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書籍購入申込書 申 込 月 日
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女性の暮らしと生活意識データ集 2023

例えばこんなことがわかります！最新のデータ、グラフが満載

●ISBN978-4-86563-094-7
●三冬社 編集制作部 編
●2023年1月26日発行
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●定価 本体 14,800円＋税
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食品価格の高騰がもたらすライフスタイル
の変化
消費者の食を考え直すための総合統計集

●  2022年になって以前より値上がりしていると感じるモノや
サービスの割合

　 １位　食料品　79.8％ ２位　ガソリン・燃油　76.2％
　 ３位　水道光熱　61.9％ ４位　日用品　59.0％
　 ５位　外食　50.3％
● 値上げによって自身の家計に最も影響があると思う項目
　 １位　食料品　42.1％ ２位　水道光熱　18.5％
　 ３位　ガソリン・燃油　16.9％
●  インターネット調査によるモノ・サービスの値上げによる
1世帯当たりの家計支出の平均増加額……14,673円

● 値上がりを感じている食料品
　 １位　野菜　65.7％ ２位　肉・魚　44.4％
　 ３位　チーズなど加工乳製品　42.6％
● 値上がりによって買い控える食料品
　 １位　ビール　48.9％　２位　缶詰・瓶詰・乾物　48.3％
　 ３位　スイーツ・お菓子　48.1％
● 日本のカロリーベースでの食料自給率の推移
　 1961年 78％　➡　1991年 46％　➡　2021年 38％
● 2021年度の日本の主な品目別食料自給率
　 米：98％　　小麦：17％　大豆：7％　　  野菜：79％
　 果実：39％　牛肉：38％　魚介類：57％　鶏卵：97％
● 2021年度の飼料の自給率……25％
● コロナ禍で増えたと感じる食のライフスタイル
　 １位　自炊による家庭での食事　46.2％　
　 2位　テイクアウトの利用　40.0％　
　 3位　日持ちする食品の購入　34.0％　

食品原材料の価格高騰、食料品・外食の値上げ、ウィズコロナのさなか食生活における家計への影響を乗り切るための策とは
何か？　生産者、サービス業者、消費者の各々の立場から、これからの私達の食について考えるヒントがあります。

