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記者発表資料                    ２０２３年１２月５日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

 

 

 

 

 

 

【問合先】大阪商工会議所  

総務企画部 企画広報室（野間・竹久） 

       ＴＥＬ：０６－６９４４－６３０４ 

＜調 査 概 要＞ 

○ 調査目的  ：会員企業の現在の売上状況や資金繰り、新型コロナ関連融資の利用状況、 

また円安の影響等の実態を把握し、政府への要望など事業の基礎資料とするため。 

○ 調査期間  ：２０２３年１１月６日～１１月１７日 

○ 調査対象  ：大阪商工会議所会員の中堅・中小企業（資本金３億円以下） １，３３３社 

○ 調査方法  ：Ｅメールにて調査票発送、webフォームにて回収 

○ 有効回答数 ：２８３社（有効回答率 ２１．２％） 

調査結果のポイント 

１．現在の売上業況について（２０１９年度と比較した売上・経常利益）【表１－１、１－２】 

○ 売り上げ水準がコロナ前に戻らない企業は約４割（４２．８％）。昨年度調査（約６割）

からは改善。 

○ 経常利益も同様、コロナ前の水準に戻らない企業が約４割（４３．８％）。資本金１千万

円以下の企業では、半数超が減益。 

２．資金繰り状況について【表２－１、２－４】 

○ ８割以上の企業は、資金繰りに問題なし。 

○ 借り入れ金の使途として、人件費関連資金（「従業員への給与」、「賞与資金（従業員への

ボーナス）」、「社会保険料（年金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負担分」）の回答合

計が４割超（４２．６％）で、昨年度（２０．９％）より倍増。 

３．新型コロナ関連融資の借り入れ状況について【表３－１、３－２－２、３－２－３】 

○ 半数弱（４６．３％）が新型コロナ関連融資を利用しており、８割弱（７７．４％）が既

に返済を開始している。 

○ ４社に３社（７５．７％）が、当初条件通り返済予定。 

４．円安の影響について【表４－１、４－２、４－３】 

○ 現在の為替水準について、６割弱（５８．３％）が経営にマイナスの影響。 

○ 具体的には、「原材料、商品、エネルギー価格上昇等に伴うコスト上昇」が７割弱（６８．

９％）。 

○ ４社に３社（７５．６％）が、１２０円台以下（１３０円より円高）が望ましいと回答。 

～資金繰り状況と円安が経営に与える影響に関する調査～ 

中小企業の４割は、コロナ前の売上水準に未だ戻らず 

円安は６割が経営にマイナス、４社に３社が１３０円より円高を望む 
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＜調査結果＞ 

１． 現在の売上業況について 

１－１．２０１９年度と比べた今年度（２０２３年４月～２０２４年３月）売上見込み  

～２０１９年度比：４割超が減収見込み。昨年度調査（約６割）から改善 

【表１－１／単数回答】 

○ コロナ禍前の２０１９年度比での今年度売上見込みは、「減少」が４割超（４２．８％）。昨

年度調査の「減少」回答（６２．０％）から改善。 

○ 資本金別では、１億円超３億円以下の企業では「増加」が半数超え（５２．４％）。 

 

１－２．２０１９年度と比べた今年度（２０２３年４月～２０２４年３月）経常利益見込み  

【表１－２／単数回答】 

～２０１９年度比：４割超が減益見込み。資本金１千万円以下の企業では半数超が減益 

○ ２０１９年度比での今年度経常利益見込みは、４割超（４３．８％）が「減少」。 

○ 資本金別では、１千万円以下の企業の半数超（５２．７％）が「減少」。 
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２． 資金繰り状況（新型コロナ関連融資も含め、全般）について 

２－１．金融機関からの借り入れ状況              【表２－１／単数回答】 

～８割以上の企業は、資金繰りに問題なし 

○ 「十分借り入れられている」（５４．８％）と「現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必

要もない」（２７．９％）を合わせると、８割以上の企業（８２．７％）は資金繰りに問題は

ない。 

○ 資本金別では、１千万円以下の企業の４社に１社（２５．３％）が十分な借り入れができて

いない（「現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない」（２０．９％）、「現時点で

借り入れの必要があるにもかかわらず、まったく借りられていない」（４．４％）の合計）。

昨年度調査（２９．０％）からやや改善。 

２－２．３カ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途    【表２－２／単数回答】 

～「目途がつく(見込み)」企業は６割弱、 

資本金１千万円以下の企業では半数超が「目途つく見込みなし」 

○ 資金需要がある企業（問２（１）で「現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない」、

「現時点で借り入れの必要があるにも関わらず、まったく借りられてない」、「現時点で借り

入れの必要はないが、３カ月以内には借り入れる必要がある」と回答した企業）に対し、３

カ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途について尋ねたところ、６割弱（５９．

２％）が「目途はついている」または「つく見込み」と回答（「目途はついている」（３０．

６％）、「目途はまだついていないが、つく見込みである」（２８．６％）の合計）。 

○ 一方、「目途はついておらず、つく見込みもない」と回答した企業は４割超（４０．８％）。

資本金別では、１千万円以下の企業が半数超(５３．６％)と多い。 

 

２－３．借り入れ目途がついていない場合の対応予定         【表２－３／複数回答】 

～「経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減」が最多で６割超 

○ 借り入れの「目途はついておらず、つく見込みもない」企業に対し、その対応策を尋ねたと

ころ、「経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減」（６５％）が最多。以下、「補助

金・助成金等の活用」（４０．０％）、「保有資産の売却」（３０．０％）が続く。 



- 4 - 

 

２－４．借り入れ資金の使途                    【表２－４／複数回答】 

～「運転資金」が７割超。人件費関連資金も４割超を占め、昨年度より倍増 

○ 借り入れた資金の使途は、「運転資金」が７４．０％で最多。「既存設備の維持・補修、入替」

(２２．１％)、「つなぎ資金」(１７．６％)、「賞与資金（従業員へのボーナス）」（１６．７％）、

「新分野進出・業態変更・事業革新に向けた設備投資」（１６．２％）が続く。 

○ 人件費関連資金（「従業員への給与」、「賞与資金（従業員へのボーナス）」、「社会保険料（年

金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負担分」の合計)は４割超（４２．６％）で、昨年度

（２０．９％）より倍増。 

 

２－５－１．金融機関の貸出態度（現時点と昨年度末(2023年 3月末)の比較） 

～「ほぼ変化なし」が７割                【表２－５－１／単数回答】 

○ 現時点での金融機関の貸出態度について、昨年度末（２０２３年３月末）と比べ「ほぼ変

化なし」が７割（７０．１％）。昨年度と比べ増加。（昨年度調査：「ほぼ変化なし」（６１．

３％））。 

○ 「厳しくなった」とする回答が２割弱（１６．７％）（「大幅に厳しくなった」（６．４％）、

「少し厳しくなった」（１０．３％）の合計）。 

 

２－５－２．金融機関の貸出態度予想（現時点と今年度末（2024年 3月末）の比較）  

～「ほぼ変化なし」が７割台半ば、「厳しくなる」が２割 

小規模企業はより厳しい見通し           【表２－５－２／単数回答】 

○ ２０２４年３月末時点での金融機関の貸出態度について、現時点（年末）との比較予想を

尋ねたところ、「ほぼ変化なし」は７割台半ば(７４．５％)。（昨年度調査：「ほぼ変化なし」

（５５．４％）） 

○ 「厳しくなる」は２割（１９．６％）（「大幅に厳しくなる」（９．８％）、「少し厳しくなる」

（９．８％）の合計）で、昨年度調査（「厳しくなる」（３８．０％））と比べ大幅に改善。 

○ 資本金１千万円以下の企業では、「厳しくなる」は３割弱（２７．４％）（「大幅に厳しくな

る」（１７．８％）、「少し厳しくなる」（９．６％）の合計）。 
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２－６．今後の資金繰りに係る懸念事項   

～「原材料費等の高騰」「人件費負担増大」が上位【表２－６／複数回答】 

○ 今後の資金繰りに係る懸念事項については、「原材料費等の高騰」が４割弱（３８．９％）

で最多。「人件費負担の増大」（３４．３％）、「円安・為替」（１８．４％）、「売上の回復見

通しが立たない」（１５．２％）と続く。懸念事項は「特にない」とする企業も３割台半ば

（３４．６％）。 

○ 業種別では、製造業の半数超（５３．３％）が「原材料費等の高騰」を懸念。 

 

 



- 6 - 

 

３ 新型コロナ関連融資について 

３－１．新型コロナウイルス感染症特別貸付（実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資）の借り入れ状況  

～半数弱が新型コロナウイルス感染症に係る特別貸付を利用       【表３－１／単数回答】 

○ 新型コロナ関連融資を「借り入れしていたが完済」は５．７％、「借入中」は４０．６％で、

合計４６．３％が特別貸付を利用。「借り入れしていない」は５１．９％。 

 

３－２－１．新型コロナ関連融資の現在の借り入れ額 

～借り入れ額は「5,000万円以上」が昨年度と割合変わらず最多 【表３－２－１／単数回答】 

○ 借入額は「5,000 万円以上」が４割超（４２．６％）で最多。昨年度（４１．３％）とほぼ

割合変わらず。次いで、「1,000 万円以上 2,000 万円未満」（１５．７％）、「2,000 万円以上

3,000万円未満」（１１．３％）。 

 

３－２－２．新型コロナ関連融資の返済の開始時期 

～返済時期は「すでに返済を開始している」が８割弱で最多、昨年度調査より大きく増加             

【表３－２－２／単数回答】 

○ 返済開始時期は「すでに返済を開始している」が８割弱（７７．４％）で最多。昨年度調査

（５３．８％）から大きく増加。「２０２４年内に返済を開始予定」は１３．９％。 

 

３－２－３．新型コロナ関連融資の返済見通し 

～４社に３社が当初の条件通り返済できる見込み、 

資本金１千万以下の企業の２割強が借り換え予定       【表３－２－３／単数回答】 

○ 返済については、４社に３社（７５．７％）が「当初の条件で予定通り返済できる見込み」。 

○ 「借り換え（により返済する）予定」は１４．８％だが、資本金１千万円以下の企業では２

割強（２２．２％）。 
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＜新型コロナウイルス感染症特別貸付（実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資）の 

借り換えについての企業の声＞ 

■ 希望通りの条件で借り換えられた企業 

・ 返済開始時期を１年遅らせることが認められた。（製造業／非鉄金属・金属製品、資本金１千万円

超５千万円以下） 

・ 借り換えにより追加融資と据え置きの条件が希望通りかなった。（運輸・通信業、資本金１千万円

以下） 

■ 借り換え条件が希望通りではなかった企業 

・ 返済期間を短く設定され、月々の返済額の負担が大きい。（不動産業、資本金１千万円超５千万円

以下） 

・ 無担保融資という名目ではあるが、自社の担保の枠内でしか融資を受けられなかった。（卸売業

／機械器具、５千万円超～１億円以下） 

３－３－１．新型コロナ関連融資の借り換え状況 

～「希望通りの条件で借り換えできた」が６割台半ば 

【表３－３－１／単数回答】 

○ 新型コロナ関連融資の借り換えについて、６割台半ば（６５．０％）が、融資期間・据置期

間・借り入れ額・利率等の条件について、「希望通り」と回答。 

 

３－３－２．借り換え条件が希望通りであった、または希望通りでなかった内容、理由など 
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＜借り換えとともに行う生産性や収益の向上に向けた取り組み（前向き投資）についての企業の声＞ 

・ 取引先を増やすために宣伝活動や不採算の設備の売却を行った。今後も新たな宣伝活動を開始す

る予定。（運輸・通信業、資本金１千万円以下） 

・ 小売商品の開発と海外販路の拡大に取り組んでいる。（卸売業、１千万円以下） 

・ 人材育成への投資のほか、ＤＸ化対応設備・機器を導入した。（建設業、資本金５千万円超～１

億円以下） 

・ 省エネ設備のリース導入によって電力経費を節減した。（製造業／電気機械器具、１千万円超～

５千万円以下） 

・ 新たな工場用地の取得、設備増設・更新。（製造業、１億円超～３億円以下） 

３－３－３．借り換えに伴う生産性や収益の向上に向けた取り組み（前向き投資） 

～７割が、借り換えとともに前向き投資（生産性や収益の向上）を行う 

【表３－３－３／単数回答】 

○ 借り換えとともに生産性や収益の向上に向けた取り組み（前向き投資）を、「すでに行ってい

る」が４８．３％、「今後行う予定」が２１．７％で、合計７割（７０．０％）。 

 

３－３－４．前向き投資の具体的な内容 

 

３－３－５．借り換えに関連して国に求める支援 

～「資金繰り支援・借換支援制度」「前向き投資に向けた支援制度・補助金」が多い 

【表３－３－５／単数回答】 

○ 「資金繰り支援・借換支援制度」が４５．０％で最も多く、「前向き投資に向けた支援制度・

補助金」が３５．０％と続く。 

○ 資本金１千万円以下の企業では、１９．２％が「事業再生に向けた支援制度・補助金」を求

める。 

 

３－３－６．借り換えに関連して金融機関に求める支援 

～半数超が「追加融資・借り換え・条件変更等の金融支援」を求める。次いで「事業拡大に向け

た販路開拓等の支援」 

【表３－３－６／単数回答】 

○ 半数超（５８．３％）が「追加融資・借り換え・条件変更等の金融支援」と回答。次点は「事

業拡大に向けた販路開拓等の支援」（３１．７％）。 

○ 資本金１千万円以下の企業では、「事業拡大に向けた販路開拓等の支援」を４割弱（３８．５％）

が求める。 
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＜円安の影響についての企業の声＞ 

■ プラスの影響がある企業 

・ 競合参入率の低下がプラスの影響。自社のサービスは外国のサブスクリプション型ソフトや海外

製の機材が必要だが、機材は揃って 2～5 割高くなったため、参入条件が厳しくなってきただけ

でなく、廃業する競合業者も出ており、自社にとっては好都合。（運輸・通信業、資本金１千万

円以下） 

・ 国内において工場建設やホテル建設への投資が拡大し、付随する産業への経済的な恩恵が多くあ

る。ただしエネルギー価格を抑える政策が必要だと感じる。（建設業・各種設備工事、資本金５

千万～１億円以下） 

・ 海外からの外貨建てロイヤリティ収入が増加。（製造業／医薬品、１億円超～３億円以下） 

■ マイナスの影響がある企業 

・ 海外のクラウドサービスの利用料金が円安に伴い増加。（製造業／一般機械器具、資本金５千万

円超～１億円以下） 

・ コスト上昇に対して販売価格の値上げをしたが、コスト上昇が止まらない為、販売価格の値上げ

金額が正しかったのか分からない。一度値上げをして、再度値上げする事が非常に難しい。（サ

ービス業、資本金１千万円以下） 

・ 部品代・電気代・燃料油脂代は約１５％上がっているが、その分の値上げ交渉はなかなか進んで

いない。（製造業、資本金５千万円超～１億円以下） 

４ 円安の影響について 

４－１．現在の為替水準の受け止め 

～６割弱が「経営にとってマイナス」と回答             【表４－１／単数回答】 

○ ６割弱（５８．３％）が、「経営にとってマイナス」（「経営にとってマイナス」（２６．１％）

と「どちらかといえば経営にとってマイナス」（３２．２％）の合計）。「経営にとってプラス」

は１割弱（８．８％）（「経営にとってプラス」（３．２％）と「どちらかといえば経営にとっ

てプラス」（５．７％）の合計）。 

○ 製造業の７割（７０．０％）が「経営にとってマイナス」（「経営にとってマイナス」（３４．

４％）と「どちらかといえば経営にとってマイナス」（３５．６％）の合計）。 

４－２．円安の具体的な影響 

～「原材料、商品、エネルギー価格上昇等に伴うコスト上昇」が７割弱で最多 

【表４－２／複数回答】 

○ 「原材料、商品、エネルギー価格上昇等に伴うコスト上昇」が７割弱（６８．９％）で最多。

「コスト上昇に見合う価格転嫁が難しい」（４０．３％）、「販売価格上昇による売り上げ・受

注の減少」（２４．７％）、「自社の輸入コストの上昇」（２４．４％）と続く。 
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４－３．経営上望ましい為替水準 

～４社に３社が、１２０円台以下（１３０円より円高）が望ましいと回答【表４－３／単数回答】 

○ ４社に３社（７５．６％）が、「１２０円台以下（１３０円より円高）が望ましいと回答。１

２月４日現在の水準（１４６円台）から１５円以上の乖離がある。 

 

４－４．円安に対する取り組み・対策 

～「販売価格の引き上げ（価格転嫁）」が６割弱で最多 【表４－４／複数回答】 

○ 「販売価格の引き上げ（価格転嫁）」が６割弱（５８．０％）で最多。 

○ 「経費削減」（３１．８％）、「製品・サービスの高付加価値化」（２２．３％）、「原材料・商

品等の国内での調達強化」（１３．１％）と続く。一方、「現時点ではわからない、検討中」

も２１．２％あった。 
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＜円安への対策についての企業の声＞ 

