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都内中小企業の景況 

 
 

前　期(1.9) 今　期(1.12) 増　減
今後３か月間

の見通し
製　造　業 △ 28 △ 31 △ 3 △ 23
卸　売　業 △ 14 △ 38 △ 24 △ 19
小　売　業 △ 33 △ 51 △ 18 △ 31
サービス業 △ 12 △ 23 △ 11 △ 20

総　　　　合 △ 21 △ 35 △ 14 △ 23  
 

12月の都内中小企業の業況ＤＩ（業況が「良い」とした企業割合－「悪い」とした企業割合）は、前期比で14ポイント

減少し△35と大きく悪化した。今後3か月間（1～3月）の業況見通しＤＩでは、すべての業種で改善するとの見通しから、

全体では△23と大きく改善すると見込まれている。 

今期の都内中小企業の業況ＤＩを業種別にみると、製造業（△31）は 3 ポイント減でわずかに悪化し、サービス業（△

23）と小売業（△51）はそれぞれ 11 ポイント減、18 ポイント減で大きく悪化した。また、卸売業（△38）は 24 ポイ

ント減で非常に大きく悪化した。 

なお、仕入価格ＤＩ（仕入単価が「上昇」とした企業割合－「低下」とした企業割合）をみると、小売業（△4）は７ポイ

ント減で上昇傾向から下降傾向に転じ、卸売業（３）は６ポイント減で上昇傾向が多少弱まった。製造業（８）は１ポイン

ト減で前期並の上昇傾向が続いた。販売価格ＤＩ（販売単価が「上昇」とした企業割合－「低下」とした企業割合）は、製

造業（△５）は１ポイント増で前期並の下降傾向が続いた。サービス業（△３）は２ポイント減で下降傾向がわずかに強ま

った。卸売業（△４）は７ポイント減で上昇傾向から下降傾向に転じ、小売業（△10）は７ポイント減で下降傾向が多少強

まった。 

今後 3 か月間（１～３月）の業況見通しＤＩを業種別にみると、小売業（△31）は 20 ポイント増で非常に大きく改善、

卸売業（△19）は19ポイント増で大きく改善、製造業（△23）は８ポイント増で多少改善、サービス業（△20）は３ポ

イント増でわずかに改善すると見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都産業労働局「中小企業の景況調査」より
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業況見通し

令和元年 10～12 月期の都内中小企業の景況 

 

 

[注] 

○ＤＩ（Diffusion
ディフュージョン

 Index
インデックス

の略） 

 ＤＩ（ディーアイ）は、増加（又は「上昇」「楽」など）したと答えた企業割合から、減少（又は「下降」「苦しい」など）した

と答えた企業割合を差引いた数値のことで、不変部分を除いて増加したとする企業と減少したとする企業のどちらの力が強いか

を比べて時系列的に傾向をみようとするものです。 

○（季節調整済）ＤＩ 

 季節調整済とは、期ごとに季節的な変動を繰り返すＤＩを過去５年間まで遡って季節的な変動を除去して加工したＤＩ値です。

修正値ともいいます。 

○傾向値 

 傾向値は、季節変動の大きな業種（例えば小売業）ほど有効で、過去の推移を一層なめらかにして景気の方向をみる方法です。 

業 況：すべての業種で悪化 

見通し：すべての業種で改善する見込み 

 

 

 

業況ＤＩ（季節調整済、業況が｢良い｣とした企業割合－

｢悪い｣とした企業割合）は△35（前期は△21）と前期比

で 14 ポイント減少し、大きく悪化した。今後３か月間の

見通しでは大きく改善すると見込まれている。 
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△33→△44 

来期業況予測 

 

△51 

 

小
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今期業況 

 

△38→△48 

来期業況予測 

 

△57 
今期売上額 

 

 

△29→△43 

今期収益 
 

 

△27→△42 

今期販売価格 
 

 

△12→△14 

今期売上額 
 

 

△29→△40 

今期収益 
 

 

△32→△41 

今期販売価格 
 

 

△10→△4 
 

建
設
業 

今期業況 

 

5→△10 

来期業況予測 

 

△14 

 

運
輸
業 

今期業況 

 

