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創造的に考える

Creative
Thinking

有効に
コミュニケートする

Effective
Communication

「社会の問題点を解決する」という
不変の理念のもと、幅広い分野の
専門家の英知を結集。 以下の3つ 
のテーマ研究・提言・知的交流・ 
情報発信などを行います。

ビジョン

英知が結集した、
積極発信型
プラットフォーム

コンセプト

パソナ総合研究所は、シンクタン
クではなく“Do Tank”です。
考えるだけでなく動き、独立型の
研究所として、自らの問題意識を
元に、社会のあり方の改革に向け
た“発信”を行います。個別の問題 
から社会システムまであらゆる 
規模のトピックスを扱い「社会の
問題点を解決する」提言をして 
参ります。

特　徴

パソナ総合研究所とは
About the Pasona Institute

分析的に考える

Critical
Thinking

06 ［調査結果］
全年代の在宅勤務経験者1,000名に聞く

コロナ後の働き方に
関する調査

15 ［政策提言］
ポストコロナは官も民も真のDXを進め
集権化と分権化が両立する
事業再構築を！
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1951年和歌山県生まれ。慶應義塾大学名誉教授、博士（経済学）。一橋大学経済学部卒業後、73年日
本開発銀行入行、81年に退職後、ハーバード大学客員准教授、慶應義塾大学総合政策学部教授など
を務める。01年より小泉内閣の国務大臣を歴任。公益社団法人日本経済研究センター研究顧問、アカ
デミーヒルズ理事長、オリックス㈱社外取締役等を兼職。

パソナ総合研究所  所長：竹中平蔵
《モデレータ》 

◉
第
9
回
P
I
フォ
ー
ラ
ム  

テ
ーマ［
コロ
ナ
後
に
お
け
る
我
が
国
の
課
題
］

［第9回 PIフォーラム］
The Forum

ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る

　
仮
に
新
型
コ
ロ
ナ
禍
が
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
少
子
高
齢
化
の
中
で
ピ
ー
ク
を
終
え
た

わ
が
国
の
衰
退
を
ど
の
程
度
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
た

よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ

て
、
私
の
考
え
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
危
機

感
と
同
時
に
挑
戦
意
欲
を
持
っ
て
、
ア
フ
タ
ー

コ
ロ
ナ
の
日
本
の
立
て
直
し
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
、
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
変
え
る
き
っ
か

け
に
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　
今
年（
2
0
2
0
年
）6
月
に
、
同
じ
意

識
を
共
有
す
る
自
民
党
国
会
議
員
1
8
5

人
と
と
も
に
議
員
連
盟「
W
i
t
h
コ
ロ
ナ
・

A
f
t
e
r
コ
ロ
ナ
・
新
た
な
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
」

を
立
ち
上
げ
た
。
ま
た
、
政
調
会
長
と
し
て

本
部
長
を
務
め
る「
新
国
際
経
済
創
造
本
部
」

で
は
、
経
済
安
全
保
障
と
い
う
視
点
か
ら
、

国
家
戦
略
と
し
て
日
本
が
自
ら
新
た
な
ル
ー

ル
づ
く
り
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た

め
に
国
は
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
し
て

い
る
。

　
現
在
、
第
３
次
感
染
が
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、

こ
の
先
さ
ら
に
拡
大
を
し
て
い
く
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
政
府
は
2
3
0
兆
円

を
超
え
る
コ
ロ
ナ
対
策
を
行
っ
て
き
た
が
、
必

ず
し
も
国
民
か
ら
の
評
価
を
得
ら
れ
た
と
は

言
え
な
い
。
そ
の
原
因
は
ス
ピ
ー
ド
感
の
欠
如

に
あ
る
。
３
月
に
議
論
さ
れ
た
10
万
円
の
給

付
金
等
が
実
際
に
国
民
の
手
元
に
届
い
た
の

は
６
月
か
ら
９
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
は

デ
ジ
タ
ル
化
の
遅
れ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
菅

総
理
の
国
民
目
線
の
改
革
の
中
の
1
つ
と
し

て
、
来
年（
2
0
2
1
年
）９
月
に
デ
ジ
タ
ル
庁

を
設
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
束
ね
法
案
で
約

10
本
の
法
律
を
議
論
し
な
が
ら
、
次
の
通
常

国
会
に一括
し
て
提
出
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

第9回 PIフォーラム概要

日　 時／2020年12月２日(水) 
　　　　17：00〜19：30

会　場／TRAVEL HUB MIX
　　　　東京都千代田区大手町2-6-2
　　　　JOB HUB SQUARE 1階

参加者／100名

内　容／［第9回 PIフォーラム］
　　　　パネルディスカッション
　　　　「ポストコロナの我が国の挑戦」

《登壇者》
下村 博文氏

（自由民主党政務調査会長）※当時
南部 靖之氏

（株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表）

ポ
ス
ト
コロ
ナ
時
代
を
切
り
開
く

　
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
し
て
は
、
感
染
拡
大

さ
せ
な
い
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
だ
て
を
取
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
経
済

を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
経
済
対

策
と
両
立
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
象
徴
が「
G
o
 T
o
ト
ラ
ベ
ル
」で
、
あ
る

民
間
調
査
機
関
に
よ
る
と
、
2
0
0
0
億
円

の
投
資
で
4.9
兆
円
の
経
済
効
果
が
出
て
い
る
。

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
方
々
に
対
し
て
は

手
厚
い
給
付
が
必
要
だ
が
、
一
方
で
、
無
尽
蔵

に
予
算
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
限
ら
れ

た
中
で
効
果
的
に
手
を
打
っ
て
い
く
と
い
う
意

味
で
は
、「
G
o
 T
o
ト
ラ
ベ
ル
」は
そ
れ
な

り
の
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。

第
３
次
補
正
予
算
の
中
で 

入
れ
る
３
つ
の「
挑
戦
」

　
次
に
、「
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
わ
が
国
の
挑
戦
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
則
し
て
、
第
３
次
補
正
予
算

の
中
で
入
れ
る
３
つ
の「
挑
戦
」に
つ
い
て
お
話

し
し
た
い
。

　
第
一
は
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
た
め

の
５
兆
円「
基
金
」。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
時
代

に
お
い
て
は
、
国
内
の
企
業
を
バ
ッ
ク
ア
ッ

◉ 

キ
ー
ノ
ー
ト
・
セ
ッ
シ
ョ
ン

自
由
民
主
党 

政
務
調
査
会
長
※
当
時

下
村
博
文 

氏

1954年群馬県生まれ。早稲田大学卒業後、
1989年東京都議会議員。1996年衆議院議
員。自民党青年局長、自民党教育再生実行本
部長等を経て、文部科学大臣、教育再生担当
大臣、自民党総裁特別補佐兼特命担当副幹
事長、自民党幹事長代行、自民党憲法改正推
進本部長、自民党選挙対策委員長等を歴任。
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The Forum ポストコロナ時代を切り開く

プ
す
る
た
め
に
国
が
基
金
を
設
け
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
ま
ず
一つ
の
象
徴
と
し
て

2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニュ
ー
ト
ラ
ル
が
あ
る
。

　
E
U
で
は
2
0
3
5
年
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア

メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
2
0
3
0

年
に
ガ
ソ
リ
ン
車
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
る
。
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
車
さ
え
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
日
本
の
自
動
車
は
海
外
の
市
場
で
は
販

売
で
き
な
く
な
る
。こ
の
よ
う
な
事
態
を
前
に
、

す
べ
て
を
企
業
任
せ
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
こ
で
、
2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニュ
ー

ト
ラ
ル
を
達
成
す
る
た
め
に
補
正
予
算
か
ら

５
兆
円
規
模
の
基
金
を
積
む
こ
と
に
し
た
。

　
現
在
、
日
本
は
石
油
・
石
炭
・
天
然
ガ
ス

な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
約
70
％
を
海
外

か
ら
の
輸
入
に
頼
り
、
そ
の
額
は
年
間
17
兆

円
に
及
ぶ
。
つ
ま
り
、
日
本
は
国
内
の
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
17
兆
円
を
国
内
で
回
す

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
経
済
発

展
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。

　
第
二
は
、
デ
ジ
タ
ル
フ
ァ
ン
ド
と
大
学
フ
ァ

ン
ド
。
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
権

限
と
ヒ
ト
と
カ
ネ
を
デ
ジ
タ
ル
庁
に
集
中
す
る

た
め
に
、
と
り
あ
え
ず
５
兆
円
の
基
金
を
積

む
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
大
学
等
フ
ァ

ン
ド
と
し
て
10
兆
円
の
基
金
を
提
案
し
て
い

る
。
こ
の
10
兆
円
基
金
は
運
用
す
る
。

　
い
ま
世
界
で
は
大
卒
で
は
通
用
せ
ず
、
大
学

院
の
修
士
号
や
博
士
号
を
得
て
初
め
て一般
企

業
や
国
際
組
織
の
土
俵
に
乗
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
大
学
院
を
出
て
も
ほ

と
ん
ど
評
価
さ
れ
ず
、
就
職
す
る
の
も
難
し

く
、
博
士
号
を
取
得
し
て
も
、
仕
事
が
得
ら

れ
る
か
ど
う
か
も
難
し
く
、
大
学
院
で
学
ぶ

人
が
減
っ
て
い
る
。
10
兆
円
の
基
金
は
、
大
学

院
生
や
研
究
者
に
対
す
る
基
本
的
に
安
定
的

な
場
を
提
供
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
人
へ
の
投
資
。
例
え
ば
、
デ
ジ
タ