2023

食生活データ食生活データ
総合統計年報総合統計年報

食料品・飲料品で値上がりを実感している品目・
値上げに伴い購入頻度を減らす品目・購入価格帯を下げる品目

店の業態別、売上高
前年比（2021年）

売上高・客数・客単価の
伸び率推移

80

90

100

（％）
110
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（年）

’20’19’18’172016

売上高

客単価
客数

50

100

（％）
150
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ファーストフード

パブレストラン／居酒屋

その他喫茶
ディナーレストラン

ファミリーレストラン

98.8100.1104.8
89.9

57.8

91.8

上部図表サンプルは、内容を説明している図表であり、本書掲載のものとは異なります。

0 20 40 60
（％）

パン類

調味料・油

生鮮食品
（野菜・果物、鮮魚、精肉）

購入価格帯を
下げる品目
 n=928

購入頻度を
減らす品目 
n=928

値上がりを実感
している品目 
全体 n=1,000

15.6

11.3

14.7

44.9

41.0

38.7

8.5

8.4

13.9

菓子類
26.1

10.8 20.7

官庁、企業、研究所等のデータを幅広く網羅！

購入
頻度も
減少

2021年
客数が
回復
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1 世界
におけ

る農水
産物の

生産量

総務省統計局「世界の統計 2022」

3-1-1
農業生

産量（2
019年

）

図表

注：1）暫定値又は推計値

穀類

米

小麦

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

世界

2,978,982 世界

755,474 世界

765,770

中国

612,720 中国

209,614 中国

133,596

アメリカ合衆国

421,549 インド

177,645 インド

103,596

インド

324,301 インドネシア

54,604 ロシア

74,453

ブラジル

121,223 バングラデシュ

54,586 アメリカ合衆国

52,258

ロシア

117,868 ベトナム

43,449 フランス

40,605

インドネシア

85,297 タイ

28,357 カナダ

32,348

アルゼンチン

84,949 ミャンマー

26,270 ウクライナ

28,370

ウクライナ

74,442 フィリピン

18,815 パキスタン

24,349

フランス

70,379 パキスタン

11,115 ドイツ

23,063

カナダ

61,135 カンボジア

10,886 アルゼンチン

19,460

バングラデシュ

59,182 日本

10,527 トルコ

19,000

ベトナム

48,208 ブラジル

10,369 オーストラリア

17,598

ドイツ

44,302 ナイジェリア

8,435 イラン

16,800

パキスタン

43,260 アメリカ合衆国

8,377 イギリス

16,225

（日本）

11,830 エジプト

6,690 （日本）

1,037

大麦

ライ麦

えん麦

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

世界

158,980 世界

12,801 世界

23,104

ロシア

20,489 ドイツ

3,238 ロシア

4,424

フランス

13,565 ポーランド

2,416 カナダ

4,237

ドイツ

11,592 ロシア

1,428 ポーランド

1,210

カナダ

10,383 デンマーク

884 フィンランド

1,187

ウクライナ

8,917 ベラルーシ

756 オーストラリア

1,135

オーストラリア

8,819 中国

511 イギリス

1,076

イギリス

8,048 ウクライナ

335 ブラジル

920

スペイン

7,744 カナダ

333 スペイン

841

トルコ

7,600 トルコ

310 アメリカ合衆国

771

アルゼンチン

5,117 アメリカ合衆国

270 スウェーデン

671

カザフスタン

3,830 スペイン

262 アルゼンチン

572

アメリカ合衆国

3,692 スウェーデン

221 ドイツ

519

デンマーク

3,625 オーストリア

200 中国

495

イラン

3,600 ラトビア

191 ウクライナ

422

（日本）

223 フィンランド

185 （日本）

0

とうもろこし

いも類

ばれいしょ

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

国（地域）

（1,000t）

世界

1,148,487 世界

861,042 世界

370,437

アメリカ合衆国

347,048 中国

150,551 中国

91,819

中国

260,779 ナイジェリア

117,650 インド

50,190

ブラジル

101,139 インド

56,322 ロシア

22,075

アルゼンチン

56,861 コンゴ民主共和国

41,977 ウクライナ

20,269

ウクライナ

35,880 ガーナ

32,409 アメリカ合衆国

19,182

インドネシア

30,693 タイ

31,628 ドイツ

10,602

インド

27,715 ブラジル

22,249 バングラデシュ

9,655

メキシコ

27,228 ロシア

22,075 フランス

8,560

ルーマニア

17,432 アメリカ合衆国

20,634 オランダ

6,961

ロシア

14,282 ウクライナ

20,269 ポーランド

6,482

カナダ

13,404 インドネシア

18,186 ベラルーシ

6,105

フランス

12,845 カンボジア

13,823 カナダ

5,410

南アフリカ

11,276 タンザニア

13,130 ペルー

5,331

ナイジェリア

11,000 マラウイ

12,796 イギリス

5,252

（日本）

0 （日本）

3,278 （日本）

2,173

国名・地域名は、できる限り簡略な表記とした。「グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国」は、「イギリス」又は「英国」と表記している。「アメリカ合衆国」は「米

国」と表記している場合がある。中国のデータには、原則として、香港（1997 年 7 月

中国に返還）、マカオ（1999 年 12 月中国に返還）及び台湾の数値は含まれない。
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世界に
おける

農水産
物の生

産量

）暫定値又は推計値

米

国（地域）

インドネシア

バングラデシュ

ベトナム

ミャンマー

フィリピン

パキスタン

カンボジア

日本

ブラジル

ナイジェリア

43,260 アメリカ合衆国

11,830 エジプト

国（地域）

158,980 世界

20,489 ドイツ

13,565 ポーランド

11,592 ロシア

10,383 デンマーク

8,917 ベラルーシ

8,819 中国

8,048 ウクライナ

7,744 カナダ

7,600 トルコ

5,117 アメリカ合衆国

3,830 スペイン

3,692 スウェーデン

3,625 オーストリア

3,600 ラトビア

223 フィンランド

とうもろこし
（1,000t）

国（地域）

1,148,487 世界

347,048 中国

260,779 ナイジェリア

101,139 インド

56,861 コンゴ民主共和国

35,880 ガーナ

30,693 タイ

27,715 ブラジル

27,228 ロシア

17,432 アメリカ合衆国

14,282 ウクライナ

13,404 インドネシア

12,845 カンボジア

11,276 タンザニア

ナイジェリア

11,000 マラウイ

0 （日本）

国名・地域名は、できる限り簡略な表記とした。「グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国」は、「イギリス」又は「英国」と表記している。「アメリカ合衆国」は「米

国」と表記している場合がある。中国のデータには、原則として、香港（1997 年 7 月

中国に返還）、マカオ（1999 年 12 月中国に返還）及び台湾の数値は含まれない。

世界に
おける

農水産
物の生

産量

米

アメリカ合衆国

オーストリア

フィンランド

国（地域）

ナイジェリア

コンゴ民主共和国

アメリカ合衆国

ウクライナ

インドネシア

カンボジア

タンザニア

マラウイ

国名・地域名は、できる限り簡略な表記とした。「グレートブリテン及び北アイルラン

ド連合王国」は、「イギリス」又は「英国」と表記している。「アメリカ合衆国」は「米

国」と表記している場合がある。中国のデータには、原則として、香港（1997 年 7 月

中国に返還）、マカオ（1999 年 12 月中国に返還）及び台湾の数値は含まれない。
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5 お米（
ごはん）・

米粉食品

（株）ク
ロス・マー

ケティン
グ「お米

（ごはん
）に関す

る調査（
2022年）」

（インタ
ーネット

調査）

2022年10
月調査、

全国47都
道府県の

20歳〜69
歳の男女

対象（有
効回答数

：1,100サ
ンプル）

4-5-3 好きなごは
んの種類（

複数回答）

図表
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ど
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炊
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１
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％
精
米
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白
米
の
ご
は
ん

全体 n=1,100

4-5-4 興味のある
米粉食品（

複数回答）

図表

4-5-1 自宅でごは
んを食べる

頻度

図表

4-5-2
自宅で食べ

るごはんの
種類（どの

よう

に用意された
ものか）（複数

回答）

図表
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週に1～ 2日
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はん）・米

粉食品

（株）ク
ロス・マー

ケティン
グ「お米

（ごはん
）に関す

る調査（
2022年）」

（インタ
ーネット

調査）

2022年10
月調査、

全国47都
道府県の

20歳〜69
歳の男女

対象（有
効回答数

：1,100サ
ンプル）

○
分
づ
き
米

な
ど
）

（複数回答
）

4-5-2図表
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16.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.916.9 13.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.5