△12→△21 

来期業況予測 

 

△34 
今期売上額 

 

 

4→△10 

今期収益 
 

 

△10→△19 

今期請負価格 
 

 

△9→△17 

今期売上額 
 

 

△11→△10 

今期収益 
 

 

△26→△18 

今期サービス提供価格 

 

 

6→10 
 
 

各業種別業況の動き（実績）と来期の予 測 

  

景気予報 

 
    

 

  
製造業 20 以上 19～10 9～0 △1～△10 △11～△20 △21～△30 △31 以下 
小売業 10 以上 9～0 △1～△10 △11～△20 △21～△30 △31～△40 △41 以下 

建設業 20 以上 19～10 9～0 △1～△10 △11～△20 △21～△30 △31 以下 
運輸業 15 以上 14～5 4～△5 △6～△15 △16～△25 △26～△35 △36 以下 

 好 調  不 調 

 A  B  C  D  F  G E 

≪調査の概要≫ 

調査時期 令和元年 10～12月 

調査対象事業所数（うち有効回答数） 

製造業 250 社（158 社） 

小売業 200 社（106 社） 

建設業 180 社（100 社） 

運輸業 150 社（ 78 社） 

調査方法 郵送アンケート調査 
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製 造 業 

 

売上・収益の動向と業況判断  

業況は、前期△33 から今期△44 と悪化傾向が大きく強まった。売上額は前期△29 から今期△43、

収益は前期△27から今期△42と、いずれも大きく減少した。受注残は前期△23から今期△43と非常

に大きく悪化した。 

 

価格・在庫動向  

原材料価格は前期 30から今期 36と上昇傾向が多少強まり、販売価格は前期△12から今期△14と

前期並の下降が続いた。在庫は前期 4から今期 10と過剰感が多少強まった。 

 

資金繰り・借入金動向  

資金繰りは前期△20から今期△24と厳しさがわずかに増した。借入難易度は前期 5から増減なしで

前期並の容易さが続いた。借入を実施した企業の割合は前期 32.7％から今期 45.0％と 12.3 ポイント

増加した。 

 

経営上の問題点・重点経営施策  

経営上の問題点については、１位「売上の停滞・減少」53.7%、２位「従業員の高齢化」28.2%、 

３位「国内需要の低迷」22.8%、４位「人材不足」21.5%、５位「受注先の減少」および「技術・技能

の継承」がいずれも 19.5%（同率）となった。 

 

【経営上の問題点（％）】 

 

重点経営施策では、１位「販路を広げる」51.7%、２位「経費を節減する」39.6%、３位「人材を確

保する」24.2%、４位「新製品・技術を開発する」23.5%、５位「情報力を強化する」18.8%となっ

た。 

 

【重点経営施策（％）】 

 
※ 情報に対する経営施策は、「情報力を強化する」18.8%に、「デジタル技術・情報通信技術を活用する」4.7%を加えると 23.5%となった。 

 

来期の見通し  

来期は、業況は悪化傾向が多少強まり、売上額、収益は今期並で推移すると見込まれている。原材料

価格は今期並の上昇が続き、販売価格は今期並の下降傾向で推移すると予測されている。 

 

  

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 売上の停滞・減少 46.2 % 売上の停滞・減少 51.1 % 売上の停滞・減少 59.0 % 売上の停滞・減少 53.7 %
第２位 人材不足 36.9 % 人材不足 28.4 % 従業員の高齢化 30.1 % 従業員の高齢化 28.2 %
第３位 従業員の高齢化 30.0 % 従業員の高齢化 24.8 % 人材不足 28.2 % 国内需要の低迷 22.8 %
第４位 技術・技能の継承 25.4 % 受注先の減少 22.0 % 受注先の減少 22.4 % 人材不足※ 21.5 %
第５位 国内需要の低迷 15.4 % 国内需要の低迷 19.9 % 国内需要の低迷 18.6 % 受注先の減少 19.5 %