・ 鋼材はメーカーが輸入原材料（鉄鉱石や石炭など）を使用して作るため、為替変動により調達価

格が変わる。調達価格が変わるたびに客先との価格折衝が必要で、年中価格折衝をしている状態。

しかし、価格転嫁は中々うまくいかない。（製造業／鉄鋼、資本金５千万円超～１億円以下） 

・ 一方的な円安で為替予約をするタイミングが取れない。また、価格転嫁のタイミングも難しい。

（卸売業、資本金１千万円以下） 

・ 販売価格の引き上げを行ったが、コスト上昇の目途がたたなければ非常に苦しくなる。再度値上

げは非常に難しい。仕入先の見直しも検討している。（サービス業、資本金１千万円超～５戦万

円以下） 

＜為替水準についての企業の声＞ 

■ 過度な円安の抑制を求める企業 

・ 行き過ぎた円安対策は必要。物価上昇の最大の要因は行き過ぎた円安。為替水準のバランスが悪

く、安定した経営が難しい環境が続いている。（卸売業、資本金１千万円以下） 

・ 円安の原因として、日米の金利差も勿論大きいが、根本的に日本の国力が低下しているという事

実を認識して、協議ではなく、しっかりと対応策を実施してほしい。（卸売業、資本金１千万円

超～５千万円以下） 

・ 円高へ是正されることを期待するが、インバウンドが冷え込まない程度に時間をかけてじっくり

円高へ移行していくことが理想。海外からの観光客は大阪経済にとって大切なお客様。（不動産

業、資本金５千万円超～１億円以下） 

■ 為替水準乱高下の抑制を求める企業 

・ 海外からの輸入原料に頼る中、ある程度のレンジで為替の動きが安定すれば円安であっても問題

ないが、急激に為替が動くと対応が困難。その結果、中小企業にしわ寄せが来ることが懸念材料。

（製造業／化学、資本金１千万円超～５千万円以下） 

・ 超短期間に大きく動くので、安定的な展開がし難い。為替の安定を望む。（卸売業、資本金１千

万円以下） 

・ 過度な為替変動は非常に困る。輸出メインの業態なので円安傾向は非常に有難いが揺り戻しは必

ずあると考えており、その際に過度な変動があると逆ザヤになる可能性がある。なるべく為替予

約でリスクヘッジはしているが納期がかなり掛かる商品なので為替予約をしても希望どおりの

為替で必ず予約が出来るとは限らない。（卸売業／機械器具、資本金１千万円超～５千万円以下） 

４－５．為替水準について政府に求めること 

～過度な円安や為替水準の乱高下を抑制する政策を求める声が多数       【自由回答】 

 

以 上 

 

＜添付資料＞ 

資料１：「資金繰り状況と円安が経営に与える影響に関する調査」結果集計表（今回調査） 

資料２：「現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達に関する調査」結果集計表（昨年度調査） 



《 調 査 概 要 》

○ 2023年11月6日（月） ～ 11月17日（金）
○ 大阪商工会議所会員の中小企業　1,333社
○
○

《 回答企業の属性 》

【 資本金 】 【 業種 】

《 調 査 結 果 》

表１．貴社の現在の売上業況について

表１－１　コロナ前（２０１９年度）と比較した今年度の売上見込み　（単数回答）

(90)

1千万円超～5千万円以下 36.4% (103) 非製造業 68.2% (193)

有効回答率 ： 21.2 ％

1千万円以下 32.2% (91) 製造業

2023年12月5日

「資金繰り状況と円安が経営に与える影響に関する調査」結果集計表
大阪商工会議所

調 査 期 間 ：
調 査 対 象 ：
有効回答数 ： 283 社

全　体 1千万円以下

1億円超～3億円以下 7.4% (21)

5千万円超～1億円以下 24.0% (68)

31.8%

0.0% 3.3% 1.6%① ５０％以上の減少 2.1% 4.4% 1.9% 0.0%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

7.8%
(22) (12) (8) (2) (0)

② ３０％以上５０％未満の減少 7.8% 13.2% 7.8% 2.9% 0.0% 7.8%
(6) (4) (2) (0) (0) (3) (3)

(51) (16) (22) (11) (2) (17) (34)
9.5% 18.9% 17.6%③ １０％以上３０％未満の減少 18.0% 17.6% 21.4% 16.2%

(7) (15)

19.0% 16.7% 16.1%⑤ ２０１９年度並み 16.3% 14.3% 17.5% 16.2%
(12) (30)

15.5%
(42) (10) (13) (15) (4)

④ １０％未満の減少 14.8% 11.0% 12.6% 22.1% 19.0% 13.3%

14.0%
(42) (13) (16) (9) (4)

⑥ １０％未満の増加 14.8% 14.3% 15.5% 13.2% 19.0% 16.7%
(46) (13) (18) (11) (4) (15) (31)

(47) (14) (18) (11) (4) (11) (36)
19.0% 12.2% 18.7%⑦ １０％以上３０％未満の増加 16.6% 15.4% 17.5% 16.2%

(15) (27)

9.5% 4.4% 1.6%⑨ ５０％以上の増加 2.5% 1.1% 2.9% 1.5%
(6) (7)

3.6%
(13) (2) (3) (7) (1)

⑧ ３０％以上５０％未満の増加 4.6% 2.2% 2.9% 10.3% 4.8% 6.7%

3.6%
(7) (6) (0) (1) (0)

⑩ その他 2.5% 6.6% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0%
(7) (1) (3) (1) (2) (4) (3)

(6) (39) (82)
43.3% 42.5%

減少小計（①～④）
42.8% 46.2% 43.7% 41.2% 28.6%
(121) (42) (45) (28)

(0) (7)

- -無回答 - - - - -
(109) (30) (40) (28) (11) (36) (73)

増加小計（⑥～⑨）
38.5% 33.0% 38.8% 41.2% 52.4% 40.0% 37.8%

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

資料１
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表１－２　コロナ前（２０１９年度）と比較した今年度の経常利益見込み　（単数回答）

表２．資金繰り状況（新型コロナ関連融資も含め、全般）について

表２－１　金融機関からの借り入れ状況　（単数回答）

(23) (12) (10) (0) (1) (10) (13)
4.8% 11.1% 6.7%① 赤字化した 8.1% 13.2% 9.7% 0.0%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

9.5% 12.2% 5.7%③ ３０％以上５０％未満の減少 7.8% 12.1% 4.9% 5.9%
(5) (14)

7.3%
(19) (8) (6) (4) (1)

② ５０％以上の減少 6.7% 8.8% 5.8% 5.9% 4.8% 5.6%

8.8%
(29) (6) (12) (8) (3)

④ １０％以上３０％未満の減少 10.2% 6.6% 11.7% 11.8% 14.3% 13.3%
(22) (11) (5) (4) (2) (11) (11)

(31) (11) (10) (9) (1) (7) (24)
4.8% 7.8% 12.4%⑤ １０％未満の減少 11.0% 12.1% 9.7% 13.2%

(12) (17)

4.8% 8.9% 8.8%⑦ １０％未満の増加 8.8% 7.7% 9.7% 10.3%
(13) (36)

18.7%
(49) (17) (16) (13) (3)

⑥ ２０１９年度並み 17.3% 18.7% 15.5% 19.1% 14.3% 14.4%

12.4%
(31) (10) (11) (7) (3)

⑧ １０％以上３０％未満の増加 11.0% 11.0% 10.7% 10.3% 14.3% 7.8%
(25) (7) (10) (7) (1) (8) (17)

(13) (1) (6) (4) (2) (6) (7)
9.5% 6.7% 3.6%⑨ ３０％以上５０％未満の増加 4.6% 1.1% 5.8% 5.9%

(7) (24)

4.8% 3.3% 3.1%⑪ 黒字化した 3.2% 2.2% 2.9% 4.4%
(8) (15)

7.8%
(23) (2) (12) (7) (2)

⑩ ５０％以上の増加 8.1% 2.2% 11.7% 10.3% 9.5% 8.9%

4.7%
(9) (4) (2) (2) (1)

⑫ その他 3.2% 4.4% 1.9% 2.9% 4.8% 0.0%
(9) (2) (3) (3) (1) (3) (6)

(8) (45) (79)
50.0% 40.9%

減少小計（①～⑤）
43.8% 52.7% 41.7% 36.8% 38.1%
(124) (48) (43) (25)

(0) (9)

- -無回答 - - - - -
(101) (22) (42) (28) (9) (32) (69)

増加小計（⑦～⑪）
35.7% 24.2% 40.8% 41.2% 42.9% 35.6% 35.8%

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

(155) (45) (57) (44) (9) (52) (103)
42.9% 57.8% 53.4%① 現時点で借り入れが必要な資金は、十分借り入れられてい

る
54.8% 49.5% 55.3% 64.7%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

0.0% 1.1% 2.1%③ 現時点で借り入れの必要があるにも関わらず、まったく借り
入れられていない

1.8% 4.4% 1.0% 0.0%
(11) (21)

10.9%
(32) (19) (7) (5) (1)

② 現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない 11.3% 20.9% 6.8% 7.4% 4.8% 12.2%

4.7%
(12) (5) (5) (2) (0)

④ 現時点で借り入れの必要はないが、３カ月以内には借り入
れる必要がある

4.2% 5.5% 4.9% 2.9% 0.0% 3.3%
(5) (4) (1) (0) (0) (1) (4)

(79) (18) (33) (17) (11) (23) (56)
52.4% 25.6% 29.0%⑤ 現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必要もない 27.9% 19.8% 32.0% 25.0%

(3) (9)

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - - -
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表２－２　３カ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途　（単数回答）
※表２－１で②③④と回答した企業を対象

表２－３　対応予定について　（複数回答）
※表２－２で③と回答した企業を対象

0.0% 46.7% 23.5%① 目途はついている 30.6% 17.9% 38.5% 71.4%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業

35.3%
(14) (8) (5) (1) (0)

② 目途はまだついていないが、つく見込みである 28.6% 28.6% 38.5% 14.3% 0.0% 13.3%
(15) (5) (5) (5) (0) (7) (8)

(20) (15) (3) (1) (1) (6) (14)
100.0% 40.0% 41.2%③ 目途はついておらず、つく見込みもない 40.8% 53.6% 23.1% 14.3%

(2) (12)

(49) (28) (13) (7) (1) (15) (34)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - - -

(4) (4) (0) (0) (0) (0) (4)
0.0% 0.0% 28.6%① 現在取引がない金融機関への借り入れ相談 20.0% 26.7% 0.0% 0.0%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

0.0% 50.0% 7.1%③ 雇用調整（解雇・配置転換・労働時間抑制等） 20.0% 13.3% 33.3% 100.0%
(5) (8)

57.1%
(13) (9) (3) (1) (0)

② 経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減 65.0% 60.0% 100.0% 100.0% 0.0% 83.3%

42.9%
(8) (7) (1) (0) (0)

④ 補助金・助成金等の活用 40.0% 46.7% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3%
(4) (2) (1) (1) (0) (3) (1)

(2) (2) (0) (0) (0) (0) (2)
0.0% 0.0% 14.3%⑤ 業務提携など出資の受け入れ 10.0% 13.3% 0.0% 0.0%

(2) (6)

0.0% 33.3% 0.0%⑦ 自社および自社事業の売却 10.0% 6.7% 33.3% 0.0%
(2) (4)

28.6%
(6) (4) (2) (0) (0)

⑥ 保有資産の売却 30.0% 26.7% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3%

7.1%
(2) (2) (0) (0) (0)

⑧ 休業を検討 10.0% 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%
(2) (1) (1) (0) (0) (2) (0)

(3) (2) (1) (0) (0) (2) (1)
0.0% 33.3% 7.1%⑨ 廃業を検討 15.0% 13.3% 33.3% 0.0%

(1) (1)

- -無回答 - - - - -
(-) (-) (-) (-)

(1) (1)
7.1%

(2) (1) (0) (0) (1)

⑩ その他 10.0% 6.7% 0.0% 0.0% 100.0% 16.7%

(20) (15) (3) (1) (1) (6) (14)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-) (-)
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表２－４　調達した資金の使途　（複数回答）
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５　金融機関の貸出態度について
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５－１　現時点と昨年度末（2023年3月末）との比較　（単数回答）

(27) (27) (3) (28) (59)

(108)
② 年末・年度末の決済資金 10.3% 12.3% 8.6%

(151) (59) (51) (34) (7) (43)
64.2% 78.8%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 経費支払い等運転資金 74.0% 80.8% 72.9% 66.7% 70.0%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

22.4% 15.3%③ つなぎ資金 17.6% 27.4% 10.0% 15.7% 10.0%
(21) (9) (6) (5) (1) (8) (13)

9.8% 10.0% 11.9% 9.5%

(31) (12) (11) (7) (1) (7) (24)
13.7% 10.0% 10.4% 17.5%

(21)
④ 従業員への給与 15.2% 16.4% 15.7%

(36) (20) (7) (8) (1) (15)

(21)
⑥ 社会保険料（年金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負

担分
10.8% 15.1% 7.1%
(34) (7) (11) (14) (2) (13)

19.4% 15.3%⑤ 賞与資金（従業員へのﾎﾞｰﾅｽ） 16.7% 9.6% 15.7% 27.5% 20.0%

17.9% 15.3%⑦ 新分野進出・業態変更・事業革新に向けた設備投資（店舗
改修・ＩＴｼｽﾃﾑの導入、拡充等）

16.2% 13.7% 21.4% 11.8% 20.0%
(22) (11) (5) (6) (0) (8) (14)

11.8% 0.0% 11.9% 10.2%

(45) (7) (17) (19) (2) (27) (18)
37.3% 20.0% 40.3% 13.1%

(21)
⑧ 既存設備の維持・補修、入替 22.1% 9.6% 24.3%

(33) (10) (15) (6) (2) (12)

(5)
⑩ 納税資金 11.8% 20.5% 8.6%

(7) (3) (4) (0) (0) (2)
3.0% 3.6%⑨ 研究開発資金 3.4% 4.1% 5.7% 0.0% 0.0%

4.5% 5.8%⑪ その他 5.4% 8.2% 0.0% 7.8% 10.0%
(24) (15) (6) (2) (1) (9) (15)

3.9% 10.0% 13.4% 10.9%

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
- - -

(8)

無回答 - - - -

(11) (6) (0) (4) (1) (3)
人件費関連（④～⑥） 42.6% 41.1% 38.6% 52.9% 30.0% 41.8% 43.1%

(87) (30)

1億円超
製造業 非製造業

(137)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

(204) (73) (70) (51) (10) (67)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(13) (8) (4) (1) (0) (3) (10)
0.0% 4.5% 7.3%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなった 6.4% 11.0% 5.7% 2.0%

80.0% 76.1% 67.2%③ ほぼ変化なし 70.1% 60.3% 65.7% 88.2%
(7) (14)

10.2%
(21) (9) (9) (2) (1)

② 少し厳しくなった 10.3% 12.3% 12.9% 3.9% 10.0% 10.4%

2.9%
(7) (3) (3) (1) (0)

④ 少し好転した 3.4% 4.1% 4.3% 2.0% 0.0% 4.5%
(143) (44) (46) (45) (8) (51) (92)

(3) (0) (2) (1) (0) (0) (3)
0.0% 0.0% 2.2%⑤ 大幅に好転した 1.5% 0.0% 2.9% 2.0%

(3) (4)

- -無回答 - - - - -
(-) (-) (-) (-)

(3) (14)
10.2%

(17) (9) (6) (1) (1)

⑥ 昨年度末（2023年3月末）時点では借り入れ希望がなかった 8.3% 12.3% 8.6% 2.0% 10.0% 4.5%

(204) (73) (70) (51) (10) (67) (137)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-) (-)
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表２－５－２　2024年3月末時点と現時点との比較予想　（単数回答）

表２－６　今後の資金繰りに係る懸念事項について　（複数回答）

10.4% 9.5%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなる 9.8% 17.8% 7.1% 3.9% 0.0%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

(20) (7) (11) (2) (0) (7) (13)
3.9% 0.0% 10.4% 9.5%

(13)
② 少し厳しくなる 9.8% 9.6% 15.7%

(20) (13) (5) (2) (0) (7)

(102)
④ 少し好転する 4.4% 5.5% 2.9%

(152) (49) (49) (44) (10) (50)
74.6% 74.5%③ ほぼ変化なし 74.5% 67.1% 70.0% 86.3% 100.0%

0.0% 2.2%⑤ 大幅に好転する 1.5% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0%
(9) (4) (2) (3) (0) (3) (6)

5.9% 0.0% 4.5% 4.4%

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
- - -

(3)
無回答 - - - -

(3) (0) (3) (0)

1億円超
製造業 非製造業

(137)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

(204) (73) (70) (51) (10) (67)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(43) (22) (17) (4) (0) (22) (21)
0.0% 24.4% 10.9%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 売上の回復見通しが立たない 15.2% 24.2% 16.5% 5.9%

0.0% 2.2% 6.7%③ 補助金・助成金等の縮小 5.3% 6.6% 4.9% 5.9%
(1) (14)

7.3%
(15) (7) (5) (3) (0)

② 取引先からの支払いの遅れ 5.3% 7.7% 4.9% 4.4% 0.0% 1.1%

11.4%
(31) (20) (10) (1) (0)

④ 追加借り入れが必要 11.0% 22.0% 9.7% 1.5% 0.0% 10.0%
(15) (6) (5) (4) (0) (2) (13)

(10) (5) (5) (0) (0) (2) (8)
0.0% 2.2% 4.1%⑤ 返済に向け条件変更が必要 3.5% 5.5% 4.9% 0.0%

(9) (22)

14.3% 6.7% 7.3%⑦ 借入金利息の支払い負担が大きい 7.1% 12.1% 3.9% 2.9%
(4) (5)

2.6%
(9) (7) (1) (1) (0)

⑥ 借入枠の残りが少ない 3.2% 7.7% 1.0% 1.5% 0.0% 4.4%

3.1%
(12) (8) (3) (1) (0)

⑧ 過剰債務に陥っている 4.2% 8.8% 2.9% 1.5% 0.0% 6.7%
(20) (11) (4) (2) (3) (6) (14)

(5) (5) (0) (0) (0) (2) (3)
0.0% 2.2% 1.6%⑨ 借入金返済のめどが立たない 1.8% 5.5% 0.0% 0.0%

(6) (6)

19.0% 40.0% 31.6%⑪ 人件費負担の増大 34.3% 29.7% 37.9% 39.7%
(48) (62)

32.1%
(110) (31) (45) (25) (9)

⑩ 原材料費等の高騰 38.9% 34.1% 43.7% 36.8% 42.9% 53.3%

16.1%
(52) (14) (23) (10) (5)