ル
庁
は
60
人
規
模
で
創
設
し
、
1
年
後
に
は

5
0
0
～
6
0
0
人
規
模
、
そ
し
て
そ
の
先

に
は
2
0
0
0
～
3
0
0
0
人
規
模
の
人
材

で
、
地
方
自
治
体
と
霞
ヶ
関
や
各
省
庁
を
一
体

的
に
デ
ジ
タ
ル
対
策
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
を
支
え
る
人
材
育
成
が
急
務
で
あ
る
。

　
ま
た
、
民
間
企
業
で
も
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
で

の
業
態
変
換
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
も
は
や
新

型
コ
ロ
ナ
以
前
の
世
界
に
戻
る
こ
と
は
あ
り

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ロ
ナ
後
の
世
界
で
つ

く
ら
れ
る
新
た
な
状
態
の
中
で
、
そ
れ
に
対

応
で
き
る
人
材
育
成
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　
1
9
9
0
年
頃
は
世
界
第
２
位
だ
っ
た
日

本
の
1
人
当
た
り
G
D
P
は
、
今
や
32
位
に

低
迷
し
て
い
る
。
企
業
は
働
き
方
改
革
を
し

な
が
ら
残
業
時
間
を
減
ら
す
よ
う
に
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
産
性
が
上
が
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
日
本
人
が
劣
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
仕
事
の
仕
組
み
や
教
育
の
仕
方
の
問

題
で
あ
り
、
人
材
育
成
の
あ
り
方
が
か
つ
て
の

高
度
経
済
成
長
の
栄
光
の
時
代
の
ま
ま
に
30

年
続
い
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。

　
過
去
の
成
功
体
験
を
捨
て
て
、
こ
れ
か
ら

の
時
代
に
合
っ
た
対
応
を
す
る
。
そ
の
た
め
の

人
材
育
成
に
３
次
補
正
で
し
っ
か
り
対
応
し

な
が
ら
、
菅
総
理
の
下
で
、
国
民
目
線
で
ポ

ス
ト
コ
ロ
ナ
の
時
代
に一
人
一
人
が
挑
戦
す
る
意

欲
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
日
本
社
会
を
つ
く
っ

て
い
く
こ
と
が
、
本
当
の
意
味
で
の
日
本
の
再

生
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
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［
パ
ネ
ル
ディス
カッション
］

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
我
が
国
の
挑
戦

人
材
育
成
と
地
方
創
生

竹
中
　
い
ま
下
村
さ
ん
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル
化
、

地
方
創
生
、
環
境
、
経
済
安
全
保
障
、
人

材
育
成
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
問
題
提
起
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

南
部
　
カ
ー
ボ
ン
ニュ
ー
ト
ラ
ル
に
つ
い
て
は
国

と
民
間
企
業
が
い
っ
し
ょ
に
考
え
る
べ
き
だ
と

い
う
こ
と
、
ま
た
挑
戦
す
べ
き
は
人
材
育
成

だ
と
い
う
ご
指
摘
に
は
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。

パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ
で
は
、
本
社
機
能
の
一
部
を

淡
路
島
に
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
通
っ
た

人
材
育
成
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
リ

モ
ー
ト
で
で
き
る
の
に
、
な
ぜ
淡
路
島
に
本

社
機
能
を
移
転
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
の
声

も
聞
か
れ
ま
す
。
し
か
し
、相
手
と
フ
ェ
イ
ス・

ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
で
築
く
信
頼
関
係
の
絆
は
、

長
く
会
社
を
存
続
す
る
た
め
に
必
要
で
す
。

竹
中
　
人
材
の
話
は
ま
さ
に
根
幹
を
な
す

も
の
で
、
欧
米
列
強
に
囲
ま
れ
た
日
本
が
明

治
維
新
の
時
に
、「
日
本
を
よ
く
す
る
た
め

基
礎
は
人
材
だ
」と
唱
え
た
の
が
、
福
澤
諭

吉
先
生
の
思
想
家
と
し
て
の
最
大
の
貢
献
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
日

本
を
考
え
る
と
、
幅
広
く
人
材
を
育
成
す
る

た
め
に
、
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
や
人
間
ら
し

さ
な
ど
も
含
め
て
、
東
京
以
外
の
環
境
で
新

し
い
職
場
を
つ
く
る
こ
と
は
重
要
で
、
そ
れ

が
地
方
創
生
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

　
こ
れ
ま
で
日
本
の
経
済
政
策
は
、
製
造
業

を
重
視
し
て
き
た
関
係
で
、
設
備
投
資
減
税

や
加
速
償
却
な
ど
物
的
な
有
形
資
産
に
対

す
る
優
遇
を
積
極
的
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、 

一
方
で
、
人
的
資
産
な
ど
の
無
形
資
産
に
対
す

る
投
資
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
大
き
な
政
策
優

遇
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
の
結
果
と
し
て
、

日
本
企
業
は
アメ
リ
カ
の
G
A
F
A
な
ど
と
比

べ
る
と
、
無
形
資
産
に
対
す
る
投
資
が
圧
倒

的
に
少
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
す
。

下
村
　
高
度
経
済
成
長
の
時
ま
で
は
、
日
本

企
業
は
、
保
養
所
を
持
っ
て
い
た
り
、
家
族

ぐ
る
み
で
運
動
会
を
開
催
し
た
り
し
て
、
終

身
雇
用
も
含
め
て
労
使
一
体
的
な
経
営
を
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
本
来
の
日

本
型
経
営
と
い
う
よ
り
も
、
高
度
経
済
成
長

の
時
だ
か
ら
で
き
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か

ら
の
時
代
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
高
度
成
長
の
時
に
は
、
日
本
企
業

は
、
企
業
内
研
修
や
海
外
留
学
な
ど
も
か
な

り
積
極
的
に
行
っ
て
き
た
の
に
、
今
は
大
幅

に
減
少
し
て
い
ま
す
。
企
業
に
そ
の
余
裕
が

な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

相
当
な
額
の
内
部
留
保
が
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
人
を
大
切
に
す
る
と
い
う
点
で
日
本
の

企
業
は
世
界
の
中
で
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
さ
ら
に
、
急
速
に
進
展
す
る
デ
ジ
タ
ル
化
に

つ
い
て
い
け
な
い
人
は
相
当
出
て
く
る
の
で
、

高
齢
者
の
方
々
を
含
め
て
、
誰
で
も
が
デ
ジ

タ
ル
格
差
に
よ
っ
て
困
ら
な
い
よ
う
な
対
応
を

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
若
い
人
た
ち
へ 

デ
ジ
タ
ル
に
つ
い
て
の
教
育
訓
練
的
な
学
び

を
、
で
き
る
だ
け
無
償
に
近
い
形
で
進
め
て

い
く
こ
と
を
、
税
制
ま
で
含
め
て
し
っ
か
り
と

や
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
も
日
本
は
遅
れ
て

い
る
。
今
後
は
、
人
材
立
国
・
教
育
立
国
と

し
て
、
人
に
対
す
る
投
資
を
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

竹
中
　
人
が
流
動
化
し
て
く
る
と
、
企
業
は

人
的
な
投
資
を
し
に
く
い
と
い
う
環
境
が
あ

り
、
今
は
シ
ス
テ
ム
が
切
り
替
わ
る
は
ざ
ま
に

あ
っ
て
日
本
が
な
か
な
か
決
め
手
を
打
て
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

南
部
　
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
大
学
生
を
出
た

け
れ
ど
就
職
で
き
な
い
と
い
う「
就
職
氷
河

期
」が
再
来
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ
は
人
材
育
成
と
し
て
、

2
0
2
3
年
頃
ま
で
に
、
大
学
を
出
て
か
ら

正
式
に
就
職
す
る
ま
で
の
２
年
間
だ
け
働
く

「
ギ
ャ
ッ
プ
イ
ヤ
ー
社
員
」、
コ
ロ
ナ
禍
で
補
助

金
を
受
け
ら
れ
な
い
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
、

そ
し
て
、
同
じ
く
コ
ロ
ナ
禍
で
困
窮
し
て
い
る

と
い
わ
れ
る
シ
ェ
フ
や
音
楽
家
た
ち
を
淡
路

島
に
集
め
、
2
0
2
5
年
に
は
1
0
0
0
人

規
模
で
雇
用
し
、
2
0
3
0
年
頃
ま
で
に
は

１
万
人
が
淡
路
島
で
働
け
る
よ
う
な
場
を
作

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

地
方
創
生
と
自
治
体
首
長
の
役
割

下
村
　
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
企

業
が
淡
路
島
に
本
社
機
能
を
移
す
こ
と
は
、

地
方
活
性
化
の
典
型
的
な
事
例
に
な
り
ま

す
。
例
え
ば
、
大
手
建
設
機
械
メ
ー
カ
ー
の
コ

マ
ツ
が
本
社
の
教
育
機
能
を
石
川
県
に
移
し

ま
し
た
が
、
給
与
は
全
国
一
律
な
の
で
、
首

都
圏
で
働
く
コ
マ
ツ
社
員
の
既
婚
女
性
１
人

当
た
り
子
供
の
数
が
0.
7
6
人
な
の
に
対

し
て
、
石
川
県
で
は
2.
0
人
に
な
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。
石
川
県
の
ほ
う
が
物
価
は
安
い

し
、
自
然
環
境
も
豊
か
で
、
子
育
て
に
向
い

て
い
る
か
ら
で
す
。
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今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
東
京
で
は

転
入
よ
り
も
転
出
の
ほ
う
が
月
単
位
で
約

5
0
0
0
人
程
度
増
え
て
い
ま
す
。
特
に
、

若
い
人
の
転
出
が
増
え
て
い
る
。
た
だ
、
全

国
が
均
等
に
地
域
活
性
化
す
る
こ
と
は
あ
り

得
ま
せ
ん
。
ポ
イ
ン
ト
は
や
は
り
ヒ
ト
で
す
。

良
い
ヒ
ト
が
集
ま
っ
て
く
る
、
あ
る
い
は
良
い

ヒ
ト
を
応
援
し
て
首
長
に
さ
せ
る
よ
う
な
地

域
間
競
争
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
く
。
で
き
る

だ
け
地
方
に
権
限
を
移
譲
し
な
が
ら
、
頑
張

る
地
域
に
は
国
が
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
す
る
と

い
う
組
み
合
わ
せ
が
必
要
で
す
。

竹
中
　
確
か
に
、首
長
の
役
割
は
重
要
で
す
ね
。

南
部
　
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ
が
淡
路
島
に
本
社
機

能
を
移
す
話
を
し
た
と
き
に
、
兵
庫
県
の
井

戸
敏
三
知
事（
当
時
）と
淡
路
島
の
門
康
彦
市

長
に
大
歓
迎
し
て
い
た
だ
き
、
1
2
0
0
人

の
社
員
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
教
育
、
病
院
、

住
居
と
オ
フィ
ス
、
税
務
な
ど
の
問
題
に
関
す

る
委
員
会
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

れ
が
な
か
っ
た
ら
、
９
月
１
日
に
マ
ス
コ
ミ
発

表
は
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

竹
中
　
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
に
仕
事
が
で
き
る
環

境
は
重
要
で
、
そ
の
意
味
で
地
方
の
可
能
性

は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
人
が
そ
こ

で
生
活
し
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
仕
事
を
す
る

た
め
に
は
、
子
ど
も
の
教
育
の
場
、
医
療
機

関
、
そ
し
て
文
化
を
楽
し
め
る
よ
う
な
場
所

と
い
う
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
必
要
に
な

る
の
で
、
企
業
が
勇
気
を
持
っ
て
そ
う
い
う
こ

と
を
進
め
る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
側
の
イ
ン
フ
ラ
づ
く
り
や
体
制
づ
く

り
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ

首
長
の
役
割
が
重
要
で
す
。

緊
急
事
態
条
項
に
つ
い
て

竹
中
　
と
こ
ろ
で
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
日

本
は「
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
」が
で
き
ま
せ
ん
。
政
府

が
主
権
制
限
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て

極
端
に
ナ
ー
バ
ス
な
人
た
ち
が
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
今
後
も
非
常
事
態
は
起
こ
り
得
る

の
で
、
人
々
の
行
動
を
国
が
あ
る
程
度
制
御

が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
な
い
と

い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

下
村
　
戦
後
75
年
も
た
っ
て
、
こ
の
国
は
相

変
わ
ら
ず
敗
戦
国
家
の
ま
ま
で
す
。
人
々
の

意
識
も
そ
う
で
す
が
、
憲
法
に
緊
急
事
態
条

項
が
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
平
時
と
有

事
は
常
に
あ
り
ま
す
。
救
急
車
や
パ
ト
カ
ー

も
平
時
に
は
信
号
を
守
り
、
緊
急
時
に
は
信

号
を
守
ら
な
く
て
も
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
な
ぜ
緊
急
時
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い

か
と
い
う
と
、
日
本
国
憲
法
が
で
き
た
時
は

独
立
国
家
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
後
、

緊
急
事
態
条
項
を
追
加
し
な
い
ま
ま
今
日
に

至
っ
て
い
ま
す
。

　
緊
急
事
態
条
項
は
、
戦
争
や
内
乱
・
テ
ロ

が
起
き
た
時
や
大
災
害
等
が
起
き
た
時
に
発

令
さ
れ
ま
す
。
自
民
党
が
野
党
の
時
に
憲
法

改
正
の
中
で
緊
急
事
態
条
項
を
入
れ
よ
う
と

し
た
の
で
す
が
、「
戦
争
」と
か「
内
乱
・
テ
ロ
」

を
想
定
す
る
よ
う
な
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な

事
態
を
引
き
寄
せ
る
か
ら
け
し
か
ら
ん
と
い

う
話
が
あ
り
、
戦
争
と
内
乱
・テ
ロ
は
外
し
て
、

大
災
害
に
限
定
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り 

ま
す
。
世
界
的
な
感
染
症
の
大
流
行（
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
）は
今
後
も
起
き
る
可
能
性
が
あ
り
、

危
機
対
応
と
し
て
憲
法
に
緊
急
事
態
条
項
を

入
れ
る
こ
と
は
必
要
で
す
。

竹
中
　
危
機
の
時
に
は
、
そ
の
国
や
社
会
が

持
っ
て
い
る
強
さ
と
弱
さ
が
極
端
な
形
で
露

呈
さ
れ
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
を

議
論
す
る
時
に
、
緊
急
事
態
条
項
は
避
け
て

通
れ
な
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・ 

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
？

竹
中
　
最
後
に
、「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
。

下
村
　
バ
ッ
ハ
I
O
C
会
長
が
や
る
と
断
言
し

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
開
催
さ
れ
る
と
思
い
ま

す
。
た
だ
、
や
り
方
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
創

意
工
夫
が
必
要
で
す
。

　
ま
ず
は
ワ
ク
チ
ン
の
問
題
で
す
。
日
本
は

人
口
の
２
倍
の
ワ
ク
チ
ン
を
購
入
し
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
を
いつ
接
種
で
き
る
か
ど
う
か
。
来

年（
2
0
2
1
年
）３
月
こ
ろ
と
い
う
話
が
あ

り
ま
す
が
、
１
日
1
0
0
万
人
に
接
種
し
た

と
し
て
も
1
3
0
日
近
く
か
か
る
。
ま
た
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
だ
け
で
大
丈
夫
な
の
か
、
先

進
諸
国
は
い
い
け
れ
ど
も
、
発
展
途
上
国
は

ワ
ク
チ
ン
が
行
き
届
い
て
い
な
い
の
で
国
に
よ
っ

て
は
参
加
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら

に
、
水
際
対
策
と
し
て
日
本
に
来
る
外
国
人

は「
陽
性
で
は
な
い
」こ
と
が
前
提
で
す
か
ら
、

そ
も
そ
も
各
国
が
し
っ
か
り
と
し
た
検
査
で

き
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問

題
も
あ
り
ま
す
。
日
本
国
内
で
も
、
日
本
人

や
外
国
人
の
観
客
を
何
人
収
容
す
る
の
か
、

選
手
に
つ
い
て
は
P
C
R
検
査
を
含
め
た
安

全
対
策
を
完
璧
に
で
き
る
か
ど
う
か
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
国
に
よ
っ
て
は
参
加
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
出

て
く
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
本
来
の
パ
ー
フ
ェ

ク
ト
な
形
で
の
実
施
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
実
施
す
る
と
い
う
前
提
で
進

め
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
た
め
に
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
っ
て
、
菅
総
理
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に「
新
型
コ
ロ
ナ
を
克
服
し
た
証

と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

が
で
き
る
よ
う
に
、
国
あ
る
い
は
I
O
C
会

長
は
万
全
の
対
策
を
と
っ
て
実
施
す
る
覚
悟

だ
と
思
い
ま
す
。

竹
中
　
大
変
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
開
催
す
る
た
め
に
は
、
国
内
で
は
個
人

が
感
染
症
対
策
に
心
掛
け
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
国
際
的
に
は
一
部
の
国
が
ワ
ク
チ
ン
を

独
占
す
る「
ワ
ク
チ
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」に

対
す
る
国
際
協
力
も
必
要
で
す
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
あ
り
方
に
関
し
て
柔
軟
に
考
え
て
、「
新

型
コ
ロ
ナ
を
克
服
し
た
証
と
し
て
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
」を
実
現
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

The Forum ポストコロナ時代を切り開く
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『コロナ後の働き方に関する調査』
全年代の在宅勤務経験者1,000名に聞く

パ ソ ナ 総 合 研 究 所

調 査 レ ポ ー ト
SURVEY REPORT

●調査方法 ： インターネットを通じたアンケート方式  ●調査期間 ： 2020年10月
●調査対象 ： 2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた緊急事態宣言中に、在宅勤務を経験した三大都市圏
　　　　　　（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛媛県、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県）の20歳以上の男女
●回答者数 ： 1,079名  ●回答者属性 ： 20代、30代、40代、50代、60代以上 男女 各100名超

調 査
概 要

在宅勤務の結果、「仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった」人は約半数。
理由は「家事や家族とのコミュニケーションに使う時間が増加したため」が6割で最多。

Point 4

在宅勤務をきっかけに、キャリアアップのための研修を開始・計画したり、
転職・副業を実施・検討した人は、若い年代ほど多い傾向。

希望するキャリアが変化した理由は、「ワークライフバランスを変えたくなった」が1位。
地方移住については25％が「関心が高くなった」と回答し、若年層ほどその割合は高い。

Point 5

出社時と比較した在宅勤務時のパフォーマンスは、「上司によるチームへの評価」と
「個人としての評価」のいずれも、「低下した」との回答が「向上した」を上回った。

ただし、若手（20・30代）では「向上した」と答える割合が高い傾向。
個人としてのパフォーマンス低下の理由は、「リモートワークに向かない職務」が最多で、

管理職は「コミュニケーション欠如」を、非管理職は「集中しづらい環境」を高割合であげた。

Point 2

パフォーマンス最適化のために適切な在宅勤務頻度は、チームでも個人でも「週に2・3日」という意見が最多。
円滑な在宅勤務のための家庭内環境の課題は「インターネット環境」が半数、

「電子機器」や「通信費・光熱費の負担」が4割。業務上の一番の課題は「コミュニケーション」。

Point 3

【 調 査 結 果のポイント】

在宅勤務を全くしない人は、緊急事態宣言以前は約4割を占めていたが、6月以降は24％に大幅に減少。
ただし、週に4日以上在宅勤務の人は、宣言中は約半数を占めていたが、6月以降は3割未満に減少。

Point 1

詳細／https://www.pasonagroup.co.jp/pi/

在宅勤務

リモートワーク

転職・副業

ワークライフバランス

緊急事態宣言

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた緊急事態宣言中に在宅勤務を経験した三大都市圏の方々を対象に、
『コロナ後の働き方に関する調査』を実施いたしました。

　菅総理大臣（当時）は2020年10月26日の所信表明演説にて、ポストコロナの新しい社会として、
デジタル化を推進し地方でもテレワークで都会と同じ仕事ができる社会を実現するほか、
都市から地方、中小企業やベンチャーへの新しい人材の流れをつくることを語っています。

　本調査では、ポストコロナの新しい社会に向け、コロナ禍における在宅勤務の実態や効果、今後に向けた課題等について、
実際に在宅勤務を行った1,079名の方々に聞き、年代別にその傾向をまとめました。
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

22.9
28.8
37.7
45.0
42.4

49.5
35.523.5

32.4
16.1
6.3

14.2

105
536

108
106
111
106

n= %
向上
（計）

低下
（計）

27.6 20.0 2.9

4.7

3.241.0 32.33.7 19.8
10.5 39.0

1.926.938.93.7 28.7
33.046.21.9 14.2

3.641.448.65.4
39.6 2.843.412.31.9

■ 大きく向上した　■ やや向上した　■ 変化はない　■ やや低下した　■ 大きく低下した

緊急事態
宣言以前

年
代
別

20-29歳
全体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1,079

216
216
222
213 29.6

37.4
41.2
46.3
40.6
39.0

n=

50

39.0

緊急事態
宣言期間中

－
－
－
－
－
－

在宅勤務を行っていない

－

6月以降

23.5
24.3
26.4
20.8
24.1
23.8

23.8

緊急事態
宣言以前

14.1
16.7
19.9
15.3
19.3
17.1

17.1

緊急事態
宣言期間中

16.0
19.8
23.1
19.0
20.8
19.7

週に1日程度

19.7

6月以降

15.0
19.4
19.0
18.1
18.9
18.1

18.1

緊急事態
宣言以前

28.2
26.1
21.3
18.1
21.7
23.1

23.1

緊急事態
宣言期間中

30.5
27.9
29.6
27.8
34.4
32.2

週に2・3日

32.2

6月以降

30.5
27.9
26.9
29.2
33.0
29.5

29.5

緊急事態
宣言以前

28.2
19.8
17.6
20.4
18.4
20.9

20.9

緊急事態
宣言期間中

49.3
45.9
47.2
53.2
44.8
48.1

週に4日以上

48.1

6月以降

31.0
28.4
27.8
31.9
24.1
28.6

28.6

40

■ 緊急事態宣言以前
■ 緊急事態宣言期間中
■ 6月以降

30

20

10

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

　「
在
宅
勤
務
を
行
っ
て
い
な
い
」と
し
た
人

は
、
緊
急
事
態
宣
言
以
前
は
約
4
割
を
占
め

て
い
ま
し
た
が
、
宣
言
発
令
を
機
に
在
宅
勤

務
を
経
験
し
た
結
果
、
2
0
2
0
年
6
月
の

宣
言
明
け
以
降
は
2
割
強
に
減
少（
8
割
弱

は
在
宅
を
継
続
）し
て
い
ま
す
。一方
で
、
宣
言

中
は
約
半
数
が「
週
に
4
日
以
上
」在
宅
勤
務

し
て
い
ま
し
た
が
、6
月
以
降
は
3
割
を
切
り
、

「
週
に
2

・

3
日
」と
し
た
方
が
最
多
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
後
述
の
チ
ー
ム
や
個
人
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
最
適
化
に
は
週
2

・3
日
の
在

宅
勤
務
が
適
当
と
の
回
答
と一致
し
て
い
ま
す
。

　
年
代
ご
と
の
特
徴
で
は
、
宣
言
以
前
に「
在

宅
勤
務
を
行
っ
て
い
な
い
」と
し
た
人
は
、
仕

事
盛
り
の
30
代
の
割
合
が
最
高（
5
割
弱
）で

し
た
が
、
6
月
以
降
は
年
代
別
で
最
低（
約

2
割
）と
な
り
、最
も
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。

　
在
宅
勤
務
時
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
出
社
時

と
比
べ
、
チ
ー
ム
と
し
て
も
個
人
と
し
て
も「
低

下
し
た（「
大
き
く
低
下
し
た
」と「
や
や
低
下

し
た
」の
合
計
）」と
す
る
回
答
が
、「
向
上
し

た（「
大
き
く
向
上
し
た
」と「
や
や
向
上
し
た
」

の
合
計
）」と
の
回
答
を
上
回
り
ま
し
た
。

在
宅
勤
務
を
全
く
し
な
い
人
は
、緊
急

事
態
宣
言
以
前
は
約
4
割
を
占
め
て 

い
た
が
、2
0
2
0
年
6
月
以
降
は

24
％
に
大
幅
に
減
少
。た
だ
し
、週
に
4

日
以
上
在
宅
勤
務
を
行
っ
て
い
た
人
は
、

宣
言
中
は
約
半
数
を
占
め
た
が
、6
月

以
降
3
割
未
満
に
減
少
。

出
社
時
と
比
較
し
た
在
宅
勤
務
時
の

パ
フ
ォ
ー
マン
ス
は
、上
司
に
よ
る
チ
ー
ム

へ
の
評
価
と
個
人
と
し
て
の
評
価
の
い

ず
れ
も「
低
下
し
た
」と
の
回
答
が「
向

上
し
た
」を
上
回
っ
た
。た
だ
し
、若
手

（
20
・
30
代
）で
は「
向
上
し
た
」と
答
え

る
割
合
が
高
い
傾
向
。

在
宅
勤
務
に
よ
る

仕
事
へ
の
影
響

1

Q 出社勤務時と比べて在宅勤務による
チームのパフォーマンスに変化はあったと
感じますか。（単回答）

Q 2020年1月以降、あなたは在宅勤務を
どのくらいの割合で実施していましたか。
（単回答）

「部下の評定・人事
評価を行っている」
と答えた方のみ
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

27.4
31.9
30.1
38.8
32.8

38.2
32.223.6

28.7
21.3
14.0
16.4

212
1,079

216
216
222
213

n= %
向上
（計）

低下
（計）

34.4 22.2 5.2

5.1

5.944.1 26.33.6 20.0
9.0 29.2

6.925.039.44.2 24.5
25.048.61.9 19.4

6.832.047.314.0
27.2 5.650.713.13.3

■ 大きく向上した　■ やや向上した　■ 変化はない　■ やや低下した　■ 大きく低下した

20.020.5

27.4

36.337.4

47.4

66.8

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

24
190

31
40
50
45 60.0 46.7 42.2 35.6 15.6 8.9 17.8 －

最もあてはまるもの全体（SA） 190 36.3 15.3 8.9 24.7 4.2 4.2 5.8 0.5

74.0 56.0 34.0 32.0 28.0 26.0 24.0 2.0
65.0 45.0 40.0 45.0 35.0 37.5 15.0 －
61.3 35.5 19.4 25.8 35.5 9.7 12.9 －
75.0 50.0 54.2 45.8 25.0 16.7 33.3 －
66.8 47.4 37.4 36.3 27.4 20.5 20.0 0.5

チーム内の
コミュニケーション
が低下するから

各人の業務状況の
把握が困難だから

各人の
モチベーションの
維持が困難だから

リモートワークに
向かない
職務だから

各人への
十分な個別指導が
困難だから

各人への
仕事の割振りが
困難だから

リモートワークに
必要な機器や

ソフトウェアの不足や
未熟練があるから

その他

n=

80

36.3

8.9

15.3

24.7

4.2 4.2 5.8
0.5
0.5

60

■ あてはまるもの
　 全体（MA）

■ 最もあてはまるもの
　 全体（SA）

40

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

　
た
だ
し
年
代
別
で
は
、
20
代
で
は
チ
ー
ム
・

個
人
と
も
に「
向
上
し
た
」と
の
回
答
が「
低
下

し
た
」を
上
回
り
、30
代
で
も
チ
ー
ム
と
し
て
は

「
向
上
し
た
」の
方
が
多
く
な
る
な
ど
、
若
手

ほ
ど
在
宅
勤
務
時
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
高
く

評
価
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。一
方
、
管
理
職

の
多
い
50
代
で
は
、
チ
ー
ム
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が「
低
下
し
た
」と
す
る
回
答
の
割
合
が

年
代
別
で
最
も
高
く
、
在
宅
勤
務
に
関
す
る

若
手
と
の
評
価
の
違
い
が
如
実
に
顕
れ
て
い 

ま
す
。

　
チ
ー
ム
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が「
低
下

し
た
」理
由
と
し
て
は
、「
チ
ー
ム
内
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョン
低
下
」が
年
代
を
超
え
て
1
位
で

「
各
人
の
業
務
状
況
の
把
握
の
困
難
」が
2
位

と
な
り
、
在
宅
勤
務
を
す
る
中
で
チ
ー
ム
と
し

て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の

課
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
個
人
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
低
下
の
理

由
で
は
、
管
理
職
・
非
管
理
職
と
も
に
最
も

あ
て
は
ま
る
理
由
と
し
て「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク

に
向
か
な
い
職
務
だ
か
ら
」を
あ
げ
る
人
が
多

く
、
営
業
職
な
ど
リ
モ
ー
ト
で
は
成
果
を
上

げ
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
職
務
の
方
が
在
宅

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。
管

理
職
は「
上
司
や
同
僚
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
欠
如
」を
あ
げ
る
割
合
が
高
い一
方
、
非

管
理
職
で
は「
自
宅
で
の
業
務
の
集
中
の
難
し

さ
」や「
業
務
に
必
要
な
機
器
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

の
不
足
等
」を
あ
げ
る
割
合
が
高
い
な
ど
、
立

場
に
よ
る
相
違
が
見
て
取
れ
ま
す
。

管
理
職
が
考
え
る
チ
ー
ム
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
が
低
下
し
た
理
由
は
、「
チ
ー
ム
内

の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
低
下
す
る
か

ら
」「
各
人
の
業
務
状
況
の
把
握
が
困
難

だ
か
ら
」の
順
に
高
かっ
た
。

一
方
、個
人
と
し
て
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
低

下
の
理
由
は
、「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
向

か
な
い
職
務
」が
最
多
だ
が
、管
理
職
は

「
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
欠
如
」を
、非
管

理
職
は「
集
中
し
づ
ら
い
環
境
」を
高
割

合
で
あ
げ
た
。

調 査 レ ポ ー ト
SURVEY REPORT

パソナ総合研究所
コロナ後の働き方に関する調査

Q チームのパフォーマンスが低下した
理由は以下のうちどれですか。
（複数回答、最もあてはまるものを単回答）

Q （出社勤務時と比べて在宅勤務による個人の
パフォーマンスに変化はあったと感じましたか。
（単回答）

チームのパフォーマ
ンスが「低下した」
と答えた方のみ
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

105
536

108
106
111
106

n= %

34.3 20.0 6.7

7.5

7.841.8 14.411.8 24.3
7.6 31.4

8.318.547.27.4 18.5
9.437.716.0 29.2

8.110.846.823.410.8
13.2 8.542.518.917.0

■ 在宅勤務はしない方が良い　■ 週に1日程度　■ 週に2・3日　■ 週に4日以上　■ わからない

※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

105
536

108
106
111
106

n= %

35.4 20.3 7.1

12.0

9.336.6 17.915.4 20.9
12.7 24.5

6.920.435.615.3 21.8
13.440.315.3 19.0

8.618.037.821.614.0
17.4 11.733.817.419.7

■ 在宅勤務はしない方が良い　■ 週に1日程度　■ 週に2・3日　■ 週に4日以上　■ わからない

10.912.1

22.1

34.2

40.8
42.8

45.7

評価関与評　価
関与別

あてはまるもの全体（MA）

評価非関与
156
348

192

最もあてはまるもの全体（SA） 348 21.0 17.8 29.6 14.1 10.3 1.4 2.6 2.6

40.1 46.4 46.4 29.7 26.0 10.4 7.3 4.2
52.6 38.5 38.5 39.7 17.3 14.1 15.4 2.6
45.7 42.8 42.8 34.2 22.1 12.1 10.9 3.4

上司や同僚との
コミュニケーションが
十分にとれないから

自宅では業務への
集中が難しいから

リモートワークに
向かない
職務だから

オンオフの
切替へが難しく
モチベーションが
下がったから

リモートワークに
必要な機器や

ソフトウェアの不足や
未熟練があるから

上司による
仕事の割振りや
指示が

不明確だから

独力では計画策定や
進捗管理が

不十分になるから
その他

n=

60

21.0

29.6

17.8
14.1

10.3

1.4 2.6
6.0

6.0

0.6

2.1
10.9
6.0

自身の業務実績が
理解・評価されて
いるかどうかが
不安だから

0.6 2.6

■ あてはまるもの全体（MA）　■ 最もあてはまるもの全体（SA）

40

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
最
適
化
の
た
め
に
適
切
な

在
宅
勤
務
の
日
数
は
、
管
理
職
が
チ
ー
ム
と

し
て
判
断
す
る
場
合
も
、
全
体
の
個
人
の
評

価
で
も「
週
に
2

・3
日
」が
1
位
、「
週
1
回
」

と
の
回
答
が
2
位
と
な
り
、
在
宅
を
メ
イ
ン

と
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
な
回
答
が
多
数
を

占
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
6
月
以

降
の
在
宅
勤
務
状
況
と
も一致
し
て
い
ま
す
。

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
最
適
化
の
た
め
に
適

切
な
在
宅
勤
務
頻
度
は
、チ
ー
ム
で
も

個
人
で
も「
週
に
2

・3
日
」と
い
う
意

見
が
最
多

Q パフォーマンスが低下した理由は以下
のうちどれですか。
（複数回答、最もあてはまるものを単回答）

Q ⾃分のパフォーマンス最適化には、在宅勤務等（同）
をどの程度行うのが適切と考えますか。（単回答）

Q チームとしてのパフォーマンス最適化には、
在宅勤務等（サテライトオフィス勤務を含む）を
どの程度行うのが適切と考えますか。（単回答）

「部下の評定・人事
評価を行っている」
と答えた方のみ
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9.8
14.7

35.5
41.042.7

47.0

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

24
190

31
40
50
45 41.8 32.9 28.6 21.1 8.9 2.8 0.5 28.6

最もあてはまるもの全体（SA） 190 21.3 20.2 16.8 17.3 4.4 3.4 0.7 15.8

48.2 43.7 41.0 36.0 13.1 7.2 2.3 15.3
42.1 42.6 41.2 38.0 12.5 13.9 1.4 15.7
51.4 47.2 48.6 40.3 23.6 19.0 0.5 11.6
51.4 47.2 45.3 42.0 15.6 6.1 － 8.0
47.0 42.7 41.0 35.5 14.7 9.8 0.9 15.8

インターネット環境の
改善

プリンターやモニター
などの機器が不十分

通信費や光熱費
の負担

仕事に適切な
スペースがない

同居する家族
（子ども以外）
との関係

同居する
子どもとの関係 その他 特になし

n=

60

21.3
16.8

20.2
17.3

4.4 3.4
0.7
0.9

15.8
15.8

40

■ あてはまるもの全体（MA）　■ 最もあてはまるもの全体（SA）

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

26.5

26.5

26.9
32.3

40.6

47.548.4

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1079

216
216
222
213 41.3 44.6 29.6 28.6 16.9 23.5 1.9 19.2

最もあてはまるもの全体（SA） 1079 22.8 19.5 19.1 7.2 7.1 7.1 1.6 15.9

47.7 47.3 46.4 32.0 21.2 21.6 3.2 18.5
53.2 44.9 40.7 29.2 24.5 24.1 2.3 18.1
53.7 50.0 46.3 39.4 37.5 31.0 0.9 13.0
45.8 50.5 39.6 32.1 34.4 32.5 0.9 10.8
48.4 47.5 40.6 32.3 26.9 26.5 1.9 15.9

インターネット環境の
改善

プリンターやモニター
などの機器が不十分

通信費や光熱費
の負担

仕事に適切な
スペースがない

同居する家族
（子ども以外）
との関係

同居する
子どもとの関係 その他 特になし

n=

60

22.8
19.119.5

7.2 7.1 6.8
1.6

15.9
15.9

40

■ あてはまるもの全体（MA）　■ 最もあてはまるもの全体（SA）

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

Q 在宅勤務を円滑に行うための
家庭内環境の課題は何ですか。
（複数回答、最もあてはまるものを単回答）

Q 在宅勤務を円滑に行うための
業務上の課題は何ですか。
（複数回答、最もあてはまるものを単回答）

　
在
宅
勤
務
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
家
庭
内

環
境
の
課
題
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の

改
善
」や「
プ
リ
ン
タ
や
モ
ニ
タ
な
ど
の
機
器
が

不
十
分
」な
ど
基
本
的
な
環
境
を
あ
げ
る
回

答
が
多
数
を
占
め
、「
同
居
す
る
家
族
と
の
関

係
」な
ど
は
あ
ま
り
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。

　一方
、
業
務
上
の
課
題
と
し
て
は
、「
チ
ー
ム

の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
会
の
確
保
」「
各
人

の
業
務（
タ
ス
ク
）の
明
確
化
」と
の
回
答
が
多

く
、
管
理
職
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
が
問

わ
れ
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、「
紙
や

捺
印
が
必
要
な
業
務
フ
ロ
ー
の
見
直
し
」も
4

割
を
超
え
る
回
答
が
あ
り
、
政
府
の
進
め
る

捺
印
廃
止
が
現
実
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
窺
え
ま
す
。

円
滑
な
在
宅
勤
務
の
た
め
の
家
庭
内
環

境
の
課
題
は「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
」

が
半
数
、「
電
子
機
器
の
不
足
」や「
通

信
費
・
光
熱
費
の
負
担
」が
4
割
。業
務

上
の
課
題
は「
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョン
」。

調 査 レ ポ ー ト
SURVEY REPORT

パソナ総合研究所
コロナ後の働き方に関する調査
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1079

216
216
222
213

n= %

35.4 7.1

12.0

9.336.615.4 20.9
12.7 24.5

6.935.615.3 21.8
40.315.3 19.0

8.637.821.614.0
11.733.817.419.7

■ 変化はない　■ 仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった
■ 仕事の重要性をより意識しるようになった　■ わからない

※平均は下記の数値をもとに算出。値が大きい程、本人の家事・育児の負担が大きいことを示す
　自分が100%家事育児をしている場合「0」←分担状況が公平「5」←配偶者が100%の場合「0」
※1%未満は非表示

男
性

女
性

在宅勤務が始まった当初
在宅勤務が行われる前

現在
在宅勤務が行われる前
在宅勤務が始まった当初
現在

252

200

n= %

47.4

4.5

63.411.6 25.0
11.4 41.2

47.411.6 40.9
65.5 30.0

3.532.564.0
3.533.563.0

■ 本人の家事・育児の負担が大きい（70%以上）
■ 本人と配偶者の負担状況が公平（40～60%以上）
■ 配偶者の家事・育児の負担が大きい（30%以下）

3.6
3.1

3.7
7.3
7.3
7.3

平均

19.9

27.0

55.3
61.2

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

117
497

107
99
92
82 63.4 53.7 25.6 20.7 1.2

最もあてはまるもの全体（SA） 497 45.5 34.4 9.3 8.7 2.2

56.5 56.5 16.3 26.1 4.3
61.6 53.5 27.3 20.2 2.0
62.6 59.8 28.0 16.8 0.9
61.5 53.0 35.0 17.1 2.6
61.2 55.3 27.0 19.9 2.2

家事や家族との
コミュニケーションに

使う時間が
増加したため

自身や家族の
健康面の意識が
高まったため

会社の同僚等と
接する時間が
減ったため

会社への帰属意識が
低下したため その他

n=

80

45.5

9.3

34.4

8.7

2.2
2.2

60

■ あてはまるもの全体（MA）
■ 最もあてはまるもの全体（SA）

40

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

Q そう思った理由は何ですか。
（複数回答、最もあてはまるものを単回答）

Q 在宅勤務を行った結果、仕事と仕事以外
の⽣活のバランスについての意識に変化は
ありましたか。（単回答）

　
在
宅
勤
務
が
行
わ
れ
る
前
は
、
男
性
の
6

割
強
が「
配
偶
者
の
家
事
・
育
児
の
負
担
が
大

　
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
向
け
た
研
修
に
つ
い

て
、在
宅
勤
務
を
契
機
に「
実
際
に
参
加
し
た
」

「
具
体
的
に
計
画
中
」と
し
た
人
は
、
合
計
で

在
宅
勤
務
を
き
っ
か
け
に
、キ
ャ
リ
ア

ア
ッ
プ
の
た
め
の
研
修
を
開
始
・
計
画
し

た
り
、転
職
・
副
業
を
実
施
・
検
討
し
た

方
は
、若
い
年
代
ほ
ど
多
い
傾
向
。

希
望
す
る
キ
ャ
リ
ア
が
変
化
し
た
理
由
は

「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
た
く

な
っ
た
」が
1
位
。

在
宅
勤
務
に
よ
る

考
え
方
・
意
識
へ
の

影
響

3

　
在
宅
勤
務
を
行
っ
た
結
果
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ

バ
ラ
ン
スへの
意
識
は
、
50
代
以
上
で
は「
変
化

は
な
い
」と
の
回
答
が
1
位
で
す
が
、
若
い
年

代
ほ
ど「
仕
事
以
外
の
生
活
の
重
要
性
を
よ
り

意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
の
回
答
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
家

事
や
家
族
と
の
コ
ミュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
う
時

間
が
増
加
し
た
た
め
」が
最
も
多
く
、「
自
身

や
家
族
の
健
康
面
の
意
識
が
高
ま
っ
た
た
め
」

が
続
き
ま
し
た
。

在
宅
勤
務
の
結
果
、「
仕
事
以
外
の
生

活
の
重
要
性
を
よ
り
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
」人
は
約
半
数
。

理
由
は「
家
事
や
家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
使
う
時
間
が
増
加
し
た

た
め
」が
6
割
で
最
多
。

在
宅
勤
務
に
よ
る

仕
事
以
外
へ
の
影
響

2

Q 在宅勤務を行った結果、仕事と仕事
以外の⽣活のバランスについての意識
に変化はありましたか。（単回答）

家
事
分
担
に
つ
い
て
は
、在
宅
勤
務
の
結

果
、男
性
で
は「
公
平
に
分
担
す
る
よ
う

に
な
っ
た
」と
す
る
割
合
が
増
加
し
た

が
、女
性
側
の
認
識
に
は
大
き
な
変
化

は
見
ら
れ
な
い
。

き
い
」と
し
、「
公
平
に
分
担
」と
回
答
し
た
割

合
は
25
％
で
し
た
が
、
在
宅
勤
務
が
始
ま
っ
て

か
ら
は「
公
平
に
分
担
」と
の
割
合
が
4
割
強

に
増
加
し
そ
の
後
も
持
続
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
女
性
側
か
ら
見
る
と
、
在
宅
勤
務

の
前
後
で
分
担
割
合
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
大

き
な
変
化
が
な
く
、
男
性
の
認
識
の
甘
さ
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「仕事以外の⽣活の重要性
をより意識するようになった」
と答えた方のみ
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1079

216
216
222
213

n= %

40.1 7.1

9.3

8.962.810.1 18.2
19.3 33.5

10.655.614.8 19.0
69.47.9 13.4

9.075.711.34.1
8.572.814.14.7

■ 意欲が高まり実際に開始した
■ 意欲は高まり具体的に計画中
■ 特に変化はない
■ 意欲が低下した

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1079

216
216
222
213 9.4 10.8 7.0 77.5

6.8 9.0 2.7 82.0
13.4 12.0 5.6 72.7
21.3 17.1 13.4 58.3
32.5 25.5 18.9 39.6
16.6 14.8 9.5 66.2

近い将来の転職を検討し始めた
（転職済みも含む）

新たに副業を開始ないし
検討し始めた

希望する職務や
就業先などが変化した

特に変化はない
n=

80

16.6
9.5

14.8

66.2

40

■ 全体

60

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■高 低 高 低

年
代
別

20-29歳
最もあてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

92
245

64
38
21
30 46.7 30.0 20.0 3.3 － － － －

あてはまるもの全体（SA） 245 66.9 50.6 40.0 13.5 20.0 7.3 1.2 0.8

42.9 33.3 9.5 9.5 4.8 － － －
28.9 44.7 5.3 7.9 2.6 5.3 5.3 －
48.4 26.6 14.1 7.8 1.6 － － 1.6
43.5 22.8 21.7 5.4 5.4 － 1.1 －
42.9 29.0 15.9 6.5 3.3 0.8 1.2 0.4

在宅勤務を機に
ワークライフバランスを
変えたくなった

コロナ禍を機に
人口密度な地域を
避けたいと考えた

今回のコロナ禍や
在宅勤務とは
関係ない理由

在宅勤務を機に
実家の両親などの
そばに住むことが
可能と考えた

在宅勤務を機に
労働時間が激増した 特にない その他

n=

60

42.9

15.9

29.0

6.5
3.3 0.8 1.2 0.4

40

■ 最もあてはまるもの全体（SA）

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

在宅勤務を機に
現在の職務や

会社の将来に疑問が
生まれた

調 査 レ ポ ー ト
SURVEY REPORT

パソナ総合研究所
コロナ後の働き方に関する調査

約
3
割
に
上
り
ま
し
た
。
特
に
20
代
で
は
そ

の
割
合
が
半
数
を
超
え
、
若
い
年
代
ほ
ど
研

修
意
欲
の
高
ま
り
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
転
職
を
検
討（
実
施
済
み
含
む
）し

た
人
は
約
17
％
、
副
業
を
開
始
・
検
討
し
た

人
は
約
15
％
に
上
り
、
こ
ち
ら
も
若
い
年
代

ほ
ど
高
い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。

　
希
望
す
る
キ
ャ
リ
ア
に
変
化
が
生
じ
た
理

由
と
し
て
は
、「
在
宅
勤
務
を
契
機
に
ワ
ー
ク

ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
た
く
な
っ
た
」が
全
体

で
は
1
位
と
な
り
ま
し
た
が
、
40
代
で
は「
現

在
の
職
務
や
会
社
の
将
来
に
疑
問
が
生
ま
れ

た
」が
1
位
と
な
り
、
管
理
職
に
け
る
コ
ロ
ナ

禍
に
お
け
る
将
来
への
不
安
が
如
実
に
現
わ
れ

て
い
ま
す
。

Q 在宅勤務中に資格取得や
スキルアップなどの研修意欲は
⾼まりましたか。（単回答）

Q 希望する職務や転職についての
考え方が変わった理由は何ですか。
（単回答）

「在宅勤務をきっかけに、「希望する職務
や就業先などが変化した」または「近い
将来の転職を検討し始めた」と答えた方

Q 今回の在宅勤務をきっかけに、
職業選択や副業等への希望は
変わりましたか。（単回答）
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※1%未満は非表示

年
代
別

20-29歳
全　体

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

4.2
4.6
4.2
1.8
7.5

44.3
4.425.2

30.6
20.4
15.8
15.0

212
1079

216
216
222
213

n= %

関
心
が

高
く
な
っ
た（
計
）

関
心
が

低
く
な
っ
た（
計
）

51.4 3.3

1.4

1.970.4 2.54.4 20.8
11.3 33.0

3.21.464.85.6 25.0
2.875.52.3 18.1

82.415.3
4.2 3.377.512.72.3

■ 関心が高くなった　■ 関心がやや高くなった　■ 変わらない
■ 関心がやや低くなった　■ 関心が低くなった

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

94
271

66
44
35
32 56.3 25.0 18.8 － －

最もあてはまるもの全体（SA） 271 61.3 45.4 40.6 21.8 2.2

40.0 20.0 25.7 11.4 2.9
34.1 29.5 22.7 13.6 －
47.0 21.2 19.7 4.5 7.6
45.7 30.9 12.8 10.6 －
44.6 26.2 18.5 8.5 2.2

在宅勤務可能なので
首都圏にいる必要を感じなくなった

人が過密な地域で暮らすのが
怖くなった

ワークライフバランスは
地方のほうが優れているから

地方に住む両親等が
心配になった その他

n=

60

18.5

26.2

44.6

8.5

2.2

40

■ 最もあてはまるもの全体（SA）

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート

　
地
方
移
住
に
つ
い
て
は
、「
関
心
が
高
く
な
っ

た（「
高
く
な
っ
た
」と「
や
や
高
く
な
っ
た
」の

合
計
）」は
、
全
体
で
25
％
に
上
り
、
若
い
年

代
ほ
ど
高
く
20
代
で
は
4
割
を
超
え
ま
し
た
。

関
心
が
高
く
な
っ
た
理
由
は
、
全
体
で
は「
在

宅
勤
務
が
可
能
な
の
で
首
都
圏
に
い
る
必
要

を
感
じ
な
く
な
っ
た
」、「
人
が
過
密
な
地
域
で

暮
ら
す
の
が
怖
く
な
っ
た
」の
順
で
す
が
、
50

代
で
は「
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
は
地
方
の
ほ

う
が
優
れ
て
い
る
か
ら
」を
選
ぶ
割
合
が
高
め

と
な
り
、
子
育
て
を
終
え
た
年
代
が
地
方
生

活
の
良
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　
在
宅
勤
務
中
の
健
康
面
へ
の
変
化
は
、
全

体
で
は「
運
動
不
足
に
よ
り
体
重
が
増
加
」「
運

動
不
足
に
よ
り
体
力
が
低
下
」が
と
も
に
約
4

割
で
し
た
が
、
20
代
で
は「
メ
ン
タ
ル
面
で
不
安

が
大
き
く
な
っ
た
」を
あ
げ
る
回
答
割
合
が
他

の
年
代
に
比
べ
て
高
く
、
社
会
人
経
験
の
浅
い

若
い
年
代
ほ
ど
メ
ン
タ
ル
面
の
不
安
が
大
き
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　
会
社
等
に
求
め
る
健
康
面
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ

い
て
は
、
全
体
で
は「
外
部
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹

介
や
参
加
へ
の
金
銭
補
助
」、「
メ
ン
タ
ル
面
の

個
別
の
相
談
窓
口
の
設
置
」の
順
で
し
た
が
、

20
代
・
30
代
の
若
い
年
代
で
は
、「
上
司
・
同

僚
と
の
頻
繁
な
接
触
」や「
オ
ン
ラ
イ
ン
飲
み
会

な
ど
の
サ
ー
ク
ル
的
な
活
動
の
実
施
」を
求
め

る
割
合
が
高
く
、
孤
立
に
対
す
る
不
安
が
大

き
い
こ
と
が
窺
え
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

地
方
移
住
に
つ
い
て
は
25
％
が「
関
心
が

高
く
な
っ
た
」と
回
答
し
、若
年
層
ほ
ど

そ
の
割
合
は
高
い

健
康
面
の
変
化
は
、全
体
で
は
運
動
不

足
に
よ
る
体
重
増
加
と
体
力
低
下
を
あ

げ
る
割
合
が
4
割
弱
と
高
い
が
、若
い
年

代
で
は
メ
ン
タ
ル
面（
孤
立
感
）を
あ
げ

る
割
合
が
高
め
と
な
っ
た
。

Q コロナ禍と在宅勤務を契機に地方移住への
関⼼は変わりましたか。（単回答）

Q 地方移住への関⼼が⾼くなった理由は何ですか。（単回答）

「地方移住への関⼼が⾼くなった」と答えた方
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年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（MA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上

212
1079

216
216
222
213 39.0 35.7 16.4 16.4 9.4

36.9 40.5 22.1 13.1 14.0
39.4 38.9 18.1 19.4 12.0
34.3 36.6 25.5 23.6 19.0
37.3 33.5 25.9 29.7 15.1
37.3 37.1 21.6 20.4 13.9

運動不足により
体重が増加した

運動不足により
体力が低下した

在宅勤務より腰痛などの
問題が生じた

メンタル面で
不安が大きくなった

自分のペースで
働けるため

ストレスが減少したn=

80

21.6

37.137.3

20.4

13.9

26.8
30.2
27.3
22.2
17.5
24.8

特に変化はない

24.8

1.4
1.8
2.3
3.7
0.5
1.9

その他

1.9

40

■ 全体

60

20

0

%

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値で降順ソート高 低 高 低

年
代
別

20-29歳
あてはまるもの全体（SA）

30-39歳
40-49歳
50-59歳
60歳以上 17.8 16.0 14.1 10.8 7.5 15.0 1.9 38.5

最もあてはまるもの全体（MA） 1079 14.3 10.1 11.0 9.5 4.4 13.4 1.0 36.1

17.6 18.9 16.2 10.8 6.3 19.4 0.5 37.8
24.1 16.7 14.4 16.7 8.3 13.9 1.4 38.4
23.6 22.2 21.3 17.1 13.0 10.6 0.5 36.1
20.8 23.1 25.0 21.7 17.5 8.0 0.9 29.7
20.8 19.4 18.2 15.4 10.5 13.4 1.0 36.1

外部のプログラムの
紹介や参加への
金銭補助

オンラインでの
エクササイズ教室
などの実施

上司や同僚による
より頻繁な接触

オンライン飲み会など
サークル的な
活動の実施

わからない その他 サポートは必要ない
n=

14.3

20.8
19.4

18.2
15.4

10.511.010.1 9.5

4.4

13.4
13.4

1.0

36.1

1.0

36.1

■ あてはまるもの全体（MA） 
■ 最もあてはまるもの全体（SA）

※ハッチング基準（n=30未満は除く）　全体値（MA）と比較して　5ポイント差以上：■■　10ポイント差以上：■■　※全体値（MA）で降順ソート高 低 高 低

メンタル面の
個別の相談窓口の

設置

80

40

60

20

0

%

212
1079

216
216
222
213

Q 会社等からどのような
健康⾯サポートが必要と考えますか。
（複数回答、最も当てはまるものを単回答）

調 査 レ ポ ー ト
SURVEY REPORT

パソナ総合研究所
コロナ後の働き方に関する調査

Q コロナ禍で在宅勤務中に
健康⾯の変化はありましたか
（複数回答）
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1
…
現
状

コ
ロ
ナ
禍
は
我
が
国
政
府
の 

へ
の
脆
弱
性
を
露
呈
し
た

〇
昨
年
2
月
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
に
対

し
、
政
府
・
自
治
体
で
は
、
感
染
状
況
の
把

握
や
感
染
者
へ
の
指
示
な
ど
の
直
接
的
な
対

応
か
ら
、
感
染
拡
が
り
に
よ
る
景
気
・
雇
用

7
P O L I C Y  A D V I C E

パソナ総合研究所

政 策 提 言

第 回

へ
の
悪
影
響
に
対
す
る
大
規
模
な
対
策
、
そ

し
て
本
年
4
月
か
ら
始
ま
っ
た
ワ
ク
チ
ン
の
接

種
な
ど
様
々
な
施
策
が
打
た
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
全
国
的
に
迅
速
か
つ
機
動

的
な
対
処
が
求
め
ら
れ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対

し
、
自
治
体
ご
と
に
運
営
さ
れ
る
保
健
所
の

ア
ナ
ロ
グ
な
対
応
や
各
種
給
付
金
の
支
給
を

巡
る
多
大
な
事
務
処
理
に
伴
う
混
乱
を
み
る

と
、
コ
ロ
ナ
の
封
じ
込
め
に
成
功
し
た
台
湾
・

中
国
ば
か
り
で
は
な
く
、
感
染
が
爆
発
し
た

米
国
な
ど
と
比
べ
て
も
国
家
レ
ベ
ル
で
の
危
機

対
応
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
脆
弱
性
が
露
呈

さ
れ
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

民
の
分
野
も
中
国
や
米
国
に 

比
べ
経
済
の
回
復
は
遅
れ
て
い
る

〇
コ
ロ
ナ
禍
は
我
が
国
の
民
間
の
分
野
に
お
い

て
も
国
際
的
に
遅
れ
て
い
る
面
を
露
呈
し
ま

し
た
。
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
教

育
の
有
り
様
や
支
払
い
ア
プ
リ
な
ど
オ
ン
ラ
イ

ン
で
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
の
遅
れ
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
よ
り
深
刻

な
我
が
国
の
問
題
は
、
I
T
イ
ン
フ
ラ
の
問
題

以
上
に
、
個
々
人
の
職
務
が
不
明
確
で
タ
ス
ク

の
切
り
分
け
が
難
し
く
業
績
評
価
も
曖
昧
な

い
わ
ゆ
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇
用
・
職
務

慣
行
が
コ
ロ
ナ
禍
の
下
で
の
在
宅
勤
務
を
効

果
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
阻
ん
で
い
る
事
実

で
す
。
在
宅
勤
務
が
効
果
的
に
行
え
な
い
こ

と
が
米
国
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
住
民
の
郊
外

へ
の
移
転
を
妨
げ
、

結
果
的
に
コ
ロ
ナ
の

抑
え
込
み
に
も
悪

影
響
を
与
え
て
い

る
の
で
す
。

ポストコロナは官も民も真のDXを進め
集権化と分権化が両立する事業再構築を！

― 危機への脆弱性を克服し、新たなチャンスに変えていこう！ ―

P O L I C Y  A D V I C E

政 策 提 言
（2021年5月発表）

政府は、今回のコロナ禍の下での教訓を踏まえ、共通プラットフォーム
を構築するDX推進に合わせて、国が主導する危機対応を迅速に進め
るため、国と自治体の権限を再整理する制度改正を行うべき。

国は自治体に頼らず国民に直接サービスや給付の提供や、感染状況
のモニターが出来るようなシステム・体制を構築することが必要。例え
ば、給付のための口座把握のために優遇をつけた確定申告の義務化も 
一案。

民間ビジネスでは、DXによるデータの利活用を行いその効果を最大限
生み出すため、マネジメントのフラット化に加え、職務と評価の明確化
により在宅や地方拠点での勤務も可能となるジョブ型への雇用・職務 
慣行の見直しを行うべき。

新型コロナへの対応は、全国的に迅速で機動的な対応が求められるに
もかかわらず、自治体ごとに運営される保健所の対応や各種給付金の
処理をみると、コロナ封じ込めに成功した台湾や中国のみならず、米国
に比べても我が国の危機対応の脆弱性が露呈。

提
　
言

現
　
状

民間分野でもオンラインでのサービスの普及の遅れ以上に、我が国の
メンバーシップ型の雇用・職務慣行に基づく働き方の下では在宅勤務
が効果的に機能せず、経済回復が遅れるだけでなく、住民の郊外移転
も進まずコロナの抑え込みにも悪影響。

政府は9月のデジタル庁発足に向け準備を進めているが、このままでは
DXの効果は容易に得られず新システムの構築のみに終わる可能性大。 
民間のDXもビジネスモデルの変革を生み出すようなマネジメントの 
見直しや雇用・職務慣行の見直しが進んでいない。

ポ
イ
ン
ト
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我
が
国
に
お
け
る
D
X
は
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ

の
時
代
を
切
り
拓
け
る
の
か
？

〇
政
府
は
、
コ
ロ
ナ
で
顕
在
化
し
た
課
題
に

対
応
し
行
政
の
縦
割
り
を
打
破
す
る
デ
ジ
タ

ル
施
策
を
展
開
す
る
と
し
て
、
本
年
9
月
の

デ
ジ
タ
ル
庁
の
発
足
に
向
け
準
備
を
進
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
手
続
き
の
電

子
化
な
ど
こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
は
今
回
の

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン（
D
X
）

の
取
組
も
単
な
る
新
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
終

わ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

　
民
間
で
も
、
D
X
を
現
在
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
の
効
率
化
と
し
て
捉
え
る
経
営
者
が
多

数
を
占
め
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
変
革
ま
で
意

識
し
て
い
る
者
は
少
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
D
X
人
材
の
確
保
や
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ロ
セ

ス
の
効
率
化
を
達
成
す
る
た
め
に
も
、
今
の

ま
ま
の
組
織
や
そ
れ
を

前
提
と
し
た
雇
用
・
職

務
慣
行
の
見
直
し
は
避

け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
？

2
…
提
言

政
府
は
D
X
の
推
進
に
合
わ
せ
て 

集
権
化
が
可
能
な
体
制
を
確
立
す
べ
き
！

〇
こ
れ
ま
で
地
方
分
権
化
の
旗
印
の
下
、
住

民
に
よ
り
近
い
立
場
に
あ
る
自
治
体
の
独
自

性
を
尊
重
し
、
各
種
の
申
請
手
続
き
や
そ
の

シ
ス
テ
ム
構
築
も
各
自
治
体
に
任
せ
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
保
健
所
は
そ
の
地
域
の
公
衆
衛
生

の
安
全
を
目
的
に
一
定
規
模
の
自
治
体
毎
に

運
営
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で

の
情
報
共
有
に
も
大
変
な
手
間
が
生
じ
ま
し

た
。
ま
た
、
特
別
定
額
給
付
金
に
し
て
も
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
し
て
も
、
そ
の
運
営
は
住
民

基
本
台
帳
を
基
に
自
治
体
ご
と
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
住
基
カ
ー
ド
が
廃
止
さ
れ
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
自
体
に
は
何
の
変
更
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今

回
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
共
通
の
情
報
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
を
構
築
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
危

機
時
の
ベー
シ
ッ
ク
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
施
策
を
迅
速
に
実
施
で
き
る
よ
う
、
国

と
自
治
体
の
権
限
を
再
整
理
す
る
制
度
改
正

を
行
う
べ
き
で
す
。

民
間
は
D
X
に
相
応
し
い
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

と
雇
用・職
務
慣
行
を
確
立
す
べ
き
！

〇
民
間
ビ
ジ
ネ
ス
が
D
X
を
活
用
し
て
世
界

に
伍
し
て
い
く
た
め
に
は
、
D
X
に
よ
る
新
た

な
サ
ー
ビ
ス
の
創
出
に
加
え
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ス
タ
イ
ル
や
雇
用
・
職
務
慣
行
の
見
直
し
は

避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
D
X
に
よ
る
デ
ー
タ
の

利
活
用
は
よ
り
フ
ラ
ッ
ト
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
各
従
業
員
の
職
務
・

タ
ス
ク
を
明
確
化
し
、
そ
の
業
績
評
価
も
よ

り
客
観
的
な
も
の
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
在
宅
勤
務
や
地
方
拠
点
な
ど
か
ら
の
勤

務
も
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
形
で
行
う
こ
と

も
可
能
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
的

な
全
員
参
加
型
の
経
営
に
伴
う
責
任
の
所
在

の
曖
昧
さ
や
職
務
が
不
明
確
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
型
の
雇
用
・
職
務
慣
行
は
D
X
に
合
わ
せ

て
全
面
的
に
見
直
さ
れ
、
フ
ラ
ッ
ト
な
組
織

の
下
で
の
経
営
者
責
任
の
明
確
化
と
ジ
ョ
ブ

型
雇
用
へ
の
転
換
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

パソナ総研では、「社会のあり方改革」に向けた政策提言の策定に向け、
所長と事務局、パソナグループ各社選抜社員の参加による
第9回シリーズ【テーマ：ポストコロナ時代を切り拓く】のワークショップを開催しました。

政策提言ワークショップ開催レポート
Policy Advice Workshop Report

①2020年12月2日／パソナ総研第9回ＰＩフォーラム
　「ポストコロナ時代を切り拓く～ポストコロナの我が国の挑戦～」
　［ ゲ ス ト ］ 下村博文氏（自由民主党 政務調査会長）　
　［ 登 壇 者 ］ 南部靖之（株式会社パソナグループ 代表取締役グループ代表）
　［モデレータ］ パソナ総合研究所長：竹中平蔵

②2021年2月／ワークショップ
　「ポストコロナと地方創生」
　本総合研究所 調査部主席研究員
　藻谷浩介氏

③2021年2月／ワークショップ
　「ポストコロナ 日本経済活性化の課題」
　日本共創プラットフォーム代表取締役社長
　冨山和彦氏

実施日
2021年2月
ゲスト
日本総合研究所
調査部主席研究員
藻谷 浩介 氏

ワークショップ ❶

実施日
2021年2月
ゲスト
株式会社経営共創基盤
代表取締役CEO
冨山 和彦 氏

ワークショップ ❷
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株式会社パソナグループ
〒100-8228  東京都千代田区大手町2-6-2  JOB HUB SQUARE
URL  www.pasonagroup.co.jp/pi/　Mail  pi@pasonagroup.co.jp

パソナ総合研究所
P a s o n a  I n s t i t u t e

提言発信

期間 テーマ PIフォーラム開催日 提言発信 PIレポート発行

第1回
シリーズ

2018年4月〜
2018年6月 これからの働き方改革 2018年4月13日 2018年7月 2018年7月（vol.1）

第2回
シリーズ

2018年7月〜
2018年10月 ツーリズムと地方創生 2018年7月26日 2018年11月 2018年11月（vol.2）

第3回
シリーズ

2018年11月〜
2019年2月 ベンチャーと規制改革 2018年11月27日 2018年3月 2019年4月（vol.3）

第4回
シリーズ 2019年1月 新春特別企画：2019年の展望 2019年1月17日 2018年3月 2019年4月（vol.3）

第5回
シリーズ

2019年1月〜
2019年6月 これからの女性の働き方 2019年4月17日 2019月7月予定 2019年7月（vol.4）

第6回
シリーズ

2019年7月〜
2019年10月 高等教育とリカレント教育 2019年7月18日 2019月11月 2019年11月（vol.5）

第7回
シリーズ

2019年11月〜
2020年2月 これからの社会保障 2019年11月27日 2020月5月 2020年6月（vol.6）

第8回
シリーズ 2020年1月 新春特別企画：

東京2020オリンピック・パラリンピック 2020年1月16日 ー ー

第9回
シリーズ

2020年12月〜
2021年2月 ポストコロナ時代を切り拓く 2021年12月2日 2021月5月 2021年11月（vol.7）

■これまでのPIフォーラム開催・提言発信の実績

※内容は変更となる場合がございます。

※第7回以降は順次発表　※調査結果の詳細はWEBでご覧頂けます（パソナ総合研究所 Webサイト www.pasonagroup.co.jp/pi）

調査発表

発表日 タイトル

第1回調査 2018年10月18日 就職活動のあり方に関する学生意識調査

第2回調査 2018年12月10日 新たな在留制度に関するアジア諸国での意識調査

第3回調査 2019年1月15日 国家戦略特区における外国人家事支援人材の意識調査

第4回調査 2019年6月10日 約2,000人の女性に聞いた　働く女性自身が考える『女性活躍推進』とは

第5回調査 2019年11月27日 新たな就活ルールに関する意識調査（対象：企業）

第6回調査 2019年11月27日 新たな就活ルールに関する意識調査（対象：学生向け）

第7回調査 2020年5月11日 国民が望んでいる『全世代型社会保障』とは？

第8回調査 2020年12月1日 コロナ後の働き方に関する調査

■これまでの調査発表の実績

PGRP-0057.2021.11