原材料高 15.4 % 技術・技能の継承 19.5 %
工場・機械の狭小・老朽化 15.4 %

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 販路を広げる 46.6 % 販路を広げる 47.9 % 販路を広げる 48.7 % 販路を広げる 51.7 %
第２位 人材を確保する 38.9 % 経費を節減する 39.3 % 経費を節減する 38.5 % 経費を節減する 39.6 %
第３位 経費を節減する 32.8 % 人材を確保する 33.6 % 人材を確保する 34.0 % 人材を確保する 24.2 %
第４位 新製品・技術を開発する 23.7 % 新製品・技術を開発する 23.6 % 新製品・技術を開発する 18.6 % 新製品・技術を開発する 23.5 %
第５位 情報力を強化する 18.3 % 情報力を強化する 14.3 % 情報力を強化する 13.5 % 情報力を強化する 18.8 %

教育訓練を強化する 13.5 %

E 
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大田区と全都の製造業・業況の動き（実績）と来期の予測 

 
 

業況と売上額、収益、販売価格、原材料価格の動き（実績）と来期の予測 

 
 

設備投資動向（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

H30年

1～3 4～6 7～9 10～12

H31年

1～3

H31年4～

R1年6

R1年

7～9 10～12

R2年

1～3月

（予測）

DI

東京都

大田区

-60

-40

-20

0

20

40

60

H30年

1～3 4～6 7～9 10～12

H31年

1～3

H31年4～

R1年6

R1年

7～9 10～12

R2年

1～3月

（予測）

DI

収益

売上額

販売価格

業況

原材料価格

34.9 

35.8 

39.6 

32.0 

32.6 

65.1 

64.2 

60.4 

68.0 

67.4 

0% 50% 100%

H31年

1～3

H31年4～

R1年6

R1年

7～9

10～12

R2年

1～3月

（計画）
実施した 実施しない



 5 

業種別動向  

※東京都については製造業全体のグラフを表示 

業況の動きと来期予測 売上額、収益、販売価格、原材料価格の動きと来期予測 
（1）輸送用機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

（1）輸送用機械器具 
 

（2）電気機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

（2）電気機械器具 
 

（3）一般機械器具、金型 

 

 

 

 

 

 

 

（3）一般機械器具、金型 
 

（4）金属製品、建設用金属、金属プレス 

 

 

 

 

 

 

 

（4）金属製品、建設用金属、金属プレス 

 

（5）精密機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

（5）精密機械器具 
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コメント≪製造業≫ 

※コメントは回答のあった企業の意見・感想です。個々の景況感は一致しない場合があります。  
＜輸送用機械器具＞ 

1 2019年10月、11月期で特需があったが、

来期については不明。 

2 景気後退（国内および海外）の影響により減

収減益傾向となってきた。 

3 海外の仕入れが不安定だとすぐに遅れが出て

しまうため、安定供給が継続できるように対

策を打たなければならない。 

4 トラック向け部品需要は、10-12月は思った

ほどの減少はなかったが、1-3月には多少の

影響が出てくるものと予想する。 

5 横ばい状態であるが、景気次第でどうなるか

分からない。 

6 景気が良くない。中国とアメリカの貿易影響

か？株価など全く関係ない様な気がする。 

7 悪い。特に増税後の単価減が激しい。 

 

＜電気機械器具＞ 

1 大口顧客は来期受注減が予想される。よって

新規の顧客を確保しなければ資金繰りが厳し

くなりそう。 

2 1個でも LEDダウンライトを設計製作出来る

ことをホームページなどで認知して貰う努力

をするしか売上を伸ばす方法はない。 

3 入札でライバル会社に仕事をとられている。

（ライバル会社が製品のコストを安価で製造

しているため。） 

4 大手企業からの受注が比較的安定している。

来期（2020.1～3月）は仕事量の上下の波は

少ない。 

5 受注生産なので景況感は半年ずれる。現在は

変わらないが、来年度は減るかもしれない。 

6 受注残の関係で上半期は売上高が増える見込

だが下半期は現時点では落ち着いてくる見込

み。 

7 白熱電球の部品製造の為、年々需要は減って

いる。製造に必要な材料も需要減の為、製造

中止や大幅な値上げになっている。得意先も

年々廃業する。時代の流れなのでどうしよう

もない。 

8 2019年10月の台風で弊社の作っている製

品を作っている工場（弊社が委託している）

が被災したため、受注するも出荷できず、い

まだに工場は50％しか稼働していない。現在

他の工場を探している。 

 