お米（ご
はん）・米

粉食品

（株）ク
ロス・マー

ケティン
グ「お米

（ごはん
）に関す

る調査（
2022年）」

（インタ
ーネット

調査）

2022年10
月調査、

全国47都
道府県の

20歳〜69
歳の男女

対象（有
効回答数

：1,100サ
ンプル）

4-5-2

20代
30代
40代
50
60
20
30
40
50
60

66.866.8

都
度
、自
宅
で
炊
い
た
も
の

66.9

普段の食事・
魚食動向

215

6

5

7

1

2

4
料
理
・
食
事
に
関
す
る

デ
ー
タ
＆
意
識

3

2022年3月調査 2019年6月調査（参考）

Aに近い
・計1）（％）

Bに近い
・計2）（％）

Aに近い
・計1）（％）

Bに近い
・計2）（％）

0
20

40
60

80
100
（％）

0.6

1.3

0.8

1.4

0.8

1.8

1.2

0.6

1.0

0.9
1.9

1.3

2.8

1.6

4.6

3.8

3.0

5.6

2.8

5.4

3.7

5.3

4.6

4.6

4.0

4.3

14.3
5.6

19.2

13.6

14.8

22.9

15.5

19.5

26.4

34.9

38.6

41.8

44.6

46.2

49.4

50.0

40.7

55.3

44.1

54.8

52.9

49.3

46.6

42.5

44.5

42.1

36.9

35.9

38.0

34.9

32.2

32.4

32.4

28.4

24.7

21.8

22.1

17.8

34.3

31.1

25.5

16.2

20.0

15.2

11.6

13.7

13.4

12.4

10.7

9.4

9.2

8.2

5.6

6.2

Bに近いやや
Bに近いどちらとも

いえないやや
Aに近いAに近い【A】

【B】

食べるのに時間が
かからない

しっかりとし
た味

食べ応えがあ
る

食べやすい
香りがよい

脂が乗ってい
る

食材が安心安
全である

無添加である
食感がいい

ご飯がすすむ
お酒にあう

子どもの成長
によい

低カロリー
栄養価が高い
旬のもの

健康によい

健康への効果
はない

旬がない

栄養価が低い

高カロリー

子どもの成長
によくない

お酒にあわない

ご飯にあわない

食感が気持ち
悪い

添加物・保存料
が使われている

食材に不安が
ある

淡白である

香りがよくない

食べにくい

食べ応えがな
い

あっさりとした味

食べるのに時
間がかかる

80.9

73.6

70.0

58.3

56.9

51.1

49.6

48.6

45.6

44.8

43.1

37.8

33.9

30.0

27.7

24.0

3.6

6.9

3.6

6.8

4.5

7.1

5.8

5.2

5.0

5.2

16.2

6.9

22.0

15.2

19.4

26.7

80.6

–

71.0

58.1

57.0

55.7

50.6

55.3

49.1

46.4

42.9

–

41.8

34.4

–

34.8

2.9

–     

2.6

4.2

2.2

4.8

5.4

3.3

3.7

3.1

12.4

–     

15.1

11.4

–     

19.9

全体 n=1,000

0

20

40

60
（％）

今後も続くと
思うもの全体

n=1,000意識するよう
になったもの

全体 n=1,000

31.3 31.7
23.7 24.2

25.3 21.3 18.5 18.5 16.4 13.6 12.9

0.2

25.8

40.7 40.1
32.7 31.9 31.5 28.7 25.5 24.5 23.1 19.7 17.5

0.6

24.6

特
に
な
い

そ
の
他

環
境
保
全（
S
D
G
s
）

地
産
地
消

国
産
食
材
の
消
費

生
活
習
慣
病
・

基
礎
疾
患
予
防

低
価
格

（
と
に
か
く
安
い
こ
と
）

家
庭
料
理
の
簡
便
化
・

時
短食

品
ロ
ス
削
減

免
疫
力
向
上

食
の
安
全
・
安
心

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
食
生
活

コ
ス
ト
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス

（
値
ご
ろ
感
）

4-3-3 コロナ禍での
食のライフス

タイルの変化
（複数回答）

図表

0

20

40

60
（％）

33.0 28.5
22.0 18.8 15.8

17.3 11.8
12.3 7.5

1.4

31.9

46.2
40.0

34.0 29.2 25.2 23.9 19.6 18.3 12.9

2.1

27.3

特
に
な
い

そ
の
他

ダ
ー
ク
ス
ト
ア（
配
送

専
門
の
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
）の
利
用

食
品
・
食
材
の
定
期

宅
配
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

（
生
協
な
ど
）

家
庭
で
の
男
性
に
よ
る

手
料
理（
普
段
家
庭
で

家
事
を
担
わ
な
い
男
性
）

E
C
サ
イ
ト（
ネ
ッ
ト

通
販
サ
イ
ト
）で
の

食
品
・
食
材
購
入

デ
リ
バ
リ
ー（
仕
出
し
・

出
前
）の
利
用

コ
ロ
ナ
疲
れ
で
の

家
庭
料
理
の
簡
便
化

（
調
理
時
間
の
短
縮
）

日
持
ち
す
る
食
品
の

購
入（
外
出
回
数
減
少

の
た
め
）

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の

利
用自

炊
に
よ
る
家
庭

で
の
食
事

今後も続くと
思うもの全体

n=1,000増えたと感じ
るもの全体 n=1,000

（注）1　コロナ前
（2019年以前）と

比較した回答

2　「増えたと
感じるもの」

の降順

（注）1　コロナ前
（2019年以前）と

比較した回答

2　「意識する
ようになった

もの」の降順

4-3-4 コロナ禍での
食意識の変化

（複数回答）

図表

4-3-5 鮮魚料理の印
象（2022年）

図表

注：1）「Aに近い」「や
や Aに近い」の

計

　：2）「やや Bに近い」「Bに近い」の
計

60

34.9

38.6

41.8

44.6

46.2

49.4

50.0

40.7

55.3

44.1

54.8

52.9

やや
に近い

18.518.518.518.518.518.518.518.5
25.525.525.525.525.5

低
価
格

（
と
に
か
く
安
い
こ
と
）

（複数回答）

C
サ
イ
ト（
ネ
ッ
ト

19.5

26.4

38.6

18.518.518.518.518.5

低
価
格

（複数回答）
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1-1-1 現在の食生活の満足度（2021年）図表

