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今⽇、７⽉２０⽇は「中⼩企業の⽇」︕

中⼩企業基本法(昭和三⼗⼋年七⽉⼆⼗⽇ 法律第百五⼗四号)中⼩企業に関
する施策について、その基本理念、基本⽅針その他の基本となる事項を定めるとともに、
国及び地⽅公共団体の責務等を明らかにすることにより、中⼩企業に関する施策を総
合的に推進し、もつて国⺠経済の健全な発展及び国⺠⽣活の向上を図ることを⽬的と
する。

７⽉の１カ⽉間は「中⼩企業魅⼒発信⽉間」︕ たくさんのイベントが開催されます︕

ロゴマークの意味
⽇本経済を⽀えている多くの中⼩企業・⼩規模事業者を柱に⾒⽴て、緑の⽮印で
「企業の成⻑」を表現しています。昭和、平成、令和と時代が移りゆくなかで中⼩企
業はいつの時代も⽇本経済を⽀え続けています。さらに⽇本を元気にするために
“ホップ、ステップ、ジャンプ”と令和時代にさらに⾶躍することの期待を込めつつ、中⼩
企業庁のロゴにもある楕円の線とその先端の丸いオブジェクトを配し、不変の⽀援を
続けていく決意も表現しました。

中⼩企業庁は、中⼩企業基本法の公布・施⾏⽇である７⽉20⽇を「中⼩企業の⽇」、７⽉の１ヶ⽉間を「中⼩
企業魅⼒発信⽉間」と、2019年以降、毎年、同⽇・同期間に実施していて、今年で4回⽬を迎えました。

1関連イベント情報︓ https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/day.htm
引⽤元︓ https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190614005/20190614005.html
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本⽇の報告は、
①⼩⻄葉⼦・⼤⽵悦朗・⾕井悦⼦・伊原誠 「コロナ禍での中⼩企業の声を聴く︓地域×業種分析編 －中⼩企業景況調査の活⽤－」、RIETI特別コラム︓新

型コロナウイルスー課題と分析、2021年。
https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0654.html

②⼩⻄葉⼦・⼤⽵悦朗・⾕井悦⼦・伊原誠 「コロナ禍での中⼩企業の声を聴く︓都道府県×産業分析編 －中⼩企業景況調査の活⽤－」、RIETI特別コラ
ム︓新型コロナウイルスー課題と分析、2021年。

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0661.html

等を基にしています。
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１．中⼩企業景況調査について
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調査名 中⼩企業景況調査 全国企業短期経済
観測調査（短観）

法⼈企業
景気予測調査

調査実施組織 中⼩企業基盤整備機構 ⽇本銀⾏ 財務省
中⼩企業編 ⼩企業編
12,392社 10,000企業

回収率
（直近の結果より） 96.2% 99.3% 75.9% 43.7% 62.7%

調査開始時 1980年7-9⽉期 1974年5⽉ 2004年4⽉ 1981年1-3⽉期 1980年1-3⽉期

参考URL
https://www.smrj.go.jp/re
search_case/research/sur
vey/index.html

https://www.boj.or.jp/stat
istics/tk/index.htm/

https://www.mof.go.jp/pri
/reference/bos/index.htm

*製造業、建設業は従業員20⼈以下。卸売業、⼩売業、サービス業は従業員5⼈以下。

原則従業者が20⼈
未満の中⼩企業。

https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_
sihanki.html

調査対象 全国の中⼩企業。⼩規模
事業者*は約８割。

資本⾦2千万円以上の企
業。中⼩企業は約５割。

資本⾦1千万円以上の企
業。中⼩企業は約４割。

原則従業者が20⼈
以上の中⼩企業。

全国中⼩企業
動向調査結果

⽇本政策⾦融公庫
調査対象数
（直近の結果より） 18,853社 9,313社 14,518社

１ わが国の企業の景況感（声）を聴く調査について

コロナ禍の様な未曽有の事態には主観的な統計調査の活⽤も積極的に⾏いたい。

4

1

景況調査の中でサンプル数が最も多く、回収率も国内統計調査の中でもトップクラス。
⼩規模事業者を多く含み、⻑期時系列のデータが使⽤できる。

独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022



「中⼩企業景況調査」の概要

5

中⼩企業景況調査（中⼩機構）

調査⽬的
中⼩企業庁及び独⽴⾏政法⼈中⼩企業基盤整
備機構では、中⼩企業の景況を把握し、中⼩企業
施策⽴案の基礎資料を収集するため

中⼩企業景況調査の⽬的
1)中⼩企業施策の企画・⽴案に必要な資料・情報収集
2)都道府県の施策⽴案、中⼩企業関係機関の診断指導等のための資料提供
3)中⼩企業の経営に必要な情報提供