9 依然として先行き不透明。 

10 当社の製造品であるコネクターの市場は注文

減となっていると聞く。米中の貿易摩擦が原

因との事。当社も時期的にその影響と思われ

る注文減が続いている。 

11 電子・電気機器の取引先に活力がなく、全体

的に冷え込んでいる様に思われる。 

 

＜一般機械器具、金型＞ 

1 受注残（量）が少ない。客先も仕事量が少な

くなっている。（米、中関係の影響か？） 

2 一昨年秋頃より米中貿易摩擦による中国、国

内景気低迷の影響を受け半導体製造及びそ

の装置メーカーの売上伸び悩み。当社の業績

も若干低迷している。経営力向上計画と先端

設備導入計画により機械設備の更新に成果

が出て、収益は向上した。 

3 オリンピック効果で少しだけ上昇している。 

4 各顧客の受注状況が悪い。どこも決まりそう

な案件が決まらず停滞していると聞く。設備

の投資が今一歩のところで話が止まる状況

が好転する時期をうかがっている様な気が

する。 

5 国内のメーカーが動き出している感じがす

る。 

6 現在の受注減の要因は米・中の貿易摩擦がも

とで中国の設備投資減少か受注先の注文減

になっている。 

7 当社が依存している自動車メーカーの再編

に伴い受注が減少し、見通しが立たない状況

が続いている。 

8 今期売上の回復傾向となった。来期も同様に

受け止めている。新部品の受注が重なり、金

型起工のキャパオーバーに近い状況。一方、

鋼材薄板の値上げ要請が有り、大手発注元へ

の転嫁が難しい。 

9 半導体関連製造装置から新規事業として病

院関係の薬品払い出しシステム装置が好調

である。来期は、半導体関連が増加する見通

しである。 

10 新規顧客の海外案件が減少している。 

 

＜金属製品、建設用金属、金属プレス＞ 

1 受注数の減少、得意先の廃業が続いている。 

2 従業員が高齢で、後継者がおらず廃業予定。 

 



 7 

3 新規受注は増加しているが売上げ不足にな

っている。 

4 各業界共に下方で受注がない、他方面に声を

かけるも、5軸系の仕事が多く、現設備では

対応出来ない。今のところ値下げ要請はない

が、今後の景気次第でどうなるかわからない。 

5 仕事が減った。1人作業で営業も出来ず、頼

みの得意先も全くダメな状況。 

6 町工場の減少によりスクラップの発生量が

少なく苦戦している。 

7 見積りは多いが受注に至らない。 

8 建築案件が出てこないので見通しがたたな

い。 

9 業界全体が増税の影響を確実に深刻に感じ

ている。不安定な世界景気が悪くなれば影響

は計りしれない。 

10 仕事が出て来ていない。 

 

＜精密機械器具＞ 

1 今年は仕入先の廃業・倒産が相次ぎ代わりに

請け負う業者がなかったり、価格が大幅に上

がったりする問題が多発した。売上の減少、

利益率の低下につながり懸念材料となって

いる。 

2 客先である大学官公庁等研究所の基礎研究

に係る予算が激減している為売上も受注も

減少の一途。研究を中止する客先まで出てい

る。出来合の装置による研究者が増え、製作

品等も減少、製造業には厳しい状況がこの先

も続く見込み。取引先からの支払条件の悪化。

（120日→150日でんさい）等。 

3 社長1人事務1人という状態で仕事は進まず

人手不足。いずれは廃業になる可能性がある。

今は一時的に電車部品の仕事をして忙しく

なっているが、それが終わるとまた仕事が減

ると思う。 

4 大手企業の発注が後ろ倒し。大手企業の撤退。

台風被害の為の修復費。この3点が収入減少

の理由。 

5 最悪の状態です！ 

6 最低賃金が毎年上がっているのに対し、売価

が上げられない。売価を上げたいのに逆にコ

トダウン要求がある。 

 