0 20 40 60 80 100
（％）

年
齢
階
級
別

性
別

満足（小計） 76.0
不満（小計） 23.6

n

1,895

906

989

203

209

306

333

312

532

4.5

4.5

4.6

2.5

4.3

3.9

7.5

2.9

4.9

19.1

19.6

18.6

13.3

15.8

17.6

19.5

19.9

22.7

0.3

0.2

0.4

0.3

–

–

–

–

0.9

55.5

55.1

55.9

49.8

50.2

58.5

57.1

60.6

54.1

20.5

20.5

20.5

34.5

29.7

19.9

15.9

16.3

17.3

不満だやや不満だ無回答
まあ満足している満足している

70歳以上

60～69歳

50～59歳

40～49歳

30～39歳

18～29歳

女性

男性

全体

1-1-2 現在の生活の各面での満足度の
推移（1995年～2021年）

図表

２
０
１
８
年

６
月
調
査

２
０
１
９
年

６
月
調
査

２
０
２
１
年

９
月
調
査

２
０
１
７
年

６
月
調
査

２
０
１
６
年

７
月
調
査

２
０
１
５
年

６
月
調
査

２
０
１
４
年

６
月
調
査

２
０
１
３
年

６
月
調
査

２
０
１
２
年

６
月
調
査

２
０
１
１
年

10
月
調
査

２
０
１
０
年

６
月
調
査

２
０
０
９
年

６
月
調
査

２
０
０
８
年

６
月
調
査

２
０
０
７
年

７
月
調
査

２
０
０
６
年

10
月
調
査

２
０
０
５
年

６
月
調
査

２
０
０
４
年

６
月
調
査

２
０
０
３
年

６
月
調
査

２
０
０
２
年

６
月
調
査

２
０
０
１
年

９
月
調
査

１
９
９
９
年

12
月
調
査

１
９
９
７
年

５
月
調
査

１
９
９
６
年

７
月
調
査

１
９
９
５
年

５
月
調
査

（ポイント）

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

25.0

19.2 17.2 15.1 16.8

21.8
17.5 16.1 17.7

19.6
15.5

13.2 13.7

18.7

25.7
（　）

20.4

26.3

20.6 21.3

28.0 29.1 30.1
（　）

29.2

18.618.6 18.218.2
20.920.9

25.425.4
22.522.5

27.627.6
24.124.1 24.524.5

30.230.2
32.532.5 31.131.1 32.232.2

7.07.0

45.745.7
42.242.2 40.540.5 41.841.8

44.944.9 44.544.5 45.145.1 43.343.3

43.6
（　）
43.6
（　）

48.248.2 45.745.7 51.351.3

55.755.7
58.258.2

60.160.1

58.858.8

63.163.1

57.757.7 58.358.3

63.763.7
67.267.2 65.665.6

66.166.1

38.238.2

59.7

68.8

73.7
75.7

73.5 77.4
73.3 71.6

76.7
79.3 78.4 78.1

52.4
59.659.6

56.356.3 54.254.2

47.947.9 49.249.2 47.747.7 46.346.3 44.744.7

43.243.2 42.542.5
40.040.0

34.534.5
39.239.2

46.546.5

54.754.7
48.248.2

53.353.3

43.543.5
46.246.2

53.253.2
56.256.2 56.756.7

56.056.0

26.026.0

-9.5-9.5
-14.2-14.2

-18.9-18.9

-24.7-24.7 -25.3-25.3
-22.0-22.0

-30.1-30.1

-23.5-23.5 -23.8-23.8

-28.6-28.6

-26.5-26.5

-29.2-29.2

-23.9-23.9

-19.0-19.0 -17.8-17.8
-22.6-22.6

-11.2-11.2

-22.9-22.9 -21.4-21.4

-12.6-12.6

-8.0-8.0 -7.6-7.6
-11.8-11.8

6.16.1
2.72.7

-3.2-3.2

-8.8-8.8

-14.8-14.8

-10.8-10.8

-18.6-18.6
-13.2-13.2 -14.3-14.3 -13.9-13.9 -15.1-15.1 -16.8-16.8

-14.3-14.3
-10.4-10.4

-7.0-7.0

-10.1-10.1

-1.9-1.9

-9.4-9.4

-7.0-7.0

-1.5-1.5

4.44.4 5.15.1 6.76.7

-20.0-20.0

レジャー・余暇生活自己啓発・能力向上住生活食生活耐久消費財1)