⑫ 円安・為替 18.4% 15.4% 22.3% 14.7% 23.8% 23.3%
(97) (27) (39) (27) (4) (36) (61)

(98) (23) (34) (31) (10) (25) (73)
47.6% 27.8% 37.8%⑬ 特になし 34.6% 25.3% 33.0% 45.6%

(21) (31)

- -無回答 - - - - -
(-) (-) (-) (-)

(0) (6)
3.1%

(6) (5) (0) (1) (0)

⑭ その他 2.1% 5.5% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0%

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-) (-)
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表３．新型コロナ関連融資について
表３－１　政府系金融機関・民間金融機関の新型コロナウイルス感染症特別貸付（実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資）の借入状況　（単数回答）

表３－２　借入額及び返済状況について
※表３－１で②と回答した企業を対象

表３－２－１　新型コロナ関連融資の現在の借入額　（単数回答）

表３－２－２　新型コロナ関連融資の返済の開始時期　（単数回答）

7.8% 4.7%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 借入していたが、完済 5.7% 4.4% 6.8% 4.4% 9.5%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

(115) (54) (37) (23) (1) (35) (80)
33.8% 4.8% 38.9% 41.5%

(9)
② 借入中 40.6% 59.3% 35.9%

(16) (4) (7) (3) (2) (7)

1.5% 0.0% 2.2% 1.6%
(101)

④ 不明 1.8% 2.2% 1.9%
(147) (31) (57) (41) (18) (46)

51.1% 52.3%③ 借入していない 51.9% 34.1% 55.3% 60.3% 85.7%

-
(-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - -
(5) (2) (2) (1) (0) (2) (3)

(21) (90) (193)
100.0% 100.0%

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(283) (91) (103) (68)

(-) (-)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0.0% 0.0% 0.0%① 100万円未満 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

0.0% 0.0% 6.3%③ 200万円以上500万円未満 4.3% 7.4% 2.7% 0.0%
(0) (2)

2.5%
(2) (1) (1) (0) (0)

② 100万円以上200万円未満 1.7% 1.9% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0%

10.0%
(10) (6) (2) (1) (1)

④ 500万円以上1,000万円未満 8.7% 11.1% 5.4% 4.3% 100.0% 5.7%
(5) (4) (1) (0) (0) (0) (5)

(18) (11) (3) (4) (0) (5) (13)
0.0% 14.3% 16.3%⑤ 1,000万円以上2,000万円未満 15.7% 20.4% 8.1% 17.4%

(2) (8)

0.0% 8.6% 10.0%⑦ 3,000万円以上4,000万円未満 9.6% 13.0% 2.7% 13.0%
(5) (8)

10.0%
(13) (5) (6) (2) (0)

⑥ 2,000万円以上3,000万円未満 11.3% 9.3% 16.2% 8.7% 0.0% 14.3%

3.8%
(6) (3) (3) (0) (0)

⑧ 4,000万円以上5,000万円未満 5.2% 5.6% 8.1% 0.0% 0.0% 8.6%
(11) (7) (1) (3) (0) (3) (8)

(49) (16) (20) (13) (0) (16) (33)
0.0% 45.7% 41.3%⑨ 5,000万円以上 42.6% 29.6% 54.1% 56.5%

(3) (3)

- -無回答 - - - - -
(-) (-) (-) (-)

(1) (0)
0.0%

(1) (1) (0) (0) (0)

⑩ その他 0.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%

(115) (54) (37) (23) (1) (35) (80)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(-) (-) (-)

80.0% 76.3%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① すでに返済を開始している 77.4% 74.1% 81.1% 78.3% 100.0%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

(5) (2) (2) (1) (0) (2) (3)
4.3% 0.0% 5.7% 3.8%

(61)
② 年末までに返済を開始予定 4.3% 3.7% 5.4%

(89) (40) (30) (18) (1) (28)

(12)
④ 2025年以降に返済を開始予定 3.5% 5.6% 0.0%

(16) (8) (5) (3) (0) (4)
11.4% 15.0%③ 2024年内に返済を開始予定 13.9% 14.8% 13.5% 13.0% 0.0%

0.0% 1.3%⑤ その他 0.9% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0%
(4) (3) (0) (1) (0) (1) (3)

4.3% 0.0% 2.9% 3.8%

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
- - -

(1)
無回答 - - - -

(1) (1) (0) (0) (0) (0)

(80)(115) (54) (37) (23) (1) (35)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

- 6 -



表３－２－３　新型コロナ関連融資の返済見通し　（単数回答）

表３－３　借り換えの状況について
※新型コロナ関連融資の借り換えを行った企業を対象

表３－３－１　借り換えが希望通りの条件であったか（融資期間・据置期間・借入額・利率等）　（単数回答）

表３－３－３　借り換えとともに生産性や収益の向上に向けた取り組み（前向き投資）を行っているか　（単数回答）

表３－３－５　国に求める支援　（単数回答）

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(60) (26) (22) (10) (2) (20) (40)

④ 未定 21.7% 19.2% 22.7% 30.0% 0.0% 40.0% 12.5%
(13) (5) (5) (3) (0) (8) (5)

無回答 - - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

② 今後行う予定 21.7% 23.1% 27.3% 10.0% 0.0% 15.0% 25.0%
(13) (6) (6) (1) (0) (3) (10)

③ 行う予定はない 8.3% 0.0% 13.6% 20.0% 0.0% 0.0% 12.5%
(5) (0) (3) (2) (0) (0) (5)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① すでに行っている 48.3% 57.7% 36.4% 40.0% 100.0% 45.0% 50.0%
(29) (15) (8) (4) (2) (9) (20)

無回答 16.7% 3.8% 31.8% 10.0% 50.0% 5.0% 22.5%
(10) (1) (7) (1) (1) (1) (9)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(60) (26) (22) (10) (2) (20) (40)

② 希望通りでなかった（具体的に） 13.3% 19.2% 9.1% 0.0% 50.0% 10.0% 15.0%
(8) (5) (2) (0) (1) (2) (6)

③ その他 5.0% 7.7% 4.5% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0%
(3) (2) (1) (0) (0) (1) (2)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 希望通り 65.0% 69.2% 54.5% 90.0% 0.0% 80.0% 57.5%
(39) (18) (12) (9) (0) (16) (23)

1億円超
製造業 非製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

(87) (34) (29) (23) (1) (26) (61)
100.0% 74.3% 76.3%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 当初の条件で予定通り完済できる見込み 75.7% 63.0% 78.4% 100.0%

0.0% 2.9% 6.3%③ （借り換えが難しいため、）条件変更を行う予定 5.2% 5.6% 8.1% 0.0%
(7) (10)

12.5%
(17) (12) (5) (0) (0)

② 借り換え（により返済する）予定 14.8% 22.2% 13.5% 0.0% 0.0% 20.0%

3.8%
(4) (4) (0) (0) (0)

④ （条件変更も難しいため、）廃業等も含めて検討せねばなら
ない

3.5% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
(6) (3) (3) (0) (0) (1) (5)

(1) (1) (0) (0) (0) (0) (1)
0.0% 0.0% 1.3%⑤ 不明・その他 0.9% 1.9% 0.0% 0.0%

(1) (3)

(115) (54) (37) (23) (1) (35) (80)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - - -

35.0% 50.0%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 資金繰り支援・借り換え支援制度 45.0% 38.5% 68.2% 20.0% 0.0%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

(21) (9) (4) (6) (2) (9) (12)
60.0% 100.0% 45.0% 30.0%

(20)
② 前向き投資に向けた支援制度・補助金 35.0% 34.6% 18.2%

(27) (10) (15) (2) (0) (7)

(5)
④ 円滑な廃業等に向けた支援制度 0.0% 0.0% 0.0%

(8) (5) (3) (0) (0) (3)
15.0% 12.5%③ 事業再生に向けた支援制度・補助金 13.3% 19.2% 13.6% 0.0% 0.0%

0.0% 7.5%⑤ その他 5.0% 7.7% 0.0% 10.0% 0.0%
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

(1) (0) (0) (1) (0) (1) (0)
0.0% 5.0% 0.0%

(3)
無回答 1.7% 0.0% 0.0% 10.0%

(3) (2) (0) (1) (0) (0)

(40)(60) (26) (22) (10) (2) (20)
合　計

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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表３－３－６　金融機関に求める支援　（単数回答）

表４．円安の影響について

表４－１　現在の為替水準の受け止め　（単数回答）

表４－２　円安の具体的な影響　（複数回答）

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)

⑪ その他 8.8% 8.8% 9.7% 5.9% 14.3% 5.6% 10.4%
(25) (8) (10) (4) (3) (5) (20)

無回答 - - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

⑨ 販売価格上昇による売り上げ・受注の減少 24.7% 30.8% 28.2% 17.6% 4.8% 22.2% 25.9%
(70) (28) (29) (12) (1) (20) (50)

⑩ 外国人材の採用・確保が困難になる 4.2% 2.2% 4.9% 7.4% 0.0% 2.2% 5.2%
(12) (2) (5) (5) (0) (2) (10)

⑦ 原材料、商品、エネルギー価格上昇等に伴うコスト上昇（間
接的影響）

68.9% 63.7% 73.8% 69.1% 66.7% 71.1% 67.9%
(195) (58) (76) (47) (14) (64) (131)

⑧ コスト上昇に見合う価格転嫁が難しい 40.3% 37.4% 44.7% 35.3% 47.6% 43.3% 38.9%
(114) (34) (46) (24) (10) (39) (75)

⑤ インバウンド需要の増加 9.5% 11.0% 7.8% 10.3% 9.5% 4.4% 11.9%
(27) (10) (8) (7) (2) (4) (23)

⑥ 自社の輸入コストの上昇（直接的影響） 24.4% 24.2% 24.3% 25.0% 23.8% 34.4% 19.7%
(69) (22) (25) (17) (5) (31) (38)

③ 取引先の国内回帰による受注増加 4.6% 4.4% 1.9% 10.3% 0.0% 7.8% 3.1%
(13) (4) (2) (7) (0) (7) (6)

④ 競合となる輸入品価格上昇による自社商品の受注増加 2.5% 3.3% 1.9% 1.5% 4.8% 5.6% 1.0%
(7) (3) (2) (1) (1) (5) (2)

① 自社の輸出・海外販売拡大 6.0% 4.4% 6.8% 7.4% 4.8% 8.9% 4.7%
(17) (4) (7) (5) (1) (8) (9)

② 取引先の輸出増加による受注増加 1.8% 2.2% 1.0% 1.5% 4.8% 4.4% 0.5%
(5) (2) (1) (1) (1) (4) (1)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

1億円超
製造業 非製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超

(35) (14) (17) (3) (1) (11) (24)
50.0% 55.0% 60.0%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 追加融資・借り換え・条件変更等の金融支援 58.3% 53.8% 77.3% 30.0%

0.0% 5.0% 5.0%③ 事業再生に向けた伴奏支援 5.0% 3.8% 0.0% 20.0%
(7) (12)

30.0%
(19) (10) (5) (3) (1)

② 事業拡大に向けた販路開拓等の支援 31.7% 38.5% 22.7% 30.0% 50.0% 35.0%

2.5%
(1) (1) (0) (0) (0)

④ 円滑な廃業等に向けた相談・助言支援 1.7% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(3) (1) (0) (2) (0) (1) (2)

(1) (0) (0) (1) (0) (0) (1)
0.0% 0.0% 2.5%⑤ その他 1.7% 0.0% 0.0% 10.0%

(0) (1)

(60) (26) (22) (10) (2) (20) (40)
100.0% 100.0% 100.0%

(0)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(1) (0) (0) (1) (0) (1)

無回答 1.7% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 5.0% 0.0%

(9) (3) (3) (2) (1) (2) (7)
4.8% 2.2% 3.6%① 経営にとってプラス 3.2% 3.3% 2.9% 2.9%

5千万円以下 1億円以下 3億円以下
全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業 非製造業

28.6% 24.4% 30.6%③ どちらでもない 32.9% 37.4% 30.1% 32.4%
(3) (25)

13.0%
(16) (6) (6) (3) (1)

② どちらかといえば経営にとってプラス 5.7% 6.6% 5.8% 4.4% 4.8% 3.3%

30.6%
(91) (24) (41) (21) (5)

④ どちらかといえば経営にとってマイナス 32.2% 26.4% 39.8% 30.9% 23.8% 35.6%
(93) (34) (31) (22) (6) (22) (59)

(74) (24) (22) (20) (8) (31) (43)
38.1% 34.4% 22.3%⑤ 経営にとってマイナス 26.1% 26.4% 21.4% 29.4%

(32) (59)

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - - -
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表４－３　経営上望ましい為替水準について　（単数回答）

表４－４　現在行っている、あるいは今後行う予定の取り組み・対策　（複数回答）

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)

⑬ その他 4.9% 5.5% 6.8% 2.9% 0.0% 2.2% 6.2%
(14) (5) (7) (2) (0) (2) (12)

無回答 - - - - - - -
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

⑪ 対応が困難 4.9% 11.0% 1.9% 2.9% 0.0% 5.6% 4.7%
(14) (10) (2) (2) (0) (5) (9)

⑫ 現時点ではわからない、検討中 21.2% 24.2% 24.3% 11.8% 23.8% 10.0% 25.4%
(60) (22) (25) (8) (5) (9) (49)

⑨ 経費削減 31.8% 37.4% 33.0% 29.4% 9.5% 38.9% 28.0%
(90) (34) (34) (20) (2) (35) (54)

⑩ 当該事業の縮小 2.1% 2.2% 3.9% 0.0% 0.0% 2.2% 2.6%
(6) (2) (4) (0) (0) (2) (5)

⑦ インバウンド需要の取り込み強化 3.5% 2.2% 6.8% 1.5% 0.0% 0.0% 5.2%
(10) (2) (7) (1) (0) (0) (10)

⑧ 為替予約によるリスクヘッジ 6.7% 6.6% 5.8% 2.9% 23.8% 12.2% 4.7%
(19) (6) (6) (2) (5) (11) (9)

⑤ 海外拠点における生産・販売を強化 4.6% 4.4% 3.9% 4.4% 9.5% 6.7% 3.6%
(13) (4) (4) (3) (2) (6) (7)

⑥ 海外拠点の再編・縮小・国内回帰 1.4% 2.2% 1.0% 1.5% 0.0% 3.3% 0.5%
(4) (2) (1) (1) (0) (3) (1)

③ 製品・サービスの高付加価値化 22.3% 15.4% 23.3% 29.4% 23.8% 33.3% 17.6%
(63) (14) (24) (20) (5) (30) (34)

④ 日本からの輸出を強化 4.9% 7.7% 4.9% 2.9% 0.0% 4.4% 5.2%
(14) (7) (5) (2) (0) (4) (10)

① 販売価格の引き上げ（価格転嫁） 58.0% 51.6% 62.1% 61.8% 52.4% 67.8% 53.4%
(164) (47) (64) (42) (11) (61) (103)

② 原材料・商品等の国内での調達強化 13.1% 8.8% 11.7% 19.1% 19.0% 15.6% 11.9%
(37) (8) (12) (13) (4) (14) (23)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

0.0% 8.9% 5.2%① １００円台以下（１００円台より円高） 6.4% 6.6% 5.8% 8.8%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業 非製造業

29.5%
(83) (25) (32) (17) (9)

② １１０円台 29.3% 27.5% 31.1% 25.0% 42.9% 28.9%
(18) (6) (6) (6) (0) (8) (10)

(113) (36) (47) (24) (6) (40) (73)
28.6% 44.4% 37.8%③ １２０円台 39.9% 39.6% 45.6% 35.3%

(26) (57)

4.8% 4.4% 3.6%⑤ １４０円台 3.9% 4.4% 3.9% 2.9%
(12) (38)

19.7%
(50) (17) (13) (15) (5)

④ １３０円台 17.7% 18.7% 12.6% 22.1% 23.8% 13.3%

2.1%
(4) (1) (1) (2) (0)

⑥ １５０円台 1.4% 1.1% 1.0% 2.9% 0.0% 0.0%
(11) (4) (4) (2) (1) (4) (7)

(4) (2) (0) (2) (0) (0) (4)
0.0% 0.0% 2.1%⑦ １６０円台以上（１６０円台より円安） 1.4% 2.2% 0.0% 2.9%

(0) (4)

(283) (91) (103) (68) (21) (90) (193)
100.0% 100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

無回答 - - - - - - -
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《 調 査 概 要 》

○ 2022年11月7日（月） ～ 11月21日（月）
○ 大阪商工会議所会員の中小企業　2,420社
○
○

《 回答企業の属性 》

【 資本金 】 【 業種 】

《 調 査 結 果 》

表１．現在の売上業況と新型コロナ関連融資について

表１－１　コロナ前（2019年度）と比較した今年度の売上見込み　（単数回答）

表１－２　政府系金融機関・民間金融機関の新型コロナウイルス感染症関連融資（実質無利子・無担保のいわゆるゼロゼロ融資等）の借入状況　（単数回答）

2022年12月7日

「現在の売上状況と新型コロナ関連融資・資金調達に関する調査」結果集計表
大阪商工会議所

(279)
100.0%

(371) (183) (154) (31) (3) (92)
100.0% 100.0%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

-
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

(-)
無回答 - - - - - -

-
(1) (1) (-) (-) (-) (1)

- 1.1%③ 不明 0.3% 0.5% - -
(22) (108)

38.7%
(130) (56) (51) (20) (3)

(171)
② 利用していない 35.0% 30.6% 33.1% 64.5% 100.0% 23.9%

61.3%
(240) (126) (103) (11) (-) (69)

- 75.0%① 借り入れしている・していた 64.7% 68.9% 66.9% 35.5%

(-)
-

(-) (-) (-) (-) (-)

(18)
⑩ その他

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(279)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業

100.0%
(371) (183) (154) (31) (3) (92)

100.0% 100.0%

増加小計（⑥～⑨）

(9)

8.2%
(6) (-) (9)

- 9.8%⑦ １０％以上３０％未満の増加 8.6%

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-) (-) (-) (-) (-)
- -

(74)

無回答 - - - - -
(-)

24.8% 21.3% 24.0% 51.6% - 19.6%

(3) (62)

(-) (1) (-) (1)
- 1.1%⑨ ５０％以上の増加 2.7% 4.9% - 3.2%

6.0% 9.7% 19.4%

(-)

- - - - - -

(13) (7) (4) (2) (-)

(23)
⑧ ３０％以上５０％未満の増加 3.5% 3.8% 2.6% 6.5% - -

3.2%
(10) (9)

26.5%
(92) (39) (37) (16) (-)

(32) (11) (15)

(13)
4.7%

(8) (29)
10.4%

(37) (12) (18) (7) (-)

(37)
⑥ １０％未満の増加 10.0% 6.6% 11.7% 22.6% - 8.7%

13.3%
(49) (21) (26) (2) (-) (12)

- 13.0%⑤ ２０１９年度並み 13.2% 11.5% 16.9% 6.5%

(16) (30)
67.4% 60.2%

減少小計（①～④）
62.0% 67.2% 59.1% 41.9% 100.0%
(230) (123) (91) (13) (168)

10.8%
(46) (21) (20) (4) (1)

(81)
④ １０％未満の減少 12.4% 11.5% 13.0% 12.9% 33.3% 17.4%

29.0%
(113) (58) (47) (7) (1) (32)

33.3% 34.8%③ １０％以上３０％未満の減少 30.5% 31.7% 30.5% 22.6%

3億円以下

1千万円超 5千万円超 1億円超
製造業全　体 1千万円以下

(10) (32)
11.5%

(42) (26) (15) (1) (-)

(25)
② ３０％以上５０％未満の減少 11.3% 14.2% 9.7% 3.2% - 10.9%

24.8% (92)

1千万円超～5千万円以下 41.5% (154) 非製造業 75.2% (279)

有効回答率 ： 15.3 ％

1千万円以下 49.3% (183) 製造業

9.0%
(29) (18) (9) (1) (1) (4)

33.3% 4.3%① ５０％以上の減少 7.8% 9.8% 5.8% 3.2%

非製造業
5千万円以下 1億円以下

調 査 期 間 ：
調 査 対 象 ：
有効回答数 ： 371 社

1億円超～3億円以下 0.8% (3)

5千万円超～1億円以下 8.4% (31)

資料２
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表１－３　借入額及び返済状況について
※表１－２で①と回答した企業を対象

表１－３－１　新型コロナ関連融資の借入額　（単数回答）

表１－３－２　新型コロナ関連融資の返済の開始時期　（単数回答）

表１－３－３　新型コロナ関連融資の返済見通し　（単数回答）

(171)
100.0%

(240) (126) (103) (11) (-) (69)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0%

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

(-) (-) (-) (-)

(3) (6)
3.5%

(9) (4) (5) (-) (-)

(8)
④ 不明・その他 3.8% 3.2% 4.9% - - 4.3%

4.7%
(9) (5) (3) (1) (-) (1)

- 1.4%③ 条件変更を行っても返済が難しい 3.8% 4.0% 2.9% 9.1%
(9) (31)

18.1%
(40) (32) (8) (-) (-)

(126)
② 条件変更を行えば返済できる見込み 16.7% 25.4% 7.8% - - 13.0%

73.7%
(182) (85) (87) (10) (-) (56)

- 81.2%① 当初の条件で予定通り返済できる見込み 75.8% 67.5% 84.5% 90.9%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(171)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業

(-) (69)
100.0% 100.0%

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -
(240) (126) (103) (11)

(-) (-)
-

(-) (-) (-) (-) (-)

(1)
無回答 - - - - - -

0.6%
(1) (-) (1) (-) (-) (-)

- - -
(5)

⑥ その他 0.4% - 1.0%
(7) (4) (3) (-) (-) (2)

2.9% 2.9%
(15)

⑤ 2025年以降に返済を開始予定 2.9% 3.2% 2.9% - -

8.8%
(17) (9) (8) (-) (-) (2)

- - 2.9%
(53)

④ 2024年内に返済を開始予定 7.1% 7.1% 7.8%
(80) (42) (32) (6) (-) (27)

39.1% 31.0%
(5)

③ 2023年内に返済を開始予定 33.3% 33.3% 31.1% 54.5% -

2.9%
(6) (3) (3) (-) (-) (1)

- - 1.4%
(92)

② 年末までに返済を開始予定 2.5% 2.4% 2.9%
(129) (68) (56) (5) (-) (37)

53.6% 53.8%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① すでに返済をしている 53.8% 54.0% 54.4% 45.5% -

製造業 非製造業

(171)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

100.0%
(240) (126) (103) (11) (-) (69)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0%

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

(-) (-) (-) (-)

(2) (1)
0.6%

(3) (-) (3) (-) (-)

(59)
⑩ その他 1.3% - 2.9% - - 2.9%

34.5%
(99) (43) (46) (10) (-) (40)

- 58.0%⑨ 5,000万円以上 41.3% 34.1% 44.7% 90.9%
(7) (24)

14.0%
(31) (17) (13) (1) (-)

(22)
⑧ 4,000万円以上5,000万円未満 12.9% 13.5% 12.6% 9.1% - 10.1%

12.9%
(31) (14) (17) (-) (-) (9)

- 13.0%⑦ 3,000万円以上4,000万円未満 12.9% 11.1% 16.5% -
(6) (19)

11.1%
(25) (10) (15) (-) (-)

(21)
⑥ 2,000万円以上3,000万円未満 10.4% 7.9% 14.6% - - 8.7%

12.3%
(23) (19) (4) (-) (-) (2)

- 2.9%⑤ 1,000万円以上2,000万円未満 9.6% 15.1% 3.9% -
(2) (19)

11.1%
(21) (18) (3) (-) (-)

(4)
④ 500万円以上1,000万円未満 8.8% 14.3% 2.9% - - 2.9%

2.3%
(4) (2) (2) (-) (-) (-)

- -③ 200万円以上500万円未満 1.7% 1.6% 1.9% -
(-) (1)

0.6%
(1) (1) (-) (-) (-)

(1)
② 100万円以上200万円未満 0.4% 0.8% - - - -

0.6%
(2) (2) (-) (-) (-) (1)

- 1.4%① 100万円未満 0.8% 1.6% - -

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業
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表２．資金繰り状況（新型コロナ関連融資も含め、全般）について

表２－１　金融機関からの借り入れ状況　（単数回答）

表２－２　３ヵ月以内に必要な資金を金融機関から借り入れる目途　（単数回答）
※表２－１で②③④と回答した企業を対象

表２－３　対応予定について　（複数回答）
※表２－２で③と回答した企業を対象

(35)
-

(41) (31) (9) (1) (-) (6)

(-)

合　計
- - - - - -

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

(-) (-) (-) (-)

(1) (7)
20.0%

(8) (6) (2) (-) (-)

(4)
⑩ その他 19.5% 19.4% 22.2% - - 16.7%

11.4%
(4) (2) (2) (-) (-) (-)

- -⑨ 廃業を検討 9.8% 6.5% 22.2% -
(-) (2)

5.7%
(2) (-) (2) (-) (-)

(-)
⑧ 休業を検討 4.9% - 22.2% - - -

-
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- -⑦ 自社および自社事業の売却 - - - -
(-) (2)

5.7%
(2) (2) (-) (-) (-)

(-)
⑥ 保有資産の売却 4.9% 6.5% - - - -

-
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- -⑤ 業務提携など出資の受け入れ - - - -
(3) (9)

25.7%
(12) (10) (1) (1) (-)

(2)
④ 補助金・助成金等の活用 29.3% 32.3% 11.1% 100.0% - 50.0%

5.7%
(2) (2) (-) (-) (-) (-)

- -③ 雇用調整（解雇・配置転換・労働時間抑制等） 4.9% 6.5% - -
(3) (17)

48.6%
(20) (17) (2) (1) (-)

(9)
② 経費削減・事業縮小・新規投資の中止等支出の削減 48.8% 54.8% 22.2% 100.0% - 50.0%

25.7%
(10) (7) (2) (1) (-) (1)

- 16.7%① 現在取引がない金融機関への借り入れ相談 24.4% 22.6% 22.2% 100.0%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

(68)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

製造業

100.0%
(98) (61) (35) (2) (-) (30)

- 100.0%
(1)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1.5%
(1) (1) (-) (-) (-) (-)

(35)
無回答 1.0% 1.6% - - - -

51.5%
(41) (31) (9) (1) (-) (6)

- 20.0%③ 目途はついておらず、つく見込みもない 41.8% 50.8% 25.7% 50.0%
(15) (24)

35.3%
(39) (20) (18) (1) (-)

(8)
② 目途はまだついていないが、つく見込みである 39.8% 32.8% 51.4% 50.0% - 50.0%

11.8%
(17) (9) (8) (-) (-) (9)

- 30.0%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 目途はついている 17.3% 14.8% 22.9% -

1億円超
製造業

(279)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

100.0%
(371) (183) (154) (31) (3) (92)

(-)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

-
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- -
(70)

無回答 - - - -
(84) (43) (28) (11) (2) (14)

15.2% 25.1%
(7)

⑤ 現時点で借り入れはなく、当面借り入れる必要もない 22.6% 23.5% 18.2% 35.5% 66.7%

2.5%
(11) (8) (3) (-) (-) (4)

- - 4.3%
(12)

④ 現時点で借り入れの必要はないが、３カ月以内には借り入
れる必要がある

3.0% 4.4% 1.9%
(17) (11) (6) (-) (-) (5)

5.4% 4.3%
(49)

③ 現時点で借り入れの必要があるにも関わらず、まったく借り
入れられていない

4.6% 6.0% 3.9% - -

17.6%
(70) (42) (26) (2) (-) (21)

6.5% - 22.8%
(141)

② 現時点で資金を借り入れているが、十分な額ではない 18.9% 23.0% 16.9%
(189) (79) (91) (18) (1) (48)

52.2% 50.5%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 現時点で借り入れが必要な資金は、十分借り入れられてい
る

50.9% 43.2% 59.1% 58.1% 33.3%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超
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表２－４　調達した資金の使途　（複数回答）
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５　金融機関の貸出態度について
※表２－１で①～④と回答した企業を対象

表２－５－１　現時点と昨年度末（2022年3月末）との比較　（単数回答）

表２－５－２　現時点と2023年3月末時点との比較（予想）　（単数回答）

34.9% 50.0% - 52.6%
(96) (42) (44) (10) (-) (41)

26.3%
(55)

10.3% 1.0%
(28)
13.4%

(52) (22) (21) (9) (-) (24)
45.0% - 30.8%

(3) (5) (2) (-) (8)

(209)
100.0%

(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(2)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1.0%
(2) (1) (1) (-) (-) (-)

- -
(2)

無回答 0.7% 0.7% 0.8% -
(2) (1) (-) (1) (-) (-)

- 1.0%
(9)

⑤ 大幅に好転する 0.7% 0.7% - 5.0% -

4.3%
(15) (8) (6) (1) (-) (6)

5.0% - 7.7%
(117)

④ 少し好転する 5.2% 5.7% 4.8%
(159) (65) (79) (14) (1) (42)

53.8% 56.0%
(55)

③ ほぼ変化なし 55.4% 46.4% 62.7% 70.0% 100.0%

26.3%
(79) (45) (31) (3) (-) (24)

15.0% - 30.8%
(24)

② 少し厳しくなる 27.5% 32.1% 24.6%
(30) (20) (9) (1) (-) (6)

7.7% 11.5%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなる 10.5% 14.3% 7.1% 5.0% -

製造業 非製造業

(209)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超

100.0%
(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(4)

合　計
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(-) (-)
- 1.9%無回答 1.4% 1.4% 1.6% - -

(4) (2) (2) (-)

(8) (24)
11.5%

(32) (16) (14) (2) (-)

(2)
⑥ 昨年度末（2022年3月末）時点では借り入れ希望がなかった 11.1% 11.4% 11.1% 10.0% - 10.3%

1.0%
(3) (1) (1) (1) (-) (1)

- 1.3%⑤ 大幅に好転した 1.0% 0.7% 0.8% 5.0%
(4) (11)

5.3%
(15) (11) (2) (2) (-)

(123)
④ 少し好転した 5.2% 7.9% 1.6% 10.0% - 5.1%

58.9%
(176) (71) (91) (13) (1) (53)

100.0% 67.9%③ ほぼ変化なし 61.3% 50.7% 72.2% 65.0%
(8) (28)

13.4%
(36) (26) (8) (2) (-)

(17)
② 少し厳しくなった 12.5% 18.6% 6.3% 10.0% - 10.3%

8.1%
(21) (13) (8) (-) (-) (4)

- 5.1%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 大幅に厳しくなった 7.3% 9.3% 6.3% -

1億円超
製造業

(209)

全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超

-
(287) (140) (126) (20) (1) (78)

(-)

合　計
- - - - - -

-
(-) (-) (-) (-) (-) (-)

- -

⑨ 研究開発資金 3.5% 2.1% 4.0% 10.0% -

設備投資・研究開発費関連(⑦～⑨)
33.4% 30.0%

(9)
無回答 - - - -

(13) (2) (10) (1) (-) (4)
5.1% 4.3%

(21)
⑪ その他 4.5% 1.4% 7.9% 5.0% -

19.2% 18.6% 20.6% 15.0% -

人件費関連（④～⑥）
20.9% 25.0% 16.7% 20.0% 23.1%
(60) (35) (21) (4)

10.0%
(28) (17) (10) (1) (-) (7)

5.0% - 9.0%

(2)

⑩ 納税資金 9.8% 12.1% 7.9%

(10)

20.0% - 12.8%
(15)

⑥ 社会保険料（年金、医療、介護、雇用保険等）の使用者負担
分

11.5% 10.7% 11.1%
(28) (15) (10) (3) (-) (13)

(35)
⑧ 既存設備の維持・補修、入替 18.1% 15.7% 16.7%

(55) (26) (26) (3) (-) (20)
25.6% 16.7%

(23)

⑦ 新分野進出・業態変更・事業革新に向けた設備投資（店舗
改修・ＩＴｼｽﾃﾑの導入、拡充等）

(18)
20.1%
(42)

-
(-)

16.7% 7.2%
(30)

⑤ 賞与資金（従業員へのﾎﾞｰﾅｽ） 9.8% 10.7% 7.9% 15.0% -

14.4%
(45) (25) (16) (4) (-) (15)

20.0% - 19.2%

11.0%
(33) (15) (14) (4) (-) (10)

(30)
④ 従業員への給与 15.7% 17.9% 12.7%

(47) (24) (20) (3) (-) (17)
21.8% 14.4%

(8)
③ つなぎ資金 16.4% 17.1% 15.9% 15.0% -

3.8%
(17) (10) (6) (1) (-) (9)

5.0% - 11.5%
(174)

② 年末・年度末の決済資金 5.9% 7.1% 4.8%
(233) (119) (94) (19) (1) (59)

75.6% 83.3%
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 経費支払い等運転資金 81.2% 85.0% 74.6% 95.0% 100.0%

製造業 非製造業全　体 1千万円以下
1千万円超 5千万円超 1億円超
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表２－６　今後の資金繰りに係る懸念事項について　（複数回答）

(279)
-

(371) (183) (154) (31) (3) (92)

(-)

合　計
- - - - - -

(-) (-)
- -無回答 - - - - -

(-) (-) (-) (-)

(2) (15)
5.4%

(17) (9) (8) (-) (-)

(67)
⑭ その他 4.6% 4.9% 5.2% - - 2.2%

24.0%
(82) (33) (33) (13) (3) (15)

100.0% 16.3%⑬ 特になし 22.1% 18.0% 21.4% 41.9%
(26) (62)

22.2%
(88) (40) (41) (7) (-)

(59)
⑫ 円安・為替 23.7% 21.9% 26.6% 22.6% - 28.3%

21.1%
(95) (41) (46) (8) (-) (36)

- 39.1%⑪ 人件費負担の増大 25.6% 22.4% 29.9% 25.8%
(63) (120)

43.0%
(183) (87) (79) (17) (-)

(7)
⑩ 原材料費等の高騰 49.3% 47.5% 51.3% 54.8% - 68.5%

2.5%
(8) (5) (2) (1) (-) (1)

- 1.1%⑨ 借入金返済のめどが立たない 2.2% 2.7% 1.3% 3.2%
(1) (11)

3.9%
(12) (11) (1) (-) (-)

(10)
⑧ 過剰債務に陥っている 3.2% 6.0% 0.6% - - 1.1%

3.6%
(14) (8) (5) (1) (-) (4)

- 4.3%⑦ 借入金利息の支払い負担が大きい 3.8% 4.4% 3.2% 3.2%
(4) (14)

5.0%
(18) (14) (3) (1) (-)

(26)
⑥ 借入枠の残りが少ない 4.9% 7.7% 1.9% 3.2% - 4.3%

9.3%
(32) (24) (8) (-) (-) (6)

- 6.5%⑤ 返済に向け条件変更が必要 8.6% 13.1% 5.2% -
(13) (43)

15.4%
(56) (36) (15) (5) (-)

(40)
④ 追加借り入れが必要 15.1% 19.7% 9.7% 16.1% - 14.1%

14.3%
(57) (27) (28) (2) (-) (17)

- 18.5%③ 補助金・助成金等の縮小 15.4% 14.8% 18.2% 6.5%
(5) (15)

5.4%
(20) (10) (9) (1) (-)

(63)
② 取引先からの支払いの遅れ 5.4% 5.5% 5.8% 3.2% - 5.4%

22.6%
(87) (53) (32) (2) (-) (24)

- 26.1%

非製造業
5千万円以下 1億円以下 3億円以下

① 売上の回復見通しが立たない 23.5% 29.0% 20.8% 6.5%

1億円超
製造業全　体 1千万円以下

1千万円超 5千万円超
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