＜ほか製造業＞ 

1 米中貿易摩擦で国内移管になって忙しい。 

2 上場の商社と取引が始まったことと、得意先

を開拓してくれる会社が取引先として加わ

ったことが、売上・収益の好転に寄与した。

両得意先とも、東京からの商品の供給が営業

に良い結果を生んでいると評価してくれて

いる。 

3 2020年6月ごろまでは受注量がある。廃業

による得意先の縮小が後を絶たない。一方で

数年前から仕込んできた新商品が認知され

出してきた。 

4 仕入先からの値上げ要請が激しい。 

5 人件費の増加、配送費の増加を販売価格に乗

せる事が出来ず苦労している。 

6 新規顧客開発での売上げは前期から効果が

出始めている。今期、来期も引続き力を入れ

て行く。売上維持の原動力になっている！ 

7 2019年度（2020.5月まで）は、順調に事

業が進められている。2020年度（2020.6

月～1ヶ月）は、極めて受注面で厳しい状況

が見通せる。管理局面をしっかり対応するこ

と。財務についても強化して備えることに取

り組んでいる。 

8 台風による水害と米中貿易摩擦の影響をも

ろに受けて受注減につながっている。 

9 消費税増税で売上が上がったが、落ち込みも

あり±0。来年のオリンピック後が心配なの

で、内部留保に努めている。低価格化はせず

に高付加価値のある商品に重点を置き販売

していく。 

10 経営者（自分）の高齢化により後何年やれる

かという状況。 
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公益財団法人大田区産業振興協会 ものづくり連携コーディネーターより  

 

今期における業況 

（売上・利益・販売価格・

原材料価格等）やその要因 

 業況は「横ばい」、「悪い」の企業が大半。独自の技術や販路を持って

いる場合には「良い」とする企業もある。 

 当協会に入ってくる引き合いの件数は大きく減少している。 

 業種別では、半導体や民生部品等が大きく落ち込んでいる。半面、社

会インフラ関連は活況。 

 「悪い」の企業の多くは、機械設備が古い⇒生産性が悪い⇒利益が出

ない⇒設備投資できない⇒後継者問題…のスパイラルに入っている。 

今期における経営上の課題 

 経済全体の落ち込みが売上や単価の下落など経営に大きく影響を与

えている。 

 個別の課題としては、設備の老朽化、取引企業の減少、主要顧客への

高依存度、経営者・従業員の高齢化などが挙げられる。 

 中国向け取引比率の高い企業の中には、米中貿易摩擦の影響を受けて

いる企業もある。 

区内製造業企業における 

IT を活用した業務効率化・

生産性向上に関連する取組

の傾向・課題・事例 

 ITを利用してCADデータ受け渡しを行い機械のNC化やCADCAM

を活用している企業や、IoT の勉強会を開催して社内で認証試験を行

っている企業がある。 

 小規模や高齢経営者の企業の場合は、Email や ERP 等を活用せず、

未だにファックスで受発注している企業も多い。 

 長年の業務プロセスをそのまま使い続け、社会や取引先の変化に対応

できない、或いは気付かない企業が多い。 

区内製造業企業との 

やり取りの中でお気づきの 

点 

 大田区経済全体として、完全に不景気に突入している。 

 零細企業では将来のビジョンが描けていない企業が多いが、若い経営

者（承継予定者）に新しい事業にチャレンジしているケースがみられ

る。 

 廃業する企業も多く、専門的技術の歯抜け状態が進行しており、開

発・設計・製造に対する受注能力が急激に弱体化している。失った技

術領域を補う施策が必要。 

 ※公益財団法人大田区産業振興協会のものづくり連携コーディネーターによる巡回相談における、区内製造業企業に 

関する所見を掲載しています。 
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小 売 業 

 

売上・収益の動向と業況判断  

業況は、前期△38 から今期△48 と悪化傾向が大きく強まった。売上額は前期△29 から今期△40

と大きく減少し、収益は前期△32から今期△41と多少減少した。 

 

価格・在庫動向  

販売価格は前期△10から今期△４と下降傾向が多少弱まった。仕入価格は前期 17 から今期 30と上

昇傾向が大きく強まった。在庫は前期７から今期５と前期並の過剰感が続いた。 

 