資産・貯蓄所得・収入

-29.9

-33.9-33.9

注：1）耐久消費財は自動車、電気
製品、家具などを指す。

（注）1　グラフのポイントは、現在
の生活各面での「満足度」（小

計）から「不満度」（小計）

の割合を差し引いた値。

2 2015年 6月調査までは 20歳以上の者、2016年 7月調査から 18歳以上の者を対象。

3　「国民生活に関する世論調
査（平成 30年 6月調査）」「国民生活に関する

世論調査（令

和 2年度調査）」（1995年〜 2018年）、「国民生活に関する世
論調査（令和元年 6月

調査）」は中止となっている。

資料：「国民生活に関する世論
調査（平成 30年 6月調査）」（1995年〜 2018年）、「国民生

活に関する世論調査（令和元
年 6月調査）」（2019年）、「国民生活に関する世

論調査

（令和 3年 9月）」（2021年）をもとに三冬社が作成

1 食生活の満足度
内閣府「国民生活に関する世

論調査（令和3年9月）」（郵送
法）

2021年9月〜10月調査、全国
18歳以上の日本国籍を有する

3,000名対象（有効回収数：1
,895名）

※「国民生活に関する世論調
査（令和2年度調査）」は中止

となっている。

50.2

（1995年～2021年）

６
月
調
査

18.718.718.718.7

20.920.920.920.920.920.920.920.920.9

58.258.258.2

46.546.546.5

-19.0-19.0-19.0-19.0-19.0-19.0-19.0-19.0-19.0

-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4

住生活

資料：「国民生活に関する世論
調査（平成

活に関する世論調査（令和元
年

（令和

2021年9月〜10月調査、全国
18歳以上の日本国籍を有する

3,000名対象（有効回収数：1
,895名）

（1995年～2021年）

６
月
調
査

18.7

20.920.920.9

-19.0-19.0-19.0

-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4-10.4

住生活

資料：「国民生活に関する世論
調査（平成

活に関する世論調査（令和元
年

（令和

2021年9月〜10月調査、全国
18歳以上の日本国籍を有する

3,000名対象（有効回収数：1
,895名）
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1-2-10 食品群別摂取量（1歳以上・男女・年齢階級別）（2019年）図表
（単位：g、1人1日当たり平均値）

年齢階級別

全体 1～6歳 7～14歳 15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 （再掲）
20歳以上

全
体

調査人数（人） 5,865 235 454 249 365 460 742 775 1,046 1,042 497 4,927
穀類 410.7 257.9 429.1 524.4 448.8 432.4 433.6 413.1 401.7 388.7 388.1 410.5 
いも類 50.2 36.1 52.9 61.3 41.3 42.5 48.2 42.6 51.1 61.3 51.9 50.0
砂糖・甘味料類 6.3 4.0 5.7 6.1 5.8 5.5 5.9 6.0 6.7 7.3 7.4 6.5 
豆類 60.6 31.0 43.9 40.8 46.8 44.8 51.7 64.6 76.7 76.1 65.1 64.6
種実類 2.5 1.5 1.7 1.3 1.3 2.9 2.1 3.0 3.2 3.2 2.2 2.7 
野菜類 269.8 129.0 241.1 243.4 222.6 239.5 246.8 268.6 307.1 323.1 284.2 280.5
　緑黄色野菜 81.8 45.3 71.3 69.9 60.5 73.2 69.8 78.0 94.9 103.9 88.4 85.1 
果実類 96.4 93.2 73.9 66.3 46.9 43.9 55.2 70.6 118.6 159.4 141.7 100.2
きのこ類 16.9 8.3 14.6 13.9 14.2 15.8 15.1 15.1 22.4 19.6 16.4 17.7
藻類 9.9  5.8 5.8 7.7 7.0 8.0 8.8 10.5 11.4 12.5 12.8 10.6
魚介類 64.1 29.7 45.2 43.3 50.8 50.8 52.8 59.2 77.7 88.9 73.8 68.5
肉類 103.0 63.1 110.1 168.3 130.7 116.1 130.3 106.9 94.5 81.5 66.5 101.0
卵類 40.4 19.6 33.5 54.7 38.9 37.7 40.4 40.1 43.7 44.5 38.4 41.4
乳類 131.2 211.7 302.7 149.1 111.9 77.5 96.0 101.3 117.3 127.8 127.5 110.7
油脂類 11.2 6.4 9.0 15.3 12.4 12.3 12.8 12.1 11.4 10.3 8.8 11.4
菓子類 25.7 23.5 35.9 34.6 21.9 26.5 22.6 24.3 25.2 25.1 24.3 24.4 
嗜好飲料類 618.5 235.6 315.5 442.3 523.4 629.6 702.9 727.8 753.5 662.2 551.3 673.5
調味料・香辛料類 62.5 32.4 53.1 59.1 63.5 64.1 60.6 62.8 71.2 67.8 57.2 64.9

男
性

調査人数（人） 2,782 105 250 130 183 210 351 350 502 502 199 2,297 
穀類 478.1 268.3 463.3 630.5 545.0 516.8 502.7 495.5 466.0 443.9 447.8 480.6
いも類 52.5 39.7 54.0 68.1 47.1 43.6 53.4 47.1 50.2 59.8 56.5 52.0
砂糖・甘味料類 6.4 4.0 6.0 6.2 6.2 5.5 5.8 5.8 6.8 7.5 7.4 6.5
豆類 60.0 31.4 45.3 40.8 45.6 45.5 51.1 65.9 72.5 76.2 67.3 64.0
種実類 2.5 1.9 1.7 1.0 1.2 3.5 1.6 3.2 3.2 3.0 1.9 2.6
野菜類 276.7 135.3 247.9 240.2 233.0 258.9 253.0 278.2 304.3 332.5 298.6 288.3
　緑黄色野菜 79.8 46.8 72.1 66.9 62.1 71.6 69.2 75.8 88.5 101.7 89.2 82.9
果実類 85.8 106.4 75.0 59.6 41.2 32.9 49.3 53.4 96.8 147.4 141.1 87.5
きのこ類 16.5 9.9 12.6 10.2 14.2 17.0 13.7 13.8 22.6 20.0 16.6 17.6
藻類 10.2 4.4 4.9 8.5 7.5 8.2 9.1 12.1 11.2 12.6 15.4 11.1
魚介類 70.4 33.5 46.1 42.4 60.0 56.2 59.9 67.4 85.6 96.8 82.5 76.3
肉類 118.4 65.5 112.2 190.8 152.8 137.8 152.8 126.4 108.0 91.6 73.5 117.4
卵類 42.7 22.7 34.2 60.0 43.4 40.7 40.2 42.6 47.1 46.9 36.8 43.5
乳類 131.4 233.6 328.3 169.6 119.3 59.8 85.2 83.6 105.8 125.8 135.3 103.1
油脂類 12.3 6.6 9.1 17.1 14.2 13.7 14.6 13.3 12.6 11.1 9.6 12.6
菓子類 23.4 17.4 35.9 34.7 21.5 21.1 20.9 21.5 19.4 23.2 26.1 21.7
嗜好飲料類 699.9 237.8 342.7 504.6 541.0 709.0 820.3 830.8 888.5 745.5 623.7 771.0
調味料・香辛料類 67.3 37.1 54.5 63.9 69.5 70.6 65.7 67.4 75.6 73.3 62.7 70.3