調査対象
対象地域 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の８地域。

調査客体 中⼩企業基本法に定義する、全国の中⼩企業約19,000社（⼩規模企業は約8割）。

調査事項

Q1.今期の状況、来期の⾒通しについて（前年同期、前期と⽐較）

Q2.今期の⽔準について(過去との⽐較ではなく今期の⽔準)

Q3.今期および来期の新規設備投資の状況（実施、計画の状況）

Q4.今期直⾯している経営上の問題点(重要度が⾼い順に3つ選択)

Q5.背景について（⾃由記⼊）

調査時期 毎年、3⽉、6⽉、9⽉の1⽇及び11⽉15⽇現在で調査を実施。

調査⽅法 全国の商⼯会、商⼯会議所の経営指導員、及び中⼩企業団体中央会の調査員が調査対象企業を訪問⾯接
し、調査票に基づき聴き取りによって調査を⾏っている。

１ 中⼩企業景況調査について1

独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022



「中⼩企業景況調査」の３つの特⻑

6

（１）全国の中⼩企業の景況感を総合的に把握する調査
新上五島町商⼯会（⻑崎）、徳之島町商⼯会（⿅児島）、久⽶島町

商⼯会（沖縄）等、全国の離島も含む。

（２）四半期に⼀度、中⼩企業の⽅々へ原則訪問⾯接をするアンケート調査
訪問⾯接による調査では、調査員が企業へ訪問し、調査票に沿って質問。
調査員は対話しながら聴き取り結果を調査票に記⼊。

（３）40年以上、中⼩企業の景況感を把握する調査
 1980年7－9⽉期の第１回より、⽋かさず実施。 今年の第２四半期で

168回︕
調査結果は、 DI（ディーアイ）として、景況感を指数化。

⾼い回収率、⾼い信頼性

全国津々浦々を網羅

円⾼不況、バブル崩壊、
アジア通貨危機、リーマン
ショック、東⽇本⼤震災、
コロナ危機等、様々な事

象を網羅

１ 中⼩企業景況調査について1

独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022



業況（⾃社の業況についての判断） 売上額の増減 売上単価・客単価の上昇低下

原材料・商品仕⼊単価の上昇低下 採算（経常利益）の判断 資⾦繰りの判断

借⼊難易度（⻑期、短期）の容易困難 従業員数の過不⾜ ⽣産設備の過不⾜（製造業のみ）

上記は、各回の報告書に掲載しています

設備投資動向 経営上の問題点 業況判断の背景について感じていること（100⽂字以内の⾃由回答）

7独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

Diffusion Index（DI） DIを⾒ることで、企業の景況感が分かります。

DIは、「良い」と答えた会社と「悪い」と答えた会社の⽐率の差である。
最⼤値は100％ポイント、最⼩値は-100%ポイント、０のとき「良い」と答えた会社数と「悪い」と答えた会社数が等しい。

１ 中⼩企業景況調査でわかること 調査項⽬1

DI以外での公表

https://www.smrj.go.jp/research_case/research/survey/index.html
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１ 中⼩企業景況調査でわかること 調査票（製造業⽤）1



１．過去からコロナを俯瞰する︓マクロ的視点

9

2



6

10独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 中⼩企業の景況感の推移 1994年Ⅱ期 (4-6⽉)－2022年Ⅱ期 (4-6⽉)2

この30年間でいくつものショックがあったが、コロナ禍はその中でも４産業に同時に⼤きな負のショックを与えている。



1
2
3
4
5

サービス業
業況判断DI (時期) 業況判断DI (時期) 業況判断DI (時期) 業況判断DI (時期)

順位
製造業 建設業 卸売業 ⼩売業

業況判断DI (時期)
-10.4 (2017年Ⅳ期) 1.4 (2014年Ⅰ期) -19.7 (2018年Ⅳ期) -26.6 (1994年Ⅲ期) -15.5 (2017年Ⅱ期)