資金繰り・借入金動向  

資金繰りは前期△28 から今期は△27 と前期並の厳しさが続いた。借入難易度は前期△11 から今期

△４と厳しさが多少和らいだ。借入を実施した企業の割合は前期 25.7％から今期 28.2％と、2.5 ポイ

ント増加した。 

 

経営上の問題点・重点経営施策  

経営上の問題点は、１位「売上の停滞・減少」60.0%、２位「人材不足」27.5%、３位「取引先の減

少」23.8%、４位「利幅の縮小」22.5%、５位「人件費の増加」21.3%となった。 

 

【経営上の問題点（％）】 

 

重点経営施策については、１位「経費を節減する」51.9%、２位「品揃えを改善する」25.3%、３位

「売れ筋商品を取扱う」22.8%、４位「人材を確保する」21.5%、５位「宣伝・広報を強化する」およ

び「新しい事業を始める」がいずれも 15.2%（同率）となった。 

 

【重点経営施策（％）】 

 

 

来期の見通し  

来期は、業況は悪化傾向が多少強まり、売上額は多少減少して、収益はわずかに減少すると見込まれ

ている。販売価格は下降傾向がわずかに強まり、仕入価格は上昇傾向が多少弱まると予測されている。 

  

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 売上の停滞・減少 55.4 % 売上の停滞・減少 60.2 % 売上の停滞・減少 60.8 % 売上の停滞・減少 60.0 %
第２位 人件費の増加 28.4 % 利幅の縮小 25.3 % 人材不足 29.7 % 人材不足※ 27.5 %
第３位 利幅の縮小 23.0 % 人材不足 24.1 % 人件費の増加 23.0 % 取引先の減少 23.8 %
第４位 人材不足 21.6 % 人件費の増加 22.9 % 利幅の縮小 20.3 % 利幅の縮小 22.5 %
第５位 同業者間の競争の激化 20.3 % 同業者間の競争の激化 19.3 % 大型店との競争の激化 13.5 % 人件費の増加 21.3 %

商店街の集客力の低下 20.3 % 商店街の集客力の低下 13.5 %

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 経費を節減する 51.4 % 経費を節減する 43.8 % 経費を節減する 54.2 % 経費を節減する 51.9 %
第２位 品揃えを改善する 23.6 % 品揃えを改善する 28.8 % 人材を確保する 22.2 % 品揃えを改善する 25.3 %
第３位 人材を確保する 20.8 % 人材を確保する 21.3 % 品揃えを改善する 20.8 % 売れ筋商品を取扱う 22.8 %
第４位 宣伝・広報を強化する 16.7 % 仕入先を開拓・選別する 17.5 % 宣伝・広報を強化する 15.3 % 人材を確保する 21.5 %

売れ筋商品を取扱う 16.7 % 仕入先を開拓・選別する 15.3 %
第５位 仕入先を開拓・選別する 15.3 % 教育訓練を強化する 13.8 % 売れ筋商品を取扱う 12.5 % 宣伝・広報を強化する 15.2 %

新しい事業を始める 15.2 %
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大田区と全都の小売業・業況の動き（実績）と来期の予測 

 

業況と売上額、収益、販売価格、仕入価格の動き（実績）と来期の予測 

 
 

設備投資動向（％） 
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業種別動向  

※東京都については小売業全体のグラフを表示 

業況の動きと来期予測 売上額、収益、販売価格、仕入価格の動きと来期予測 
（1）家具、家電 
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コメント≪小売業≫ 
※コメントは回答のあった企業の意見・感想です。個々の景況感は一致しない場合があります。 

 
＜家具、家電＞ 

1 当社の地域では、同業者が廃業しているので、

新規顧客増で、増収・増益が続いている。この

時期に質の良い下請（異業種含め）業者を確保

したい。 

2 量販店の価格の安さについていけない。消費税

が10％になってから売上げが下がった。 
 

＜飲食店＞ 

1 増税、人手不足により収益が悪化している。 

2 最近の傾向として、喫茶店で有りながら、コー

ヒーの需要が少なくなりランチに頼っている状

態。高年齢の方の減少とコンビニ等の安価なコ

ーