0% 6 1% 1 0%

運輸業 140 4% 2 1% 19 2% 63 6% 27 3% 17 2% 8 1% 2 0% 2 0%

情報通信業 68 2% 12 3% 21 2% 22 2% 6 1% 5 0% 0 0% 2 0% 0 0%

不動産業 173 5% 43 12% 82 8% 32 3% 8 1% 2 0% 4 0% 1 0% 1 0%

生活関連サービス業 118 3% 22 6% 65 6% 5 0% 14 1% 7 1% 0 0% 3 0% 2 0%

専門・技術サービス業 296 9% 55 16% 146 14% 72 7% 12 1% 9 1% 0 0% 1 0% 1 0%

その他の業種 267 8% 14 4% 74 7% 51 5% 66 6% 34 3% 21 2% 5 0% 2 0%

業種不明 249 7% 20 6% 74 7% 63 6% 33 3% 26 2% 10 1% 18 2% 5 0%

合計 3478 100% 351 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100%
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③ 資本金 

業種（細分類） 全体 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 892 26% 27 6% 185 17% 254 24% 292 27% 70 7% 21 2% 31 3% 12 11%

建設業 600 17% 25 5% 196 18% 139 13% 199 19% 17 2% 5 0% 10 1% 9 8%

小売業・卸売業 519 15% 67 14% 173 16% 119 11% 94 9% 15 1% 9 1% 10 1% 25 23%

卸売業 166 5% 7 1% 40 4% 48 4% 43 4% 15 1% 7 1% 2 0% 4 4%

小売業 353 10% 60 12% 133 12% 71 7% 51 5% 7 1% 2 0% 8 1% 21 19%

飲食業・サービス業 1467 42% 364 75% 427 40% 286 27% 259 24% 4 0% 0% 44 4% 29 26%

飲食業 156 4% 59 12% 56 5% 15 1% 24 2% 1 0% 0 0% 0 0% 1 1%

運輸業 140 4% 3 1% 24 2% 51 5% 56 5% 4 0% 0 0% 0 0% 2 2%

情報通信業 68 2% 6 1% 25 2% 15 1% 17 2% 3 0% 1 0% 0 0% 1 1%

不動産業 173 5% 8 2% 63 6% 55 5% 31 3% 5 0% 2 0% 5 0% 4 4%

生活関連サービス業 118 3% 43 9% 33 3% 12 1% 17 2% 8 1% 2 0% 1 0% 2 2%

専門・技術サービス業 296 9% 155 32% 65 6% 40 4% 22 2% 5 0% 0 0% 3 0% 6 5%

その他の業種 267 8% 29 6% 67 6% 76 7% 76 7% 11 1% 1 0% 5 0% 2 2%

業種不明 249 7% 61 13% 94 9% 22 2% 16 1% 14 1% 1 0% 30 3% 11 10%

合計 3478 100% 483 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 110 100%

3億円超個人事業主 500万円以下
500万円超

～1千万円以下

1千万円超

～5千万円以下

5千万円超

～1億円以下

1億円超

～3億円以下

 

④ 会社組織 
全体 %

個人事
業主

株式会社 有限会社 合同会社 一般法人 公益法人 その他 不明

件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％ 件数 ％

製造業 892 26% 29 7% 537 50% 206 19% 81 8% 19 2% 6 1% 7 1% 7 9%

建設業 600 17% 32 7% 309 29% 187 17% 57 5% 4 0% 3 0% 4 0% 4 5%

小売業・卸売業 519 15% 70 16% 225 21% 152 14% 32 3% 6 1% 6 1% 8 1% 13 17%

卸売業 166 5% 8 2% 90 8% 37 3% 15 1% 6 1% 2 0% 3 0% 5 6%

小売業 353 10% 62 14% 135 13% 115 11% 17 2% 7 1% 4 0% 5 0% 8 10%

飲食業・サービス業 1467 42% 314 71% 630 59% 301 28% 97 9% 5 0% 0% 53 5% 21 27%

飲食業 156 4% 59 13% 57 5% 25 2% 8 1% 3 0% 1 0% 2 0% 1 1%

運輸業 140 4% 2 0% 53 5% 53 5% 23 2% 5 0% 1 0% 0 0% 3 4%

情報通信業 68 2% 8 2% 31 3% 14 1% 8 1% 2 0% 1 0% 3 0% 1 1%

不動産業 173 5% 17 4% 97 9% 53 5% 3 0% 1 0% 1 0% 1 0% 0 0%

生活関連サービス業 118 3% 35 8% 48 4% 14 1% 10 1% 5 0% 0 0% 4 0% 2 3%

専門・技術サービス業 296 9% 135 30% 92 9% 41 4% 6 1% 8 1% 0 0% 10 1% 4 5%

その他の業種 267 8% 22 5% 147 14% 55 5% 20 2% 8 1% 1 0% 8 1% 6 8%

業種不明 249 7% 36 8% 105 10% 46 4% 19 2% 7 1% 7 1% 25 2% 4 5%

合計 3478 100% 445 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 1069 100% 77 100%

業種（細分類）
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Ⅱ． 業況天気図の推移 

 



 
 
 

 

13 
 

 

業況天気図 

 

期間：令和４年４月～令和５年３月 

（売上・採算・資金繰り・従業員・今期業況のＤＩ値は前年同期との比較） 

全業種
総　合

製造業 建設業
小売業
卸売業

飲食業
サービス業

第1回
R4.4～R4.6

▲ 30 ▲ 31 ▲ 38 ▲ 45 ▲ 20

第2回
R4.7～R4.9

▲ 32 ▲ 34 ▲ 42 ▲ 45 ▲ 22

第3回
R4.10～R4.12

▲ 32 ▲ 35 ▲ 37 ▲ 34 ▲ 25

第4回
R5.1～R5.3

▲ 28 ▲ 33 ▲ 38 ▲ 27 ▲ 21

 
 

 

<<景気観測調査>> 

前年度同時期との景況を比較し、「良い／悪い」などの指

標を数値化し景気動向を調査。 

「良い」の回答数の割合から「悪い」の回答数の割合を引

いて算出した数値（ＤＩ値）を用いる。 

 

業況天気図（業種別推移） 

 

（１） 製造業 
 

R4.4-6 R4.7-9 R4.10-12 R5.1-3

売上 ▲ 13 ▲ 17 ▲ 14 ▲ 16

採算 ▲ 41 ▲ 39 ▲ 36 ▲ 37

仕入単価 ▲ 89 ▲ 87 ▲ 86 ▲ 85

販売単価 10 16 17 20

従業員 17 18 21 22

資金繰り ▲ 22 ▲ 28 ▲ 26 ▲ 21

今期業況
（総合判断）

▲ 31 ▲ 34 ▲ 35 ▲ 33

今期業況
天気図

 
 

 

<<景気観測調査>> 

前年度同時期との景況を比較し、「良い／悪い」などの指

標を数値化し景気動向を調査。 

「良い」の回答数の割合から「悪い」の回答数の割合を引

いて算出した数値（ＤＩ値）を用いる。 



 
 
 

 

14 
 

 

（２） 建設業 

 

R4.4-6 R4.7-9 R4.10-12 R5.1-3

売上 ▲ 27 ▲ 27 ▲ 21 ▲ 19

採算 ▲ 41 ▲ 48 ▲ 38 ▲ 36

仕入単価 ▲ 83 ▲ 79 ▲ 84 ▲ 82

販売単価 ▲ 8 6 6 12

従業員 25 28 29 32

資金繰り ▲ 26 ▲ 24 ▲ 26 ▲ 24

今期業況
（総合判断）

▲ 38 ▲ 42 ▲ 37 ▲ 38

今期業況
天気図

 
 

 

（３） 小売業・卸売業 

 

R4.4-6 R4.7-9 R4.10-12 R5.1-3

売上 ▲ 28 ▲ 28 ▲ 21 ▲ 8

採算 ▲ 46 ▲ 48 ▲ 38 ▲ 26

仕入単価 ▲ 76 ▲ 82 ▲ 81 ▲ 75

販売単価 26 24 27 29

従業員 15 13 14 13

資金繰り ▲ 29 ▲ 33 ▲ 31 ▲ 21

今期業況
（総合判断）

▲ 45 ▲ 45 ▲ 34 ▲ 27

今期業況
天気図

 
 

 

 

<<景気観測調査>> 

前年度同時期との景況を比較し、「良い／悪い」などの指

標を数値化し景気動向を調査。 

「良い」の回答数の割合から「悪い」の回答数の割合を引い

て算出した数値（ＤＩ値）を用いる。 

 



 
 
 

 

15 
 

 

（４） 飲食業・サービス業 

 

R4.4-6 R.4-9 R4.10-12 R5.1-3

売上 ▲ 16 ▲ 8 ▲ 9 ▲ 4

採算 ▲ 24 ▲ 25 ▲ 28 ▲ 22

仕入単価 ▲ 46 ▲ 51 ▲ 53 ▲ 53

販売単価 7 9 5 9

従業員 18 21 25 26

資金繰り ▲ 16 ▲ 19 ▲ 20 ▲ 19

今期業況
（総合判断）

▲ 20 ▲ 22 ▲ 25 ▲ 21

今期業況
天気図

 
 

 

（５） 全業種 

 

R4.4-6 R4.7-9 R4.10-12 R5.1-3

売上 ▲ 19 ▲ 17 ▲ 14 ▲ 10

採算 ▲ 35 ▲ 36 ▲ 33 ▲ 29

仕入単価 ▲ 68 ▲ 70 ▲ 71 ▲ 69

販売単価 8 12 12 15

従業員 18 21 23 24

資金繰り ▲ 21 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 21

今期業況
（総合判断）

▲ 30 ▲ 32 ▲ 32 ▲ 28

今期業況
天気図

 
 

 

<<景気観測調査>> 

前年度同時期との景況を比較し、「良い／悪い」などの指

標を数値化し景気動向を調査。 

「良い」の回答数の割合から「悪い」の回答数の割合を引い

て算出した数値（ＤＩ値）を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

16 
 

Ⅲ． 業種別分析 

 

（１） 業種別の景況感 

 

はじめに、相模原市の事業者の景況感を調査する。景況感の分析においては、ＤＩを使用す

る。ＤＩとは、ディフュージョン・インデックス（Diffusion Index）の略であり、各調査項目につ

いての好転割合から悪化割合を差引いた値（景気動向指数）である。 

 

① 製造業（前年同期比） 

 

第１回 

売上の改善が停滞し、ウクライナ危機の発生による仕入単価の高騰により採算性が悪化し

ている。 

 

DI

売上 ▲ 13

採算 ▲ 41

仕入単価 ▲ 89

販売単価 10

従業員 17

資金繰り ▲ 22

業況 ▲ 31

64

29

0

48

47

12

27

72

77

26

155

173

155

104

93

123

203

26

9

62

98

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 
第２回 

第２四半期と同様な状況が続いている。 

DI

売上 ▲ 17

採算 ▲ 39

仕入単価 ▲ 87

販売単価 16

従業員 18

資金繰り ▲ 28

業況 ▲ 34

47

21

2

50

39

8

20

55

68

19

108

134

113

78

78

91

159

22

7

59

82

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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第３回 

企業によっては、電気代、燃料費の価格転嫁が行われ、販売単価が若干上昇し、売上もやや

改善傾向が出てきた。 

DI

売上 ▲ 14

採算 ▲ 36

仕入単価 ▲ 86

販売単価 17

従業員 21

資金繰り ▲ 26

業況 ▲ 35

65

36

1

68

57

12

24

77

81

31

145

177

154

107

98

123

208

27

6

74

109

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 
 

第４回 

第３四半期と同様な状況が継続している。 

DI

売上 ▲ 16

採算 37

仕入単価 ▲ 85

販売単価 20

従業員 22

資金繰り ▲ 21

業況 ▲ 33

59

33

2

72

62

19

24

85

87

32

147

172

153

114

99

123

209

24

9

71

105

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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年間 

製造業では、昨年度末のウクライナ危機の影響を受け、電気代・燃料費の高騰の影響を受け

た企業が多い。全体的な業況としては、コロナの影響が残った昨年度よりはかなり改善したも

のの、ＤＩ値は依然として▲３０以下の状況が続き、景況が厳しい事業者が半数近くを占めてい

る。 

 

売上

採算

仕入単価

販売単価

従業員

資金繰り

業況

64
47
65

59

29
21
36
33

3
1
3
4

48
50
68
72

47
39
57
62

12
8
12
19

27
20
24
24

72
55
77

85

77
68
81
87

28
15
26

21

155
108
145
147

173
134
177
172

155
113
154

153

104
78

107
114

93
78
98
99

123
91

123
123

113
76
137

92

26
22
27
24

9
7
6
9

62
59
74
71

98
82
109
105

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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② 建設業（前年同期比） 

 

第１回 

製造業と同様に、ウクライナ危機の発生による仕入単価の高騰により採算性が悪化してい

る。 

DI

売上 ▲ 27

採算 ▲ 41

仕入単価 ▲ 83

販売単価 ▲ 8

従業員 25

資金繰り ▲ 26

業況 ▲ 38

24

14

1

15

41

6

9

60

58

23

105

102

97

73

63

75

123

27

4

44

65

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第２回 

第１四半期と同様な傾向が続いた。 

DI

売上 ▲ 27

採算 ▲ 48

仕入単価 ▲ 79

販売単価 6

従業員 28

資金繰り ▲ 24

業況 ▲ 42

20

5

1

25

36

3

5

50

55

24

81

87

88

62

54

64

99

18

1

33

57

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第３回 

コスト高の価格転嫁が徐々に進み、売上はやや回復してきている。採算性は戻っていない。 

DI

売上 ▲ 21

採算 ▲ 38

仕入単価 ▲ 84

販売単価 6

従業員 29

資金繰り ▲ 26

業況 ▲ 37

40

15

2

41

58

4

12

69

86

26

118

127

131

94

79

87

160

29

3

53

82

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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第４回 

第３四半期と同様な傾向が続いた。 

DI

売上 ▲ 19

採算 ▲ 36

仕入単価 ▲ 82

販売単価 12

従業員 32

資金繰り ▲ 24

業況 ▲ 38

29

11

1

37

48

4

7

56

68

23

84

90

99

74

56

62

117

20

3

38

60

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

 

年間 

製造業と同様、ウクライナ危機による仕入れ単価の高騰の影響とそれによる採算性の悪化が

大きい。売上改善とコスト高が進んだため、資金繰りも厳しい企業が多い。人手不足の傾向も

進んでいるようである。 

 

売上

採算

仕入単価

販売単価

従業員

資金繰り

業況

24
20

40
29

14
5
15
11

1
1
2
1

15
25
41
37

41
36
58
48

6
3
4
4

9
5
12
7

60
50

69
56

58
55

86
68

23
24

26
23

105
81
118

84

102
87
127

90

97
88

131
99

73
62

94
74

63
54
79
56

75
64

87
62

123
99

160
117

27
18
29
20

4
1
3
3

44
33
53
38

65
57
82
60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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③ 小売業・卸売業（前年同期比） 

 

第１回 

ウクライナ危機に伴うコスト高により、採算性が悪化している。販売単価は昨年からの値上

がり傾向が続いている。 

DI

売上 ▲ 28

採算 ▲ 46

仕入単価 ▲ 76

販売単価 26

従業員 15

資金繰り ▲ 29

業況 ▲ 45

28

10

3

57

26

5

7

47

58

28

67

113

92

65

69

76

113

20

5

47

72

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第２回 

再度の新型コロナ感染症の拡大とコスト高により、業況の低迷が続いている。 

DI

売上 ▲ 28

採算 ▲ 48

仕入単価 ▲ 82

販売単価 24

従業員 13

資金繰り ▲ 33

業況 ▲ 45

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

22

12

1

31

13

5

8

22

24

15

52

78

52

35

48

56

76

9

1

35

49

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第３回 

コスト高について販売価格への価格転嫁が進み、採算性が回復してきている。 

DI

売上 ▲ 21

採算 ▲ 38

仕入単価 ▲ 81

販売単価 27

従業員 14

資金繰り ▲ 31

業況 ▲ 34

38

21

3

76

27

6

18

55

61

26

59

136

103

73

73

84

137

31

3

57

75

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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第４回 

第４四半期に入り、新型コロナによる各種制約がなくなり、売上も戻りつつあり、業況が急

速に回復した。 

DI

売上 ▲ 8

採算 ▲ 26

仕入単価 ▲ 75

販売単価 29

従業員 14

資金繰り ▲ 21

業況 ▲ 27

36

17

4

52

20

7

15

36

52

21

47

92

79

55

45

48

92

18

5

31

47

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

 

年間 

 ２０２２年夏に、再度新型コロナ感染者数の増加がみられたこともあり、上半期は他業種より

も厳しい状況が続いた。今年に入って新型コロナによる各種制約がなくなったため、消費意欲

が高まったこともあり急速に回復している。 

 

 

売上

採算

仕入単価

販売単価

従業員

資金繰り

業況

28
22
38

36

10
12
21
17

3
1
3
4

57
31

76
52

26
13
27
20

5
5
6
7

7
8
18
15

47
22

55
36

58
24

61
52

28
15
26

21

67
52
59
47

113
78
136
92

92
52
103

79

65
35

73
55

69
48

73
45

76
56

84
48

113
76
137

92

20
9

31
18

5
1
3

5

47
35
57

31

72
49

75
47

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

R4.4～R4.6
R4.7～R4.9

R4.10～R4.12
R5.1～R5.3

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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④ 飲食業・サービス業（前年同期比） 

 

第１回 

他業種と同様、コスト高の影響を受け業況の回復が停滞している。 

DI

売上 ▲ 16

採算 ▲ 24

仕入単価 ▲ 46

販売単価 7

従業員 18

資金繰り ▲ 16

業況 ▲ 20

79

39

3

62

80

23

43

163

211

199

285

292

273

220

140

132

180

35

10

86

119

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第２回 

第１四半期と同様な傾向が続いている。 

DI

売上 ▲ 8

採算 ▲ 25

仕入単価 ▲ 51

販売単価 9

従業員 21

資金繰り ▲ 19

業況 ▲ 22

77

33

7

45

69

13

32

112

152

128

225

214

209

163

101

105

155

20

7

68

95

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰

 

第３回 

従業員の不足傾向が顕著になってきている。 

DI

売上 ▲ 9

採算 ▲ 28

仕入単価 ▲ 53

販売単価 5

従業員 25

資金繰り ▲ 20

業況 ▲ 25

105

45

2

58

108

21

40

162

206

187

312

294

286

225

142

158

220

39

102

144

増加/好転/不足 不変 減少/悪化/過剰
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第４回 

新型コロナ感染症による制約がなくなり、売上はかなり改善した。コスト高は続く一方で料

金の値上げは一段落しているようで、採算性としてはそれほど改善していない。 

 

DI

売上 ▲ 4

採算 ▲ 22

仕入単価 ▲ 53

販売単価 9

従業員 26

資金繰り ▲ 19

業況 ▲ 21

113

51

4

64

105

15

46

144

198

175

292

277

283

213

129

137
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年間 

他業種より一足早く回復傾向が進んだ飲食業・サービス業であるが、今年度に入ってからは

足踏み状況が続き、完全な回復には至っていない。またコロナ禍で削減した従業員が戻ってお

らず、人手不足が悪化している。 
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（２） 景況感の全国比較 

次に、業種別の景況感について相模原市と全国値と比較する。全国値は、中小企業庁が四半

期ごとに調査を実施している「中小企業景況調査」を利用する。 

分析は、第１回（令和３年４月～令和３年６月期と比べた令和４年４月～令和４年６月期の景況

感）の調査結果と、第２回（令和３年７月～令和３年９月期と比べた令和４年７月～令和４年９月

期の景況感）の調査結果、第３回（令和３年１０月～１２月期と比べた令和４年１０月～１２月期の

景況感）の調査結果、第４回（令和４年１月～令和４年３月期と比べた令和５年１月～令和５年３月

期の景況感）の調査結果を比較する。 

 

① 製造業 

 

◆売上ＤＩ 

令和３年度前半は、売上状況は順調で全国よりも良い状況であったが、令和４年度に入り全国

よりも若干下回った状況が続いている。 
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◆採算ＤＩ 

売上ＤＩと同様、全国よりもやや下回った状況が続く。 
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◆資金繰りＤＩ 

採算ＤＩの動きと合わせて、令和４年中は全国よりも低い状況が続く。 
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◆従業員ＤＩ 

従業員の過不足は、全国とほぼ同様な状況な状況が続く。 
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◆仕入単価ＤＩ 

仕入単価ＤＩは全国値とほぼ同様な傾向で、非常に低い値にとどまっている状況である。 
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◆販売単価ＤＩ 

全国ではＤＩ値が上昇しているが、当市ではあまり値上げ傾向は進んでいない。 
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◆業況ＤＩ 

採算ＤＩと同様な傾向であり、令和４年度に入り、当市のほうが全国よりも１０ポイント以上低

位な状況が続いている。 
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② 建設業 

◆売上高ＤＩ 

全国の状況に近づきつつあるものの、まだ当市のほうがＤＩ値の低い状況が続いている。 
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◆採算ＤＩ 

採算ＤＩがほぼ全国との差がなくなってきた。 
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◆資金繰りＤＩ 

全国値と比較して、当市の建設業のほうが悪く、令和４年度に入り差が拡がっている。 
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◆従業員ＤＩ 

今年度に入り、人手不足感は、当市ではかなり緩和されたが、全国では依然として人手不足が

続いている。 
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◆仕入単価ＤＩ 

仕入単価ＤＩの動きは、ほぼ全国と同様の傾向である。 
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◆販売単価ＤＩ 

販売単価ＤＩは、全国より低い状況が続いていたが、令和５年に入り急速に改善された。 
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◆業況ＤＩ 

売上ＤＩと同様な傾向で、全国より低位が続き、令和４年度に入りやや差が開いている。 
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③ 小売業・卸売業 

 

◆売上高ＤＩ 

昨年度の後半からは、首都圏での感染症の再拡大に伴い、全国より悪化が進んだが、令和５

年のアフターコロナに入り急回復した。 
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◆採算ＤＩ 

売上ＤＩとほぼ同様な傾向で、令和５年度に入り全国に比べ急回復している。 
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◆資金繰りＤＩ 

全国よりやや悪い状況が続いたが、採算ＤＩの回復に伴い全国並みに改善した。 
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◆従業員ＤＩ 

売上の急回復に伴い、特に当市では令和５年に入り人手不足感が急速に高まっている。 
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◆仕入単価ＤＩ 

全国よりも低い値が続いていたが、令和５年に入り値上げも一段落した様子であり、当市では

急速に改善した。 
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◆販売単価ＤＩ 

相模原市は全国値よりも高い水準が続いており、コストの価格転嫁は全国に比べ進んでいる

ことが覗える。 
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◆業況ＤＩ 

新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響は全国よりも大きくかったが、令和５年になり改善

した。
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④ 飲食業・サービス業 

 

◆売上高ＤＩ 

売上ＤＩは、令和４年度に入り、全国のほうが当市よりやや改善が進んだ状況となっている。 
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◆採算ＤＩ 

採算ＤＩは、全国とほぼ同様な状況が続いている。 
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◆資金繰りＤＩ 

資金繰りＤＩについては全国よりも改善は早く進み、ＤＩ値はほぼゼロに近づいている。 
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◆従業員ＤＩ 

全国とほぼ同様な傾向で、昨年度から徐々に人手不足感が増し続けている。 

12
15

21 20
18

21

25 24

10
12

18
15

20
22

24 23

0

15

30

R 3 . 4 ～ 6 期 R 3 . 7 ～ 9 期 R 3 . 1 0 ～ 1 2 期 R 4 . 1 ～ 3 期 R 4 . 4 ～ 6 期 R 4 . 7 ～ 9 期 R 4 . 1 0 ～ 1 2 期 R 5 . 1 ～ 3 期

相模原市 全国

 



 
 
 

 

32 
 

 

◆仕入単価ＤＩ 

全国と同様な傾向で、悪化が続いている。 
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◆販売単価ＤＩ  

販売単価ＤＩは、全国より早く回復が進み、現在も上昇している。 
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◆業況ＤＩ 

売上ＤＩとほぼ同様な傾向で、全国よりは回復が遅い傾向となっている。 
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（３） 経営上の問題点 

 

相模原市の事業者が抱える経営上の問題点を業種ごとに分析する。分析は、第１回、第２回、

第３回、第４回の調査結果を比較して実施する。 

 

① 製造業 

（第１回：n=２３０ 、第２回：n=１８０、第３回：n＝２０４、第４回： n=243） 

１年を通して「仕入単価の上昇」が１位となり、ウクライナ危機を中心とした材料高、エネルギー

高が深刻だった。２位に「売上不振」、３位に「収益率の低下」が入り、景況の回復は遅い状況が覗

える。「円安の影響」は徐々に減少してきている。 

 第１回 

（Ｒ４．４～Ｒ４．６） 

第２回 

（Ｒ４．７～Ｒ４．９） 

第３回 

（Ｒ４．１０～Ｒ４．１２） 

第４回 

（Ｒ５．１～Ｒ５．３） 

第１位 
仕入単価

の上昇 
７０.４% 

仕入単価

の上昇 
７０.６% 

仕入単価

の上昇 
６７.５% 

仕入単価

の上昇 
６５.０% 

第２位 売上不振 ４３.０% 
収益率

の低下 
３７.８% 売上不振 ４２.９% 売上不振 ４１.６% 

第３位 
収益率の

低下 
３８.３% 売上不振 ３６.７% 

収益率の

低下 
３８.３% 

収益率の

低下 
３８.７% 

第1回
(R4.4～
R4.6)

第2回
(R4.7～
R4.9)

第3回
(R4.10～
R4.12)

第4回
(R5.1～
R5.3)

売上不振 43.0% 36.7% 42.9% 41.6%

受注単価・販売価格の低下 11.3% 13.3% 12.5% 13.2%

収益率の低下 38.3% 37.8% 38.3% 38.7%

個人消費の低迷 2.6% 1.7% 2.1% 2.9%

販売先の減少 8.3% 8.3% 7.9% 10.3%

大型店の進出 0.4% 0.0% 0.4% 0.0%

チェーン店等との競争激化 0.0% 0.0% 0.4% 0.0%

公共工事の減少 0.9% 0.0% 1.3% 1.6%

民間工事の減少 2.6% 1.7% 1.7% 2.9%

仕入単価の上昇 70.4% 70.6% 67.5% 65.0%

円安の影響 18.7% 15.6% 23.8% 10.7%

円高の影響 2.6% 1.7% 2.5% 1.2%

代金回収困難 0.4% 0.0% 0.0% 0.4%

諸経費の増加 21.3% 21.7% 23.8% 29.2%

従業員（含、臨時）が過剰 2.2% 0.0% 0.0% 1.2%

従業員（含、臨時）が不足 17.4% 17.2% 16.3% 23.0%

設備不足・老朽化 11.3% 15.6% 14.2% 12.3%

特になし 1.7% 2.2% 3.3% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

売上不振

受注単価・販売価格の低下

収益率の低下

個人消費の低迷

販売先の減少

大型店の進出

チェーン店等との競争激化

公共工事の減少

民間工事の減少

仕入単価の上昇

円安の影響

円高の影響

代金回収困難

諸経費の増加

従業員（含、臨時）が過剰

従業員（含、臨時）が不足

設備不足・老朽化

特になし
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② 建設業 

（第１回：ｎ＝１４７、第２回：ｎ＝１２４、第３回：ｎ＝１８８、第４回：ｎ＝１４１） 

製造業同様、「仕入単価の上昇」の圧倒的１位が続き、資材高騰の影響が深刻である。２位は

「収益率の低下」が続く。３位には「従業員が不足」が入り、売上回復とともに人手不足が再び課

題になってきている。 

 第１回 

（Ｒ４．４～Ｒ４．６） 

第２回 

（Ｒ４．７～Ｒ４．９） 

第３回 

（Ｒ４．１０～Ｒ４．１２） 

第４回 

（Ｒ５．１～Ｒ５．３） 

第１位 
仕入単価の 

上昇 
６６.７% 

仕入単価

の上昇 
６８.５% 

仕入単価の上

昇 
５９.６% 

仕入単価の

上昇 
６３.８% 

第２位 
収益率の 

低下 
４０.１% 

収益率の 

低下 
３９.５% 

収益率の 

低下 
３６.２% 

収益率の 

低下 
３４.８% 

第３位 
従業員（含、 

臨時）が不足 
２９.３% 売上不振 ２８.２% 

従業員（含、臨

時）が不足 
３０.９% 

従業員（含、

臨時）が不足 
３１.２% 

 

第1回
(R4.4～
R4.6)

第2回
(R4.7～
R4.9)

第3回
(R4.10～
R4.12)

第4回
(R5.1～
R5.3)

売上不振 21.8% 28.2% 27.7% 21.3%

受注単価・販売価格の低下 21.8% 20.2% 18.1% 14.2%

収益率の低下 40.1% 39.5% 36.2% 34.8%

個人消費の低迷 6.1% 5.6% 5.3% 9.2%

販売先の減少 5.4% 6.5% 6.9% 4.3%

大型店の進出 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

チェーン店等との競争激化 0.7% 0.8% 0.0% 0.0%

公共工事の減少 15.6% 9.7% 14.4% 14.9%

民間工事の減少 21.1% 17.7% 19.7% 17.7%

仕入単価の上昇 66.7% 68.5% 59.6% 63.8%

円安の影響 6.1% 4.8% 9.6% 5.7%

円高の影響 0.7% 0.0% 1.1% 2.8%

代金回収困難 0.0% 0.0% 1.6% 2.8%

諸経費の増加 15.6% 16.9% 18.6% 23.4%

従業員（含、臨時）が過剰 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%

従業員（含、臨時）が不足 29.3% 25.0% 30.9% 31.2%

設備不足・老朽化 3.4% 2.4% 2.7% 2.8%

特になし 0.7% 4.8% 2.7% 5.0%

0% 20% 40% 60% 80%

売上不振

受注単価・販売価格の低下

収益率の低下

個人消費の低迷

販売先の減少

大型店の進出

チェーン店等との競争激化

公共工事の減少

民間工事の減少

仕入単価の上昇

円安の影響

円高の影響

代金回収困難

諸経費の増加

従業員（含、臨時）が過剰

従業員（含、臨時）が不足

設備不足・老朽化

特になし
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③ 小売業・卸売業 

（第１回：ｎ＝１４４、第２回：ｎ＝９２、第３回：ｎ＝１０６、第４回：ｎ＝１１７） 

他業種同様、「仕入単価の上昇」の１位が続き物価高の影響が現れている。２位は「売上不振」

が多く、売上が回復しない事業者はまだ多いようである。第４回の３位に諸経費の増加が入って

おり、電気代や運送費などのコスト上昇も厳しくなっていると思われる。 

 第１回 

（Ｒ４．４～Ｒ４．６） 

第２回 

（Ｒ４．７～Ｒ４．９） 

第３回 

（Ｒ４．１０～Ｒ４．１２） 

第４回 

（Ｒ５．１～Ｒ５．３） 

第１位 
仕入単価

の上昇 
５４.２% 

仕入単価

の上昇 
６４.１% 

仕入単価

の上昇 
５８.４% 

仕入単価

の上昇 
５７.３% 

第２位 売上不振 ４９.３% 
収益率の 

低下 
３９.１% 売上不振 ４１.６% 売上不振 ４１.０% 

第３位 
収益率の 

低下 
３２.６% 売上不振 ３４.８% 

個人消費

の低迷 
３０.１% 

諸経費の 

増加 
２７.４% 

 

第1回
(R4.4～
R4.6)

第2回
(R4.7～
R4.9)

第3回
(R4.10～
R4.12)

第4回
(R5.1～
R5.3)

売上不振 49.3% 34.8% 41.6% 41.0%

受注単価・販売価格の低下 5.6% 6.5% 4.8% 6.0%

収益率の低下 32.6% 39.1% 28.3% 26.5%

個人消費の低迷 29.2% 29.3% 30.1% 23.9%

販売先の減少 16.7% 10.9% 16.3% 16.2%

大型店の進出 2.8% 3.3% 4.2% 2.6%

チェーン店等との競争激化 9.0% 0.0% 3.0% 0.0%

公共工事の減少 0.7% 3.3% 2.4% 1.7%

民間工事の減少 3.5% 0.0% 1.2% 2.6%

仕入単価の上昇 54.2% 64.1% 58.4% 57.3%

円安の影響 11.8% 20.7% 18.7% 16.2%

円高の影響 3.5% 0.0% 1.2% 6.0%

代金回収困難 0.7% 2.2% 1.2% 3.4%

諸経費の増加 13.9% 26.1% 25.3% 27.4%

従業員（含、臨時）が過剰 0.7% 0.0% 1.2% 0.9%

従業員（含、臨時）が不足 13.2% 8.7% 10.8% 14.5%

設備不足・老朽化 6.3% 8.7% 9.6% 6.8%

特になし 3.5% 2.2% 4.8% 4.3%

0% 20% 40% 60% 80%

売上不振

受注単価・販売価格の低下

収益率の低下

個人消費の低迷

販売先の減少

大型店の進出

チェーン店等との競争激化

公共工事の減少

民間工事の減少

仕入単価の上昇

円安の影響

円高の影響

代金回収困難

諸経費の増加

従業員（含、臨時）が過剰

従業員（含、臨時）が不足

設備不足・老朽化

特になし
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④ 飲食業・サービス業 

（第１回：ｎ＝３８２、第２回：ｎ＝２９０、第３回：ｎ＝４０９、第４回：ｎ＝３８６） 

「仕入単価の上昇」と「売上不振」がほぼ同程度で１位、２位であった。仕入れ率が一般的に低い

サービス業では、売上の回復の遅れがより深刻となっている。「諸経費の増加」も増えてきてお

り、小売業同様、電気料金などの値上がりの影響が大きくなってきている。 

 第１回 

（Ｒ４．４～Ｒ４．６） 

第２回 

（Ｒ４．７～Ｒ４．９） 

第３回 

（Ｒ４．１０～Ｒ４．１２） 

第４回 

（Ｒ５．１～Ｒ５．３） 

第１位 売上不振 ３７.４% 
仕入単価の

上昇 
３５.２% 

仕入単価の

上昇 
３４.７% 

仕入単価

の上昇 
４０.９% 

第２位 仕入単価の

上昇 
３３.０% 売上不振 ３３.８% 売上不振 ３２.８% 売上不振 ３３.９% 

第３位 従業員（含、

臨時）が不足 
２５.９% 

収益率の

低下 
２８.６% 

諸経費の 

増加 
３０.３% 

諸経費の

増加 
３０.３% 

 
第1回

(R4.4～
R4.6)

第2回
(R4.7～
R4.9)

第3回
(R4.10～
R4.12)

第4回
(R5.1～
R5.3)

売上不振 37.4% 33.8% 32.8% 33.9%

受注単価・販売価格の低下 5.8% 7.6% 5.1% 7.3%

収益率の低下 25.7% 28.6% 27.6% 29.5%

個人消費の低迷 21.5% 17.9% 15.9% 15.5%

販売先の減少 8.6% 7.6% 6.4% 8.8%

大型店の進出 1.0% 1.4% 0.7% 0.8%

チェーン店等との競争激化 2.1% 0.3% 0.7% 0.0%

公共工事の減少 1.8% 2.8% 3.7% 2.3%

民間工事の減少 3.4% 1.4% 2.2% 2.3%

仕入単価の上昇 33.0% 35.2% 34.7% 40.9%

円安の影響 9.2% 10.0% 9.5% 8.3%

円高の影響 1.8% 1.0% 0.7% 0.8%

代金回収困難 1.6% 1.4% 1.7% 2.3%

諸経費の増加 22.3% 26.9% 30.3% 30.3%

従業員（含、臨時）が過剰 1.6% 1.0% 1.2% 1.0%

従業員（含、臨時）が不足 25.9% 24.5% 28.4% 30.1%

設備不足・老朽化 12.0% 11.7% 12.2% 11.1%

特になし 10.2% 10.0% 9.0% 8.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

売上不振

受注単価・販売価格の低下

収益率の低下

個人消費の低迷

販売先の減少

大型店の進出

チェーン店等との競争激化

公共工事の減少

民間工事の減少

仕入単価の上昇

円安の影響

円高の影響

代金回収困難

諸経費の増加

従業員（含、臨時）が過剰

従業員（含、臨時）が不足

設備不足・老朽化

特になし
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Ⅳ． 総括 

 

（１） 景況感 

昨年度から今年度の前半にかけて回復が遅れていた小売業・卸売業が、第３四半期から急

速に業況が改善している。令和４年末から徐々に新型コロナウイルス感染症対策が緩和された

ことで、街に人出が戻り、消費者の購買意欲が高まったものと考えられる。また企業の値上げ

ラッシュが続き、物価が上昇したこともプラス要因だったと思われる。製造業・建設業はウクラ

イナ危機からの資材・エネルギー高騰と円安の影響で回復が遅れている。現状、各種の景況低

迷の原因は解消の方向に向かっており、観光業などの急回復も見込まれ、全業種に渡る景況

改善が進むものと思われる。 

▲ 60

▲ 45

▲ 30

▲ 15

0

R 3 . 4 ～ 6 期 R 3 . 7 ～ 9 期 R 3 . 1 0 ～ 1 2 期 R 4 . 1 ～ 3 期 R 4 . 4 ～ 6 期 R 4 . 7 ～ 9 期 R 4 . 1 0 ～ 1 2 期 R 5 . 1 ～ 3 期

製造業 建設業 小売業・卸売業 飲食業・サービス業

 

（２） 今後予想される環境変化 

 令和５年５月８日には、新型コロナ感染症が５類に変更となり、特別な感染症対策は終了した。

これに伴い、ショッピングセンターや飲食店などの来客数や、インバウンドの観光客は急増して

おり、小売業・サービス業の業況は急速に改善するものと思われる。 

 以下は、消費者の消費意識の調査結果であるが、「収入の増え方」「雇用環境」「暮らし向き」

「耐久消費財の買い時判断」の各指数は、令和５年１月ごろから急速に回復し、消費マインドのリ

バウンドがみられることがわかる。 

 

消費者態度指数（指標ごと） （出所：内閣府 消費動向調査） 

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/shouhi.html 

 

https://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/shouhi/shouhi.html
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一方、製造業において景況を左右する要因の一つである、為替レートの状況であるが、令和

５年１月を谷に、円高へと向かっており、令和５年５月から１３５円／＄程度まで円が上がってい

る。これにより、資材や燃料の高騰傾向はいったん収まる可能性が高い。 

 

円ドル為替レートの変遷（出所：日本銀行 時系列統計データ 検索サイトより

（ https://www.stat-search.boj.or.jp/index.html ） 

 
 

（３） 対策 
 

① 国の施策 

 

政府としては、令和４年１０月２８日の「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

において、「Ⅰ物価高騰・賃上げへの取り組み」「Ⅱ円高を生かした地域の稼ぐ力の回復・強化」

「Ⅲ新しい資本主義の加速」「Ⅳ防災・減災、国土強靱化の推進、外交・安全保障環境の変化へ

の対応など、国民の安全・安心の確保」を掲げている。 

特に地域の中小企業としては、電力料金の激変緩和事業、ゼロエミッション電源活用、（食農

分野の）国内産回帰、中小企業の賃上げ支援、デジタル人材育成、観光産業の再生、コンテンツ

の海外展開支援、地域活性化イベント等の支援による需要喚起、などの施策について、国や都

道府県などから各種施策が展開されることが期待される。それらの施策をうまく活用すること

により、個別事業者では業況回復に取り組むとよいと思われる。 

 

https://www.stat-search.boj.or.jp/index.html
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「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策（令和４年１０月２８日）」 

出所：内閣府 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html 

 

 
 

上記に対応して、令和５年度も新しい施策が実施されることになっており、中小企業に特に

関係の深いと思われる事業について、参考として以下に抜粋しています。 

（出所：経済産業省関係 令和４年度補正予算・令和５年度当初予算のポイント 
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pdf/01.pdf ） 

 

・中小企業等事業再構築促進事業、中小企業生産性革命推進事業 

（事業再構築補助機、ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金、小規模事業者持続化補助金） 

これらは令和４年度同様に、継続となっています。 

 

・成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech 事業） 
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sapoin/index.html 

中小企業等が大学、公設試等の研究機関等と連携して行う、ものづくり基盤技術及びサービ

スの高度化に向けた研究開発及び事業化に向けた取組を一貫して支援するものです。 

（旧戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）及び旧商業・サービス競争力強化連携支援

事業（サビサポ事業）が統合され、成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech 事業）とな

ったもの） 

https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/pdf/01.pdf
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sapoin/index.html
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・電気・ガス価格激変緩和対策事業 
https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/ 

電気・都市ガスの小売事業者などが、家庭・企業などに請求する月々の料金から使用量に応

じた値引きを行います。国は、電気・都市ガスの小売事業者などに対し、値引きの原資を支援し

ます。 

 

・中小企業等に向けた省エネルギー診断拡充事業費補助金 
https://shoeneshindan.jp/ 

省エネの専門家が、工場・ビル・事務所・店舗・病院・福祉施設・学校・宿泊施設などを訪問して、

エネルギーの無駄遣いや省エネにつながるヒントを見つける支援を行います。 

 

・需要家主導型太陽光発電及び再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費補助金 
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2023/0411_02.html 

および、需要家主導による太陽光発電導入促進補助金 
https://jp-pc-info.jp/ 

 

再生可能エネルギーの導入の加速化及び最大限の活用を促し、エネルギー危機に強い経済

構造への転換を図るため、ＦＩＰ制度を活用する再生可能エネルギー発電設備に併設する蓄電

池等の導入に要する経費の一部を助成します。 

 

・副業・兼業支援補助金 
 https://www.fukugyo-kengyo-hojo.jp/ 

 企業等が副業・兼業に人材を送り出すため、または副業・兼業の人材を受け入れるために要

する費用について、本事業を通じてその経費の一部を助成し、費用負担を軽減することで、副

業・兼業を促進し、もって企業間・産業間の労働移動の円滑化を図ることを目的としています。 

 

・リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 
https://careerup.reskilling.go.jp/ 

リスキリングと労働移動の円滑化を一体的に進める観点から、在職者が自らのキャリアにつ

いて民間の専門家に相談できる「キャリア相談対応」、それを踏まえてリスキリング講座を受講

させる「リスキリング提供」、それらを踏まえた「転職支援」までを一体的に実施する体制を整備

します。 

 

・コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業 
https://jlox.jp/ 

国内のライブエンタメ等のコンテンツ産業を下支えし収益力回復に向けたイベントの実施を

支援します。 

 

・資金繰り支援（中小企業庁） 
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_shikinguri.pdf 

コロナ禍の緊急対策として実施された、いわゆる「ゼロゼロ」融資の元本返済が始まる事業

者は多く、その中でも売上や業況が回復していない事業者のために、 

「低利・無担保融資」、「資本制劣後ローン」、「セーフティネット貸付」や「民間ゼロゼロ融資等

の返済負担軽減のための保証制度」など、各種の支援施策を実施しています。 

 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/
https://shoeneshindan.jp/
https://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/2023/0411_02.html
https://jp-pc-info.jp/
https://www.fukugyo-kengyo-hojo.jp/
https://careerup.reskilling.go.jp/
https://jlox.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_shikinguri.pdf
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②  神奈川県の施策 

 

・中小企業制度融資による支援 
 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p844590.html 

 

原材料価格の高騰や、コロナ禍の影響の回復が遅れている事業者向けに、「セーフティネット

保証の延長・指定」、「伴走支援型特別融資の拡充」、「コロナ新事業展開対策融資、及び、伴走

支援型特別融資の信用保証料を最大ゼロに引き下げ」などの支援措置が行われています。 

 

・神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金の実施 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r5_tenkan.html 

 

電気やガス等エネルギー価格や原材料価格の高騰等により、事業に影響を受けている中小

企業者等が、脱炭素や適正な取引関係の構築などの取組を通じて、賃上げを含む新たな付加

価値の創造を実現するため、県内の事業所で実施する既存事業から新事業（新商品や新サー

ビス、新たな生産方式）への転換に要する費用の一部を補助する補助金です。（申請締め切り

令和５年５月３１日） 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/p844590.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r5_tenkan.html
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Ⅴ． 特別調査（新型コロナウイルス感染症による経営の影響について） 

 

１. 第１回（令和３年４月～令和３年６月） 
（１） 新型コロナウイルスによる経営への影響について（n=648） 

深刻なマイナスの

影響が続いている

（-50%超）, 155

大きなマイナス

の影響が続い…

ある程度のマイナス

の影響が続いている

（-10％）, 148

現時点で影響はないが、今後マイナスの影響が出る懸念がある, 80

影響はな

い, 74
わからな

い, 30

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

２. 第２回（令和３年７月～令和３年９月） 
（１） 新型コロナウイルスによる経営への影響について（n=648） 

, 0

深刻なマイナスの影響が続いている（-50%超）, 45

大きなマイナスの影

響が続いている（-…

ある程度のマイナスの

影響が続いている（-

10％）, 207

現時点で影響はな

いが、今後マイナス

の影響が出る懸念

がある, 147

影響はない, 

88

プラスの影響がある, 14

わからな

い, 35

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

３. 第３回（令和４年１０月～令和４年１２月） 
（１） 新型コロナウイルスによる経営への影響について（n=648） 

深刻なマイナスの影響が続く（売上５０％超減）, 57

大きなマイナスの影響が続く（売上３０％程度減）, 145

ある程度のマイナ

スの影響が続く

（売上１０％程度

減）, 285

現時点で影響はな

いが、今後マイナ

スの影響が出る懸

念, 206

影響はな…

プラスの影響がある, 22

わからな

い, 71

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４. 第４回（令和５年１月～令和５年３月） 
（１） 新型コロナウイルスによる経営への影響について（n=887） 

深刻なマイナスの影響が続く（売上５０％超減）, 49

大きなマイナスの影響が続く（売上３…

ある程度のマイナス

の影響が続く（売上

１０％程度減）, …

現時点で影響はないが、今後マイナスの影響…

影響はない, 219

プラスの影響があ

る, 20

わからな…

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

 

５. 新型コロナウイルスによる経営への影響（月ごとの変化） 

63%
46% 46% 51% 58% 62% 56% 58%

69%
57% 51% 47%

31%

37% 40% 34% 25% 26%
21% 22%

12%
23%

22%
15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

相模原市

影響が続いている 影響が出る懸念がある

 
出所：日本商工会議所「早期景気観測（ＬＯＢＯ）」より https://cci-lobo.jcci.or.jp/ 

https://cci-lobo.jcci.or.jp/
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Ⅵ 特別調査（それ以外のテーマ） 

 

１. 第１回（令和４年４月～令和４年６月） 
 

（１） ロシアによるウクライナ侵攻と円安を受けて、貴社ビジネスへの影響について 

 

① ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、貴社ビジネスへの影響（売上・仕入の減少、調達コス

トの上昇等）について（n=875） 

現在影響がある, 

307

今のところ影響は

ないが、先行きに

懸念がある, 384

影響はない, 184

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② 上の質問で「ある」または「懸念がある」した場合、具体的な影響（懸念を含む）について

（n=691）※複数回答可 

国内販売

数量の減

少, 108

海外販売数量の減少, 29

エネルギー資

源（原油、天然

ガス等）価格高

騰による電力・

燃料コストの…

.エネルギー資源を除く仕入コストの上昇, 113

コスト増に伴

う価格転嫁が

進まない, …

為替の変動, 73

調達の困難

化に伴う仕

入先の変

更・見直し, 

131

国内設備投資計画の修正, 21

海外設備投資計画の修正, 6

具体性はない

が、漠然とした

不安, 137

その他, 24

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
 

 

③ 円安進行が貴社の業績に与える影響について（n=316） 

メリットの方が大きい, 6

デメリットの方が

大きい, 134

メリットとデメ

リットは同程度, 

41

メリットもデメ

リットもな… わからない, 74

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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④ 円安進行が貴社の業績に与える影響について（n=181）※複数回答可 

自社の

輸出額

増加, 8

取引先の輸

出額増加に

よる受注増

加, 15

取引先の国内回帰によ

る受注増加, 8

輸入品価格上昇による自社製品の価

格競争力向上, 2

為替差益による収益改

善, 11

原材料、部品、商品等

の仕入価格の上昇に伴

う負担増, 133

燃料・エネルギー価格

の上昇に伴う負担増, 

119

仕入コスト上昇分を販

売・受注価格へ転嫁で

きず収益悪化, 84

仕入コスト上昇分を価格に転嫁したことによる

売上・受注額の減少, 27

輸入品（食料品や日用品など）の値上げに伴う消費者の

節約志向の強まり, 24

為替差損による収

益悪化, 9

その他, 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

（２） 採用の動向について 

 

① 令和３年度の採用（令和３年４月～令和４年３月に入社）について（n=372）※複数回答可 

※非正規社員とは、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員を指します。

正社員を新

卒採用した, 

55

正社員を中途採

用した, 93

非正規社員を採

用した, 66

募集したが正社員・非正規社員ともに全く採用できなかった, 23

そもそも募集しな

かった, 135

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② 令和３年度の採用における充足状況について（n=214）※複数回答可 

新卒採用の正社員

を予定人数確保で

きた, 40

中途採用の正社

員を予定人数確

保できた, 56

非正規社員を

予定人数確

保できた, 

38

新卒採用の正社員を予定人数確保できなかった, 15

中途採用の正

社員を予定人

数確保できな

かった, 45

非正規社員を

予定人数確保

できなかった, 

26

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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２. 第２回（令和４年７月～９月） 
 

（１） 事業承継への取り組みについて 

 

① 後継者の有無について（n=662）

後継者がいる, 209
後継者はいない, 

207
未定, 246

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

② 上の質問で「後継者がいる」と回答した場合、後継者のタイプついて（n=225） 

同族承継, 153 内部昇格（含む従

業員）, 56

外部招へい, 8

その他, 

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
 

③ 最初の質問で、「後継者がいない、または未定」と回答した場合、後継者への承継の必要性

について（n=377）

現在、後継者

について検討

中, 72

５年以内には後継者が必要, 13

１０年以

内には後継

者が必要, 

24

いずれ後継者が必

要, 158

後継者は必要

ない, 91
その他, 19

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 上の質問で「いずれは後継者が必要」と回答した場合、希望する後継者のタイプについて

（n=443）※複数回答可 

同族承継, 131
内部昇格（含む従業員）, 

180

外部招へ

い, 70
Ｍ＆Ａ, 

62

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
 

 

⑤ 後継者へ事業の承継を行う際に想定される課題について（n=662）※複数回答可

後継者と後継者

候補に対する…

後継者幹

部候補・右

腕人材の育

成, 218

後継者に引き

継ぐ事業の磨き

上げ・事業の再

構築, 214

後継者の探索・確保, 117

後継者と古参幹部（役員）や従業員と

の関係性の維持・構築, 107

取引先と

の関係維

持・構築, 

181

借入金・債務

保証の引継ぎ・

新たな資金調

達, 139

相続税などの税金の負担が重いこと, 82

後継者への株式の譲渡・分散した株式の集約, 91

後継者と経営方針等で意見の…

後継者に対し、親族や株主の反

対・抵抗があること, 12

特になし, 

83

その他, 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

⑥ 事業承継に係る相談を親族関係者以外と行っているかについて（n=606）

現在相談して

いる, 107

これから相談しようと

思っている, 127

相談する予定なし, 

372

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑦ 上の質問で選択肢１～２と回答した場合、事業承継に係る相談相手について（n=436） 

※複数回答可 

税理士・公認会計士, 176 取引金融

機関, 51

役員・従業

員, 78

他社の経

営者仲

間, 51

事業承継コンサルタント, 31

事業引継ぎ支援センター等公的相談機関, 6 弁護士, 12

相模原商工会議所, 19

その他, 12

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
 

（２） 当会議所の会員の情報収集方法について 

 

① 情報収集ツールについて（n=686）※複数回答可

パソコン, 538
スマホ・タブレット, 

342

ファックス, 149

書籍、雑誌、新聞

等, 288

その他, 

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

② 情報収集の方法について（n=686）※複数回答可 

, 0
対面での情報

収集, 308

ＳＮＳ, 

180

ＷＥＢサイト, 462

新聞（電子版含む）, 132

書籍・雑

誌, 232

メールマガジン, 105

ＬＩＮＥ, 71

YouTube, 97

ＴＶ, 57 アプリ, 35

ファック

ス, 84

その他, 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（３） 消費税インボイス制度について 

 

① 取引の形態について（n=686）

主として対事業者取

引（ＢtoＢ）, 

450

主として対消費者取

引（ＢtoＣ）, 

151

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② 今期の消費税の課税事業者（本則・簡易課税）ですか、免税事業者ですか（n=686）

本則課税事業者, 

455

簡易課税事業者, 

96

免税事業

者, 36

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

 

③ 消費税の経理処理をどのように行っていますか（n=686） 

※免税事業者の場合は、仕入れの経理方法についてのみ選択

税込経理, 369 税抜経理, 217

その他, 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 



 
 
 

 

50 
 

④ インボイス発行事業者の登録申請状況について（n=686） 

登録申請した, 200

登録申請する予定, 

213

登録申請を行うか検討中, 55

今のところ予定はないが、取引先から要請があれば検討する, 42

登録申請は行わない, 19

制度の内容を

理解しておら

ず、何もしていな

いし、検討もして

いない, 70

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

⑤ インボイス制度導入に向けた貴社の準備状況について（n=686）

請求書等発行システムや経理・受発注システムの入替・改修等を行っている, 136

情報収集は行っているが、具体的には取り

掛かっていない, 260

情報提供を受け

たことはあるが、ど

のような準備が必

要か分からない, 

55

特に何もしていな

い, 140

その他, 8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

⑥ インボイス制度導入に向け、どのような点が課題と思いますか（n=686）※複数回答可

発行する請求書等の

様式を変更しなけれ

ばならない, 208

システムの入替・

改修コストがかか

る, 141

受取った請求書等がインボイスの要件を満たすか確認しなければならない

（登録番号、税率ごとの税額、税率等）, 117

仕入先がインボ

イス登録事業者

かそうでないかを

確認しなければ

ならない, 254

受け取った

納品書と請

求書とを突

合しなけれ

ばならない, 

40

端数処理のルールが変わってしまう。, 22

自社が発行する請求書等の写しを保存しなければならない（３万円未満を

含む）, 14

.受け取った３万円未満の

請求書等も保存しなければ

ならない, 13

仕入先がイ

ンボイス発

行事業者

にならない

場合、自

社の納税

額が増加

する, 122

仕入先を免税事業者から課税事業者に変更したいが、対応可能な業者がいない, 13

免税事業者である取引先の

廃業が懸念され、仕入に…

（現在は免税事業者だ

が）課税転換し、消費税

を納付しなければならなくな

る, 13

そもそも制度が

複雑でよく分から

ない, 174

その他, 

25
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＜本則課税事業者の事業者のみ回答＞ 

「インボイス制度」導入後、仕入等を行っている先（以下、仕入先）が免税事業者の場合、原則、

仕入税額控除ができなくなることを踏まえて 

 

⑦ 現在、仕入先に免税事業者が含まれていますか（n=455）

含まれている, 

151

含まれていない, 

191

わからない, 

199

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

 

⑧ 「インボイス制度」導入後、免税事業者からの仕入等について、どのような対応を検討して

いますか（n=455）

免税事業者からの仕入等は一切行わないようにする予定, 36

一部の免税事業者を除いて仕入等は行わない予定, 24

経過措置がある間（６年間）は免税事業者からの仕入等を行う予定, 41

免税事業者であるということ

で仕入等を行うか否かの判

断はしない予定, 72

まだ分からない, 

325

その他, 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

 

⑨ 上の質問で選択肢１～３と回答した場合、現在、仕入等を行っている免税事業者に対してど

のような対応を検討していますか（n=101）

インボイス発行事業者になる

よう要請する, 62

インボイス発行事業者に

なるための知識習得等の

サポートをする, 25

自社の社

員とする, 

10

その他, 32

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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＜免税事業者のみ回答＞ 

「インボイス制度」導入後、仕入先が免税事業者の場合、本則課税事業者は原則、仕入税額

控除ができなくなることを踏まえて 

 