-14.2 (2018年Ⅱ期) 0.1 (2019年Ⅲ期) -21.7 (2017年Ⅳ期) -34.8 (2019年Ⅱ期) -17.1 (2017年Ⅲ期)
-13.1 (2018年Ⅳ期) 0.6 (2013年Ⅳ期) -21.7 (2015年Ⅳ期) -33.6 (1994年Ⅱ期) -16.0 (2019年Ⅱ期)

-16.2 (2018年Ⅰ期) -1.3 (2018年Ⅳ期) -24.6 (2014年Ⅰ期) -35.6 (2018年Ⅱ期) -17.7 (2018年Ⅱ期)
-15.9 (2014年Ⅰ期) -0.8 (2019年Ⅱ期) -24.5 (2018年Ⅲ期) -35.6 (1996年Ⅱ期) -17.5 (1994年Ⅲ期)

11独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 28年間113時点（1994年Ⅱ期 －2022年Ⅱ期）の順位表2

業況⽔準DIの上位順位表︓全期間 (1994Ⅱ期ー2022年Ⅱ期)

製造、卸、⼩売、サービス産業でコロナ禍が最も低い値になった。サービス業は下位にコロナ禍が4時点⼊っている。
⼩売業は上位のDI値が期間中低かった。

業況⽔準DIの下位順位表︓全期間 (1994Ⅱ期ー2022年Ⅱ期)

※⾚の下線は、景気循環の第16循環（2012年12⽉[⾕]〜2018年10-12⽉[⼭]〜2020年4-6⽉[⾕]）以外の期間を
⽰す。⼭と2020年の⾕は暫定。

1
2
3
4
5

サービス業
業況⽔準DI (時期) 業況⽔準DI (時期) 業況⽔準DI (時期) 業況⽔準DI (時期) 業況⽔準DI (時期)順位

製造業 建設業 卸売業 ⼩売業

-71.2 (2020年Ⅱ期) -60.6 (2009年Ⅰ期) -73.3 (2020年Ⅱ期) -72.1 (2020年Ⅱ期) -74.4 (2020年Ⅱ期)

-66.3 (2009年Ⅱ期) -54.2 (2009年Ⅲ期) -64.4 (1998年Ⅰ期) -61.6 (2002年Ⅰ期) -57.8 (2009年Ⅰ期)
-67.4 (2009年Ⅰ期) -57.4 (2009年Ⅱ期) -65.2 (2009年Ⅰ期) -66.3 (2009年Ⅰ期) -59.4 (2020年Ⅲ期)

-55.7 (2021年Ⅰ期)
-63.1 (2009年Ⅲ期) -52.1 (2008年Ⅳ期) -63.6 (1998年Ⅲ期) -60.9 (2010年Ⅰ期) -52.9 (2022年Ⅰ期)
-66.3 (2020年Ⅲ期) -52.3 (2009年Ⅳ期) -64.3 (2020年Ⅲ期) -61.3 (1998年Ⅰ期)

※⻩⾊の下線は、コロナ禍（2020年1⽉〜）を⽰す。



12独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ サービス業（7業種）の業況⽔準DIの推移（2019年Ⅱ期〜2022年Ⅱ期）2

第⼀回⽬の緊急事態宣⾔時には、飲⾷業と宿泊業のほぼ全ての企業が今期の業況が「悪い」と答えた。



１．地域×業種でより⾝近な声を聴く
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3



9地域×業種︓Ⅱ期は4-6⽉、Ⅳ期は10-12⽉
飲⾷業の業況はコロナ前には程遠い。宿泊業は地域差が⼤きい。

14独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 飲⾷業と宿泊業の地域別の今期の業況DIの変化3



15独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 客観的データを組み合わせて⾒る V-RESASの活⽤3

宿泊者数の前年同週⽐（2020年11⽉第3週）
2020年Ⅳ期の調査時点を含む週

宿泊者数の2019年同週⽐（2022年6⽉第1週）
2022年Ⅱ期の調査時点を含む週

V-RESAS、観光予報プラットフォーム推進協議会（事務局︓⽇本観光振興協会）『宿泊者数』を使⽤して作成

左図はGo To トラベル期間である。右図との軸の範囲の違いに注⽬。



V-RESASの「宿泊者数」によると、2020年11⽉第3週の2019年同週⽐は、コロナ禍にも拘わらず、
全国121%増、東北は230%増と突出して⾼かった。

累積相対度数分布︓⽇次
（2020年1⽉16⽇〜2021年1⽉
23⽇）

他地域と東北６県の感染者数の拡⼤の推移を累積相対度数⽐較してみよう。

16独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 客観的データを組み合わせて⾒る コロナ新規陽性者数との関係（2020年Ⅳ期）3

データ出所︓
NHK特設サイト 新型コロナウイルス
https://www3.nhk.or.jp/new
s/special/coronavirus/data/

東北6県は、10⽉時点で全体
の25%を超えておらず、(a)の地域
と⽐較して下⽅に分布している。⻘
森は10⽉中旬、岩⼿と⼭形は景
況調査の調査⽇付近まで総感染
者数がほとんど変化していない。



V-RESASの「宿泊者数」によると、2022年6⽉第1週の2019年同週⽐は、北陸以外は2019年以上の宿泊者数だった。
全国7%増、北海道が17%増と⾼かった。
業況DIが-80%と低いままの沖縄と、景況感がコロナ前より改善した北海道の感染者数の推移を、直近⼀週間の⼈⼝
10万⼈たりの感染者数で⽐較してみよう。

17独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 客観的データを組み合わせて⾒る コロナ新規陽性者数との関係（2022年Ⅱ期）3

データ出所︓
NHK特設サイト 新型コロナウイルス
https://www3.nhk.or.jp/news/s
pecial/coronavirus/data/
⼈⼝は総務省令和⼆年の「国勢調査」

沖縄の⼈⼝10万⼈当たりの感
染者数はゴールデンウィークから急
増している。
2020年Ⅳ期と2022年Ⅱ期の北
海道と沖縄を⽐較することで、宿泊
業の業況と感染者数には関係があ
ることがわかる。

直近１週間の⼈⼝10万⼈あたりの
感染者数︓⽇次
（20212年1⽉1⽇〜7⽉17⽇）



１．都道府県×業種でより⾝近な声を聴く

18

4



19独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 都道府県別 製造業の業況⽔準DIの推移（コロナ前とコロナ禍の⽐較）4

中⼼に分布するほど、業況⽔準
は低くなる。2020年のⅡ期（4-
6⽉）が最も低かった。

多くの地域で、１年経過するご
とに業況は改善している。
コロナ前（⾚⾊）の線よりも⾼く
なっている地域がある。



20独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 都道府県別 建設業の業況⽔準DIの推移（コロナ前とコロナ禍の⽐較）4

製造業と⽐較して、景況感が
⾼いことが⼀⽬でわかる。

多くの地域で、2021年と
2022年の業況の値が近い。

コロナ前は、⻄⽇本の業況が
⾼い。



21独⽴⾏政法⼈経済産業研究所 Research Institute of Economy, Trade and Industry Yoko Konishi 2022

１ 都道府県別 ⼩売業の業況⽔準DIの推移（コロナ前とコロナ禍の⽐較）4

製造業、建設業と⽐較して、コ
ロナ前から、業況が低いことが⾒て
取れる。

⼀部の地域（九州は全県）
で、2022年Ⅱ期の業況⽔準がコ
ロナ前に届いていない。

⼀⽅で、コロナ前から全国平均
より低い東北地⽅は、この2年間
でコロナ前の⽔準に近付いている。
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１ 都道府県別 サービス業の業況⽔準DIの推移（コロナ前とコロナ禍の⽐較）4

他の産業と⽐較して、各年の
線が交差していないのが特徴であ
る。

時間の経過とともに、コロナ前
の⽔準に近づいている。
ただし、沖縄はコロナ前が⾼かった
こともあり、コロナ前の⽔準に程遠
い状況である。



中⼼が⼀位で、外側に⾏くほど順位が下がる。時計の12時で、最初の年と最後の年の⽐較ができる。

訪⽇旅⾏者の滞在先ランキング（上位15位）⽇本⼈の滞在先ランキング（上位15位）

インバウンド旅⾏者の図の⽅が途切れや交差が多く、順位が変動しているのがわかる。

⽇本⼈は東北・北関東に、外国⼈は九州に訪れている。⽇本⼈の滞在先は安定的。

１【参考】ランククロックによる⼈気の観光地⽐較 （⼩⻄・⻄⼭, RIETI-DP,19-J-008）4

順位などの時間変化に関⼼がある場合は、Batty (2006), Natureで提案された⼿法でランククロックというグラフが描ける。
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1 地域の違いを⽰す図法として、⽩地図に⾊で指標の⾼低を⽰す⽅法があるが、今回の⼿法は景況感の⾼
低差を⽰すのにも複数時点の⽐較をするのにも便利である。

2 全国平均値を破線で⼊れることで、関⼼のある地域のどの業種が全国平均より下回っている（上回ってい
る）かを⾒つけやすい。

もしも、⻄⾼東低の傾向があれば、向かって左側が張り出したような形になる。また9地域がそれぞれに傾向を
持つならば、東北に属する県は⾼く、九州の県は低くなど近隣県が僅差の景況感になり地域ごとに凸凹する。
しかし結果は、どの産業もおおむね左右対称、上下対称で、その上で各都道府県の景況感の分布が花のよう
だった。

3 地図と異なり、⾊で⽐較をするのではなく、線の⾼低（ギザギザ）で⽐較するので、近隣の地域だけでなく、離
れた地域とも⽐較しやすい。

4

⾃県の産業間での⾼低を知ることで、政策の必要性の優先順位を付けることに役⽴つ。
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１ 都道府県別グラフの特⻑とまとめ4

近隣の地域と似たような景況感ではなく、それぞれに独⾃の景況感になっている。



１．景況調査の強み︓拡がる活⽤の可能性、もっと近くで声を聴く

25

5
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１ 景況調査の強み︓拡がる活⽤の可能性、もっと近くで声を聴く5

⾃由記述（通称︓⽣声）は、各調査の報告書や
ポイント解説で紹介されている。
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１ 景況調査の強み︓⽣声活⽤事例（2016-17年度METIプロジェクト）5



学習データ（景気ウォッチャー調査︓公開、中⼩企業景況調査︓⾮公表）

判断 理由

背景
（判断情報は個別利用）

⽣声（中⼩企業景況調査）13万件景気判断理由集（景気ウォッチャー調査）23万件

学習

学習
「最近は客の反応も⾮
常に良いため、先⾏き
はやや良くなる。」
→ポジティブ

「消費税増税後の反動

→ネガティブ

「消費税増税後の反動
は確実に出てくる。政府
の対応施策に期待した
い。」
→ネガティブ
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13万件のデータを与えるこ
とで 「値下げする商品の減
少及び仕⼊れた商品のさば
きをみる限り、順調と思え
る。」といった複雑なロ
ジックも理解する。AIによるセンチメント評価

(中⼩企業景況調査,
景気ウォッチャー調査)

１ 景況調査の強み︓⽣声活⽤事例（2016-17年度METIプロジェクト）5
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１ 景況調査の強み︓⽣声活⽤事例（2016-17年度METIプロジェクト）5

⽤語表記統⼀の影響について
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１ 景況調査の強み︓⽣声活⽤事例（2016-17年度METIプロジェクト）5

⽤語表記統⼀の影響について

キーワード 2017/9/18〜10/17

シルバーウィーク 6,948件

9⽉の連休 258件

9⽉の5連休 32件

9⽉の⼤型連休 15件



1 中⼩企業を対象としてるところ（⼩規模事業所が約8割︕）。

6

サンプル数が多いところ。

客体負担が⼤きい、回収が難しいのに⾼い回収率を実現。

過去の経済ショック、災害、コロナ禍と⽐較可能。⻑期時系列は極めて価値が⾼い。

⽣声（感情・センチメント︓⽂章データ）と判断（答え・判断︓数値データ）があるところ。

地域別、都道府県別、産業別、業種別に分析しても⼗分に耐えられるサイズ。

3 歴史が⻑いところ。

4

学習データになるので、AI、ディープラーニングなど新しい技術に活⽤可能
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１ 景況調査の強み︓拡がる活⽤の可能性5

地域別×業種、都道府県別×業種は分析できないカテゴリもある。

四半期調査（年より短い）ところ。

他の統計調査、⺠間ビッグデータと組み合わせて分析しやすい （例︓幸福度調査と業況DI）

5 調査項⽬が多く、多様な分析ができる。

2



活⽤事例

32

2022年5⽉18⽇付 ⽇経新聞 朝刊
（⽩書にみる地域再⽣ 中⼩企業編 上) GoTo効果 東北が最⼤ コロナ前⽔準超え 感染拡⼤緩やかで
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO60865490X10C22A5L83000/

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/chusho.html

２０２２年版 「中⼩企業⽩書」（第２部第１章 pp. 2-28〜30）
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