女
性

調査人数（人） 3,083 130 204 119 182 250 391 425 544 540 298 2,630
穀類 349.9 249.5 387.2 408.4 352.0 361.4 371.6 345.2 342.4 337.4 348.3 349.3
いも類 48.1 33.2 51.7 53.9 35.4 41.7 43.5 38.9 51.9 62.7 48.8 48.3
砂糖・甘味料類 6.3 4.0 5.3 6.0 5.4 5.4 6.0 6.3 6.6 7.1 7.4 6.5
豆類 61.2 30.7 42.2 40.9 48.1 44.2 52.2 63.6 80.7 76.1 63.7 65.1
種実類 2.6 1.2 1.8 1.7 1.3 2.4 2.6 2.8 3.2 3.3 2.4 2.8
野菜類 263.6 123.8 232.8 246.9 212.1 223.2 241.2 260.7 309.8 314.4 274.5 273.6
　緑黄色野菜 83.6 44.2 70.3 73.2 58.8 74.4 70.4 79.9 100.8 105.9 87.9 87.1
果実類 106.0 82.5 72.5 73.6 52.7 53.2 60.5 84.7 138.8 170.5 142.0 111.2
きのこ類 17.3 7.0 17.0 17.8 14.2 14.7 16.4 16.2 22.2 19.3 16.2 17.8
藻類 9.7 6.9 7.0 6.9 6.6 7.8 8.5 9.2 11.6 12.4 11.0 10.1
魚介類 58.4 26.6 44.2 44.3 41.6 46.3 46.5 52.5 70.4 81.6 68.0 61.7
肉類 89.2 61.3 107.5 143.6 108.6 97.9 110.1 90.8 82.1 72.2 61.7 86.7
卵類 38.4 17.2 32.6 48.8 34.4 35.2 40.5 38.0 40.6 42.2 39.5 39.4
乳類 131.1 194.0 271.3 126.6 104.5 92.4 105.7 115.8 127.9 129.6 122.3 117.4
油脂類 10.1 6.3 9.0 13.3 10.5 11.2 11.2 11.1 10.2 9.5 8.4 10.3
菓子類 27.8 28.4 35.9 34.6 22.2 31.0 24.2 26.5 30.7 26.8 23.1 26.8
嗜好飲料類 544.9 233.9 282.3 374.2 505.8 562.8 597.4 643.0 628.9 584.8 503.0 588.4
調味料・香辛料類 58.1 28.6 51.4 53.9 57.5 58.8 56.0 59.0 67.2 62.7 53.6 60.3

食品群別摂取量（1歳以上・男女・年齢階級別）

年齢階級別

30～39歳 40

460
432.4

42.5
5.5

44.8
2.9

239.5
73.2
43.9
15.8

8.0
50.8

116.1
37.7
77.5
12.3
26.5

629.6
64.1
210

516.8
43.6

5.5
45.5

3.5
258.9

71.6
32.9
17.0

8.2
56.2

137.8
40.7
59.8
13.7
21.1

709.0
70.6
250

361.4
41.7

44.2

223.2

食品群別摂取量（1歳以上・男女・年齢階級別）

年齢階級別

40

43.6
5.5

45.5
3.5

258.9
71.6
32.9
17.0

8.2
56.2

137.8
40.7
59.8
13.7
21.1

709.0
70.6
250

361.4
41.7

44.2

223.2
74.4
53.2
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7 2031年における世界の食料需給の予測
農林水産省「令和3年度 2031年における世界の食料需給見通し」

1-7-1 2031年の耕種作物6品目の地域別、純輸出（入）量の予測結果
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その他粗粒穀物（大麦、ライ麦、ソルガム等）

植物油（大豆油、菜種油、ひまわり油）

三冬社ホームページには すべてのデータ集を掲載　https://www.santho.net/

マーケティング調査・企画提案・研究・経営改善のための必備図書

主な内容紹介

第１章 官庁統計データ
食生活の満足度 /国民健康・栄養調査 /現在の食生活 / FAO食料価
格指数 /日本人の食事摂取基準 /食料需給表・食料自給率 /2031
年における世界の食料需給の予測 /農林水産基本データ /農業・食
料関連産業の経済計算 /日本の農業生産 /日本の漁業・養殖業生産
/水産加工品の生産量 /畜産統計 /油糧の生産量 /食品製造業の生
産動向　など

第2章  価格高騰への意識、物価＆家計
日本人の食に関する志向 /家計支出と食品購入実態 /食料品の値上
がりに対する行動 /食品値上げ価格許容度 /消費者物価指数 /家計　
など

第3章  食の国際化
世界における農水産物の生産量 /日本の農林水産物輸出入概況 /海
外の日本食レストランの数 /タイの食生活に関する調査　など

第4章 料理･食事に関するデータ＆意識
男女年齢別にみる食意識 /卵料理 /お米（ごはん）・米粉食品 /味の地域差 /惣菜市場 /
レトルト食品についての意識 /冷凍食品の利用状況　など　

第5章  外食・中食に関するデータ&意識
外食産業市場規模推計 /外食産業市場動向調査 /有職者の平日ランチ /直近1年間の
外食 /フードデリバリー　など

第6章  菓子 ･飲料・酒類に関するデータ＆意識
日本の菓子推定生産量 /スーパー・コンビニ スイーツ調査 /菓子土産の購入意識 /清
涼飲料水統計 /日本酒の飲用実態 /家飲み /酒類の消費　など

第7章  コロナによる食生活の変化
コロナ禍での食生活行動の変化 /食習慣の変化 /料理頻度の変化 /食事サービスの利
用の変化 /子育て世帯の食卓事情 /間食の変化　など

主な出典元： 内閣府/総務省統計局/農林水産省/経済産業省/（公財）日本食肉消費総合センター/（一社）日本フードサービス協会/（一社）全国清涼飲
料連合会/ジェトロ/（株）日本政策金融公庫/ホットペッパーグルメ外食総研/その他団体・企業等

図表1-4-1｜ FAO食料価格指数
（2019年～2022年10月）より

図表 3-2-6 ｜ 日本からの主な輸出品目の国・地域別割合
（金額ベースランキング）（2021年）より

2031年における世界の食料需給の予測
農林水産省「令和3年度 2031年における世界の食料需給見通し」

2031年の耕種作物6品目の地域別、純輸出（入）量の予測結果
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2-3-1 直近3ヵ月で食料品を購入する際、値上がりを感じている割合

図表

0
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100
（％）
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14.8

8.8

20.5

8.0

12.5

10.0

8.0

45.2

44.4

46.0

48.5

46.0

41.5

43.0

47.0

40.3

37.8

42.8

28.0

42.5

43.5

45.0

42.5

全く値上がりを感じない

あまり値上がりを感じない

どちらともいえない

やや値上がりを感じる

とても値上がりを感じる

60代以上

50代

40代

30代

20代

女性

男性

全体

200

200

200

200

200

500

500

1,000

n

2.2

2.4

2.0

2.5

0.5

0.6

0.4

0.5

2.5

1.5

2.0

2.5

1.0

1.0

0.0

0.0

2-3-2 値上がりを感じている食料品（複数回答）

図表

0

20

40

60

（％）
80

65.7

44.4
42.6

41.1
37.4

36.3 35.6
32.6 31.9

26.8

n=855

（注）2-3-1で「とても値上がりを感じる」「やや値上がりを感じる」と回答した者対象

3 食料品の値上がりに対する行動（株）ネオマーケティング「食料品の値上げに関する調査」（インターネット調査）

2022年6月調査、全国の20歳以上の男女で食料品を自身で1週間に1日以上購入している者対象（有効回答数：1,000名　男性：

500名、女性：500名）

n 野 菜 肉・魚 チーズ等
加工乳製品 麺 類 牛乳・

乳製品・卵
スイーツ・
お菓子

レトルト・
加工食品

フルーツ・
果物

調味料・
スパイス

惣菜・
お弁当

合 計 855 65.7 44.4 42.6 41.1 37.4 36.3 35.6 32.6 31.9 26.8

男
女
別

男 性 411 58.6 43.8 41.6 43.3 35.5 37.0 37.5 30.2 26.3 34.5

女 性 444 72.3 45.0 43.5 39.0 39.2 35.6 33.8 34.9 37.2 19.6

年
代
別

20代 153 56.9 39.9 32.7 33.3 32.7 29.4 27.5 30.1 23.5 21.6

30代 177 59.9 41.8 39.5 32.8 38.4 36.7 40.7 31.6 34.5 31.1

40代 170 66.5 50.0 45.9 42.9 40.0 44.1 36.5 34.7 28.8 25.3

50代 176 68.8 42.0 45.5 46.0 38.6 35.2 40.9 30.7 36.9 26.7

60代以上 179 75.4 48.0 48.0 49.2 36.9 35.2 31.3 35.8 34.6 28.5

直近3ヵ月で食料品を購入する際、値上がりを感じている割合

40

48.5

どちらともいえない
を感じる

（複数回答）

37.437.437.437.437.437.437.437.4

食料品の値上がりに対する行動（株）ネオマーケティング「食料品の値上げに関する調査」（インターネット調査）

2022年6月調査、全国の20歳以上の男女で食料品を自身で1週間に1日以上購入している者対象（有効回答数：1,000名　男性：

牛乳・
乳製品・卵

37.4

35.5

39.2

32.7

38.4

40.0

38.6

36.9

直近3ヵ月で食料品を購入する際、値上がりを感じている割合

食料品の値上がりに対する行動2022年6月調査、全国の20歳以上の男女で食料品を自身で1週間に1日以上購入している者対象（有効回答数：1,000名　男性：

乳製品・卵

37.4

35.5

39.2

32.7

38.4

40.0

38.6

36.9
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6 外食の値上げ（株）ぐるなび「『外食の値上げに関する調査』2022年6月」（インターネット調査）

2022年6月調査、20代〜60代のぐるなび会員1,000名対象
2-6-1 ここ1ヵ月の外食の価格につい

て、どのように感じるか

図表

2-6-2 外食の値上がりに関する気持ち

図表わからない、外食していない

全体的に値下がりしたと感じる0.5%
一部の店舗で値下がりしたと感じる0.9%

以前とあまり変わらない

一部の店舗で値上がりしたと感じる

全体的に値上がりしたと感じる

全体
n=1,000

値上がりしたと感じる者68.4%

34.7%

33.7%

19.3%

10.9% 値上げをしない店を利用しようと思う外食を減らすか、利用しなければよいと思う

店側の努力で据え置いてほしい

昨今の状況からして、値上げは当然だと思う

値上げはしてほしくないが、仕方がないと思う

全体
n=1,000

54.9%17.7%

9.7%

11.6%

6.1%

一定の理解を示す者72.6%
（注）選択肢のうち、最も近いものを回答

2-6-3 値上がりしたと感じた外食の業態（複数回答）

図表
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n=684

（注）2-6-1で「全体的に値上がりしたと感じる」「一部の店舗で値上がりしたと感じる」と回答した者対象
2-6-4 外食が値上がりすれば、今後の利用頻度に変化がありそうか