⑩ 「インボイス制度」導入後、免税事業者からの仕入等について、どのような対応を検討して

いますか（n=285） 

要請を受けたことがある, 21

要請を受けたことはないが、課税事業者（免税事

業者）かどうか確認されたことがある, 30

要請を受けたことはない（確認された

こともない）, 234

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

⑪ 「インボイス制度」導入に向け、どのような対応を行う予定ですか（n=309）

インボイス発行事業者（課

税事業者）になる予定, 

150

経過措置がある間（６年間）は免税事業者のままで、その後インボ

イス発行事業者（課税事業者）になる予定, 5

取引先から要請があればインボイス発行事業者… インボイス発行事業者（課税事業者）に…

廃業を検討する, 3

まだ分から

ない, 106

その他, 

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

⑫ 課税事業者になる際の課題について（n=353）※複数回答可

商品価格・受注額等への

上乗せが難しく、消費税

負担により利益が減少す

る, 101

消費税を納める必要が

あるため、資金繰りが厳

しくなる, 64

請求書等の様式変更、発行するインボイスの保存義務等

の事務負担に対応できない, 58

消費税額の計算、申告等の

手続きに対応できない, 22

税理士等への依頼費用が負担となる, 26

そもそも消

費税制度を

理解できて

いない, 60

その他, 

22

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑬ 課現在の販売時の消費税の端数処理方法について、該当するもの（n=420） 

※インボイス制度導入後の端数処理は、１請求書あたり税率ごとに１回行うことになり、商品・

アイテムごとの端数処理は認められません（免税事業者は回答不要）

商品・アイテム

ごとに切捨て, 

60

請求書（レシート）ご

とに切捨て, 117
商品・アイテムごと

に四捨五入, 60

請求書（レシート）ごとに四捨五

入, 129

商品・アイテムごとに切上げ, 7

請求書（レシート）ごとに切上げ, 35

その他, 

12

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３. 第３回（令和４年１０月～１２月） 
 

（１） 設備投資の動向について 

① 令和２年度と比較した場合の貴社における令和３年度の設備投資について（n=789）

規模を拡

大して実

施, 101

令和２年度

と同水準で

実施, 93

規模を縮小して

実施, 104
実施しなかった, 

491

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② 令和３年度と比較した場合の貴社における令和４年度の設備投資について（n=107）

規模を拡大して実施予定（実施済含む）, 9

令和３年度と同水

準で実施予定（実

施済含む）, 21

規模を縮小して実施予定（実施済含む）, 8

実施しない・見送

る（予定含む）, 32

現時点では未定, 

37

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

③ 令和３年度に何らかの形で設備投資を実施すると回答した場合、設備投資を行う理由につ

いて（n=789）※複数回答可

人手不足

に対応す

るため, 

81

従業員の時間外労働や長時

間労働の抑制のため, 69

現在または将来

的な需要増に対

応するため, 136

自己資金が増加・財務体制が強化さ

れたため, 20

資金調達が円滑になった

ため（借入 返済等）, 6

補助金や

助成金等

を活用で

きたため, 

59

従業員や来客者等の新型コロナウイルス感染防

止・テレワーク導入等のため, 44

コロナの影響で既存事業では売上が見込めず、

ビジネスモデルを転換・再構築するため, 28

既存設備の更新維

持・補修のため, 

201
その他, 

16

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 令和３年度に何らかの形で設備投資を実施すると回答した場合に、設備投資を行う目的に

ついて（n=443）※複数回答可

能力増強, 75 省力化・合理

化, 55

製品・サービ

スの品質向

上, 55

新製品生産, 13

新分

野へ

の進

出, 

34

省エネ

ルギー

対策, 

23

CO2排出削減, 3

研究開発, 8

ＩＴ投資・情報化

対応, 9

新型コロナウイルス感染防止対策, 16

既存設備の維持・

定期更新（設備性

能の向上を伴わな

い）, 9

その

他, 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

（２） 事業継続計画（ＢＣＰ）策定の取り組みについて 

① 事業継続計画（ＢＣＰ）の策定状況について（n=524）

事業継続計画を策定済みである, 51

事業継続計

画を策定中

である, 74

事業継続計画は必要と思うが、策定して

いない, 399

事業継続計画はそもそも必要ない, 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

② 策定済みまたは策定中と回答した場合の、事業継続計画（ＢＣＰ）の内容について（n=125）

※複数回答可

感染症以外（自然災害等）を想定し

た事業継続計画（ＢＣＰ）, 12
感染症を想定した事業継

続計画（ＢＣＰ）, 7

0% 20% 40% 60% 80% 100%  
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③ 事業継続計画（ＢＣＰ）を策定していないと回答した場合に、その理由について（n=399） 

※複数回答可

策定したいが、

必要なノウハウ・

スキルがないた

め, 210

策定したいが、コストがか

かるため, 109

策定したいが、人

的余裕がないた

め, 230

家族経営などで柔

軟に対応できるた

め, 201

顧客・取引先・関連会社等から策定を要請

されていないため, 121

策定することが国や地方公共団体の入札の加点要素と

なっていないため, 18

損害保険（火災、地震等）

に加入しているため, 30

法令で

特に義

務付け

られて

いない

ため, 

102

その他, 

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４. 第４回（令和５年１月～３月） 
 

（１） 賃上げの動向について 

 

① 貴社の正社員における令和４年度（令和４年４月～令和５年３月）の賃上げ（定期昇給、ベー

スアップ、手当の新設・増額、一時金（賞与）の増額）の状況について（n=887） 

 

業績が改善しているため（見込み含む）、賃上げを実施した（予定含む）, 127

業績の改善がみられな

いが（見込み含む）、賃

上げを実施した（予定

含む）, 111

賃金は同水準を維

持する, 291

賃金は引き下げる, 

13

現時点では未

定,146

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② 賃上げを実施したと回答した場合、貴社の正社員における令和４年度（令和４年４月～令和

５年３月）の賃上げの内容について（n=238）※複数回答可

定期昇給を実施し

た（予定含む）, 

220

ベースアップを実

施した（予定含む）, 

192

手当の新設・増額（予定含む）（例：住宅手当や家族手当、役職手当の増額など）, 39

一時金（賞

与）を増額

した（予定

含む）, 51

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

③ 定期昇給を実施、または、ベースアップを実施した、と回答した場合、正社員の賃上げを行

う理由について※複数回答可

人材確保・定着やモチベー

ション向上のため, 306

最低賃金が

引き上げら

れたため, 

85

新卒採用者の初任給や非正規社員の給与を引き上げたため（初

任給が既存社員の給与を上回ってしまう等）, 16

時間外労働の削減により手取り額が減少し

ているため, 15
社会保険料の増加により手取り

額が減少しているため, 44

他社より低い賃金に

なっているため, 19

数年来、賃上げを見

送っていたため, 26

物価が上昇している

ため, 145

税制の優遇措置（賃

上げ促進税制）を利

用するため, 11

その

他, 

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 手当の新設・増額を実施、または、一時金を増加した、と回答した場合、社員の賃上げ

を見送る（予定含む）もしくは未定とする理由について※複数回答可

今後の経営環境・経

済状況が不透明なた

め, 310

業績の改善

がみられな

いため （見

込み含む）, 

52

社会保険料の増加により会社負担が増え

ているため, 45

すでに他社と同

水準（もしくはそ

れ以上）の賃金

になっているた

め, 90

増員（予定を含む）による総人件費

の増加を抑えるため, 11

新商品開発や販路開拓、設備投

資等を優先するため, 8

非正規社員の賃金（時給等）を引き上げる一

方で、総人件費の増加を抑えるため, 12

研修や福利厚生の

充実を優先させる

ため, 13

その他, 

25

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

（２） 企業間の取引条件の改善について 

 

① 貴社の販売先について（n=887） 

事業者（ＢtoＢ）, 

224

消費者（ＢtoＣ）, 

87

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 

 

② ＢｔｏＢと回答した場合において、販売先との取引条件について、前年度（令和３年度）と比

較して改善した事項について（n=224）※複数回答可

販売先からの支払いが

手形から現金に変わっ

た、サイトが短縮された

等, 28

発注が口頭のみではなくなった、発注書に金額が記載されるようになった等, 28

販売先による支払い遅

延、代金の減額がなく

なった等, 7

販売先から協賛金の要求、手伝い人員の派遣要請がなくなった等, 5

販売先の都合による納品物の受取拒否がなくなった等, 5

無償で金型等の保管要請をされることがなくなった等, 5

知的財産や技術・ノウハウの扱いなどに係る不利な条件での契約が見直された等, 6

改善した事項は無い・変

わらない, 428

取引条件

はむしろ

悪化して

いる, 26

その他, 

8
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Ⅶ． 参考資料（アンケート票） 
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