
サマリー

⚫ 在宅時間が増えたと8割が回答、約4割の読者が「新聞を読むことが増えた」と答えた

⚫ 利用している情報源、信頼している情報源ともに新聞が1位

⚫ 新聞の「戸別宅配」 、情報が「整理されている」「正確である」機能が再評価されている

⚫ 行動や生活意識では「必需品の備蓄」「キャッシュレス決済」「ネット通販利用」

⚫ 「健康に良いものを買う」で7割があてはまると回答。「免疫力」を意識した行動も見られる

⚫ 新聞について「内容を家族や他の人へ知らせた」「時間をかけて読む」ことが増えている

J-MONITOR調査概要
調査地域：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
調査対象：朝日新聞を購読している15歳～69歳の男女個人
調査実施日：2020年4月21日（火）・4月24日（金）・4月27日（月）
抽出方法：新聞広告による公募を中心とし、インターネット調査モニターパネルからの公募で補完。

応募者をJ-READの当該地域・対象者の性×年齢・職業・家族人数等の属性に従い割付
調査方法 ：パソコン・タブレット・スマートフォンを利用したウェブ調査。
有効回答者数：236人（4月21日）・232人（4月24日)・228人（4月27日）
調査機関・レターヘッド：（株）ビデオリサーチ

2020年5月
朝日新聞社 メディアビジネス局

新型コロナウイルス環境下での
朝日新聞読者の行動・意識調査
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完全にテレワークが導入され、

全員在宅勤務をしている
12.9%

職種により一部テレワークが導入され、

該当者のみ在宅勤務をしている
24.5%

業務内容により、

日によってテレワークを導入している
22.4%

テレワークを検討しているが、まだ実現していない 5.4%

テレワークは不可能な職場環境のため、導入されていない 34.7%

テレワーク

導入

59.9%

在宅勤務実施

37.4%

81.8

18.2

読者像 オピニオンリーダー②

８割が「在宅時間が増えた」と回答

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

在宅時間の変化

在宅時間について、全体の8割が「増えた」と回答。

在宅時間の変化：年代別

年代別で見ると、30代、40代で増えたと答えた方が多い。

（%）

（%）

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月21日

全体(n=236)

58.523.3

14.4

1.7

2.1

大幅に増えた 少し増えた 変わらない

少し減った 大幅に減った

増えた 計

81.8%

54.5 

64.9 

63.9 

47.7 

61.3 

25.0 

18.9 

27.8 

27.3 

20.0 

29歳以下(n=44)

30代(n=37)

40代(n=36)

50代(n=44)

60代(n=75)

大幅に増えた 少し増えた

増えた 計

79.5%

83.8%

91.7%

75.0%

81.3%

現在は働いていないと答えた方以外（n=147）の在宅勤務率は約4割

Copyright © The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.



（%）

1日の行動の中で増えたことを尋ねた。「テレビを見る」「インターネットの利用」「同居している家族との会話」と続き、
約4割が「新聞を読む」ことが増えたと回答した。

直近1カ月で増えた行動

※ショッピング、動画視聴、SNS以外

55.1 

52.1 

44.9 

39.0 
36.4 

36.4 

34.7 

33.9 

32.6 

30.5 

27.5 

22.9 

18.6 

18.6 

16.5 

12.3 

9.7 

テレビを見る

インターネットの利用

同居している家族との会話

新聞を読む

料理をする

掃除をする

本や漫画を読む

動画共有サービスを見る

音楽を聴く

ＳＮＳを見る

ネットショッピングをする

ラジオを聴く

雑誌を読む

動画配信サービスを見る

ゲームをする

外出をともなう買い物

運動、スポーツをする

テレビ、ネット、新聞など情報収集活動が活発に

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月21日

（YouTube、TikTokなど）

（twitter、facebookなど）

（Netflix、Huluなど）

※複数回答
全体(n=236)

36.4 

29.7 

41.7 

47.7 

38.7 

29歳以下(n=44)

30代(n=37)

40代(n=36)

50代(n=44)

60代(n=75)

（%）

「新聞を読む」ことが増えたと回答した方は40代・50代
で多い。29歳以下でも1/3超が「増えた」と回答。

49.1 在宅勤務実施

(n=55)

在宅勤務を実施している方では半数近くが「増えた」と回答。
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（%）

新型コロナウイルス関連の情報を取得する際に利用している情報源、さらにはその中で信頼している情報源について聞いた。
朝日新聞読者ではどちらも1位は新聞となった。テレビ（民放）、インターネットサイト、家族・友人・知人の情報は
利用と信頼との乖離が大きい。年代別で見ても新聞は上位となっている。

利用している・信頼している情報源

91.9 

85.6 

83.9 

72.9 

49.6 

30.9 

29.7 

23.7 

72.9 

69.1 

47.0 

20.3 

11.4 

6.8 

14.8 

6.4 

新聞

テレビ（NHK）

テレビ（民放）

インターネットサイト

家族・友人・知人

SNS

ラジオ

雑誌・書籍

利用している情報源

信頼している情報源

（twitter、facebookなど）

情報源として9割が利用
信頼されている情報源も新聞が1位

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月21日

1位 2位 3位

29歳以下

(n=44)

テレビ

（ＮＨＫ）
新聞

テレビ

（民放）

30代

(n=37)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

40代

(n=36)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

50代

(n=44)

テレビ

（民放）

60代

(n=75)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

新聞・テレビ（ＮＨＫ）

年代別上位項目（利用している情報源）

年代別上位項目（信頼している情報源）

1位 2位 3位

29歳以下

(n=44)
新聞

30代

(n=37)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

40代

(n=36)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

50代

(n=44)
新聞

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（民放）

60代

(n=75)
新聞

テレビ

（民放）

テレビ

（ＮＨＫ）

テレビ

（ＮＨＫ・民放）

※複数回答
全体(n=236)
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（%）

新型コロナウイルス流行以降、改めて評価した「新聞の機能」について選んでもらった。
外出自粛下、「宅配制度」が首位に。続いて、情報について「整理されている」「正確である」「役立つ」「まとめられた情報を確認
できる」と、新聞媒体の価値が評価された。小学生～高校生の子どもと同居の層では、「学習や教育に役立つ」に約2割が回答。

再評価した新聞の機能
※複数回答

「戸別宅配」「情報の整理や正確性」などが再評価

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

52.2 

50.4 

42.7 

37.5 

37.1 

36.6 

34.9 

34.9 

28.4 

25.0 

24.1 

19.4 

9.1 

58.5 

58.5 

51.2 

41.5 

36.6 

34.1 

34.1 

34.1 

29.3 

26.8 

22.0 

17.1 

19.5 

毎日家まで配達される

情報が整理されている

情報が正確である

生活に役立つ情報が入手できる

ある時点まででまとめられた情報を確認できる

情報が一覧で見られる

詳しい情報が載っている

地域の情報が入手できる

海外の情報が入手できる

医療関連の情報が入手できる

客観的な情報が分かる

切り抜いたりして保存できる

学習や教育に役立つ

全体(n=232)

小学生～高校生の子どもと同居(n=41)

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月24日
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（%）

新型コロナウイルス流行以降の行動や生活意識について、あてはまるものを選んでもらった。
「必需品の備蓄」「キャッシュレス決済」「ネット通販利用」「体に良いものを買う」の項目で約7割の読者があてはまると答えた。
小学生～高校生の子どもと同居の層では「運動不足解消」「学力アップ」の購買行動で全体平均を大きく上回る。

行動や生活意識
※複数回答
「あてはまる」「ややあてはまる」計

備蓄やキャッシュレス決済、通販利用を行い、

体に良いものを買う意識が高い

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月24日

98.3 

95.7 

82.3 

74.1 

69.8 

68.1 

44.0 

37.9 

37.1 

34.5 

32.8 

19.8 

19.4 

16.8 

13.8 

97.6 

97.6 

82.9 

82.9 

75.6 

63.4 

51.2 

46.3 

46.3 

43.9 

34.1 

31.7 

36.6 

24.4 

48.8 

三密の場を避けるようにしている

外出する際にはマスクを着用している

日頃から生活必需品を備蓄している

キャッシュレス決済をしている

ネット通販を利用している

健康や体に良いものを買っている

在宅勤務をしている

デリバリーやテイクアウトを利用している

官公庁や企業の一次情報を得るようにしている

自由時間を充実させる商品購入やサービス利用をしている

自宅で快適に過ごすための商品や有料サービスを利用している

オンライン学習、オンラインセミナーに参加している

運動不足を解消するための商品を買っている

地元の個人店やライブハウス、映画館を支援する活動を行った

子供の学力アップのための商品や有料サービスを利用している

全体(n=232)

小学生～高校生の子どもと同居(n=41)

Copyright © The Asahi Shimbun Company. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.



（%）

直近１カ月間の消費行動について、あてはまるものを選んでもらった。「免疫力」をキーワードに生活習慣や食生活を意識しており、
買い物の量も増えたと答えている。
小学生～高校生の子どもと同居の方では「買い物の量が増えた」「オンライン教育講座の参加」でスコアが高い。

消費行動
※複数回答
「あてはまる」「ややあてはまる」計

免疫力を意識した行動を行い、買い物量も増加

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月27日

71.1 

66.7 

53.1 

41.2 

28.1 

26.8 

23.2 

13.2 

12.7 

10.5 

68.4 

68.4 

63.2 

55.3 

34.2 

31.6 

34.2 

28.9 

23.7 

13.2 

免疫力向上を意識した生活習慣を維持している

免疫力向上を意識した食生活を行っている

食料品の買い物の量が増えた

日用品の買い物の量が増えた

通信販売やデリバリーなど宅配利用が増えた

自宅での飲酒機会が増えた

医薬品の買い物の量が増えた

オンラインでの教育講座に参加した

オンラインでのイベント（教育除く）に参加した

最新の電子機器を買いそろえた

全体(n=228)

小学生～高校生の子ども

と同居(n=38)
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（%）

新聞を見たことにより増えた行動では
「家族や他の人への伝播」「時間をかけて読んだ」が多い、
子どもと同居する層でも情報シェア、そして新聞回読が特徴。

新聞に関連し増えた行動
※複数回答

約半数が新聞の内容を家族や他人と共有

体調管理や食生活、地域情報を読みたい

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月27日

58.3 

46.5 

26.8 

21.1 

17.1 

19.7 

19.3 

11.0 

65.8 

39.5 

15.8 

23.7 

21.1 

23.7 

26.3 

21.1 

新聞記事で見た内容を家族や他の人に

知らせた（ＳＮＳも含む）

新聞をいつもより時間をかけてじっく

り読むようになった

新聞を後で読み返す

新聞広告で見た内容を家族や他の人に

知らせた（ＳＮＳも含む）

新聞広告を見て、問い合わせやイン

ターネットの検索を行った

新聞記事などを切り抜いて保存した

新聞を取り置いている

家族内で普段より多くの人が新聞を読

んだ

全体(n=228) 小学生～高校生の子どもと同居(n=38)

読みたい記事や広告のジャンル

「医学的な情報」以外には「体調管理」「住んでいる地域の情報」
「官公庁や自治体の情報」の要望が高い。小学生～高校生の子ども
と同居の方では「教育や遊び」について約4割が読みたいと答えた。

（%）

※複数回答

54.8 

50.0 

46.9 

36.8 

36.0 

35.1 

27.6 

15.8 

13.6 

12.7 

11.0 

10.5 

10.1 

9.2 

4.8 

47.4 

44.7 

39.5 

23.7 

31.6 

28.9 

31.6 

10.5 

15.8 

18.4 

10.5 

10.5 

36.8 

13.2 

5.3 

新型コロナウイルスの医学的な情報

体調管理の方法や免疫力向上

居住している地域の情報

官公庁や自治体からの情報

食生活に関連した情報

新型コロナウイルスへの対策やグッズ

自宅でも楽しめるエンタメ情報

企業の取り組みや商品・サービス

スキルアップのためのオンライン学習

オンラインイベントの開催情報

在宅勤務関連

通信販売

子供の教育や遊びについて

宅配（デリバリー）サービス

求人や採用に関する情報

全体(n=228) 小学生～高校生の子どもと同居(n=38)
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外出自粛は「一定の収束の宣言」までが最多

「新型コロナウイルス環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査

■「新型コロナウイルス感染拡大環境下での朝日読者の行動・意識調査」J-MONITOR調査
調査地域：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
実査機関：ビデオリサーチ
調査日 ：2020年4月24日

外出自粛を続ける目安

回答者なりの「外出自粛」をいつまで続けようと思うか、選択肢から目安を1つだけ選んでもらった。
「一定の収束の宣言」「緊急事態宣言が解かれる」タイミングとの回答が多かった。

39.2 

27.6 

13.4 

6.5 

5.6 

4.3 

一定の収束が宣言されるまで

緊急事態宣言が解かれるまで

通常の出勤が再開されるまで

学校が再開されるまで

完全に終息するまで

映画館やテーマパークが再開するまで

（%）

全体(n=232)
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