図表
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1.0

減る

やや減る

変わらない

やや増える

増える

女性

男性

全体

n

500

1,000

500

外食の値上げ（株）ぐるなび「『外食の値上げに関する調査』2022年6月」（インターネット調査）

2022年6月調査、20代〜60代のぐるなび会員1,000名対象ここ1ヵ月の外食の価格につい
て、どのように感じるか

2-6-2
図表わからない、外食していない

一部の店舗で値上がりしたと感じる

全体的に値上がりしたと感じる

値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと
値上がりしたと感じる者感じる者感じる者感じる者感じる者68.4%68.4%68.4%68.4%68.4%68.4%68.4%

34.7%

値上げをしない店を利用しようと思う外食を減らすか、利用しなければよいと思う

店側の努力で据え置いてほしい

昨今の状況からして、値上げは当然だと思う
（注）選択肢のうち、最も近いものを回答

値上がりしたと感じた外食の業態（複数回答）

31.431.431.431.431.4

27.627.627.627.627.6 27.527.527.527.527.5

洋
食
、

西
洋
料
理

居
酒
屋で「全体的に値上がりしたと感じる」「一部の店舗で値上がりしたと感じる」と回答した者対象外食が値上がりすれば、今後の利用頻度に変化がありそうか

変わらない

（株）ぐるなび「『外食の値上げに関する調査』2022年6月」（インターネット調査）

2-6-2

値上げをしない店を利用しようと思う外食を減らすか、利用しなければ

店側の努力で据え置いて

昨今の状況からして、値上げは当然だと思う
（注）選択肢のうち、最も近いものを回答

洋
食
、

外食が値上がりすれば、今後の利用頻度に変化がありそうか

変わらない
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8 消費者物価指数総務省統計局「2020年基準消費者物価指数 月報（2022年10月）」

2-8-1 物価の変動が大きい品目の価格指数変動（2020年10月〜2022年10月）
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A4判　2022 年 10月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-091-6

コロナ後の女性の暮らしと消費はどう変化するのか？
仕事や結婚の意識まで捉えた統計集。

女性の暮らしと生活意識
データ集2023

A4 判　2022 年 6月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-086-2

新型コロナで大きな打撃を受けた観光経済！
地域経済の回復戦略のための豊富な統計データを集め
た資料集。

余暇・レジャー＆観光
総合統計2022

図表2-2-7 ｜ 食料品等の値上げによる
家計への影響を乗り切るための情報収集先
より（上位7項目）

A4 判　2022 年 9月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-089-3

少子化・高齢化が進むニッポン！
数年後には、高齢者も減少する予想で、介護・看護サー
ビスの再構築のための豊富な資料を集めた統計集。

介護・看護サービス
統計データ集2023

A4判　2022 年 12月発行　本体価格 14,800 円＋消費税
ISBN 978-4-86563-092-3

70 歳雇用延長で働き甲斐が問われる日本！
諸外国と比べて低下した生産性の向上が問われている。
少子高齢社会に向けた対策を考えるための総合統計集。

少子高齢社会
総合統計年報2023
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第7章

318 食生活データ総合統計年報 2023

1 コロナ禍での食生活行動の変化（株）クロス・マーケティング「2022年1月　新型コロナウイルス生活影響度調査（食生活編）」（インターネット調査）

2022年1月調査、全国の20歳〜69歳の男女対象（男女各年代250名、合計2,500名）7-1-1 食事シーン別、コロナ流行前後での食事頻度の増減変化

図表

7-1-2 飲食行動別、コロナ流行前後での飲食頻度の増減変化

図表
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増えた

夕食を食べる
n=2,464

間食を食べる
n=2,028

昼食を食べる
n=2,421

朝食を食べる
n=2,213
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63.6

15.8

41.6

19.1

77.2

65.8
31.7

58.0

32.9

58.6
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4.7
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3.9

減った
変わらない

増えた

外食でお酒を飲む
n=1,195

自宅でお酒を飲む
n=1,406

デリバリー（宅配）を利用する
n=700

テイクアウト（スーパーなどのお惣菜購入も含む）を利用する n=1,542

外食をする
n=1,901

自宅で料理をする
n=2,017

（注）各食事において「食べない」かつ増減変化で「増えた」「変わらない」と回答した者

を除く

（注）飲食行動別において「行わない」かつ増減変化で「増えた」「変わらない」と回答し

た者を除く
7-1-3 食に関する普段の出費・食材の選び方（複数回答）

図表
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ストックできる食材を選ぶ

栄養バランスの取れた食事をする

レシピアプリ（無料）を利用する

お金のかけ方・計：36.1％食材の選び方・計：51.5％購入の仕方・計：19.5％

全体 n=2,500

注：1）「オンライン（ネットスーパーやネットショップ）で食品を購入する」

7-1-4 コロナ流行前後の食事行動の増減変化

図表
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（注）7-1-3で各項目ごとに「普段の行動にあてはまる」と回答した者対象

〈「新型コロナウイルス感染症」が流行する前（2020 年 3月以前）と比べ、
各食事の頻度は変わったか〉

〈「新型コロナウイルス感染症」が流行する前（2020 年 3月以前）と比べ、食に関する出費・食材の選び方など食事行動の頻度は変わったか〉

〈「新型コロナウイルス感染症」が流行する前（2020 年 3月以前）と比べ、
各飲食行動での頻度は変わったか〉
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n=766

食生活に関する様々なデータがこの1冊にまとまった
わかる！

使える！


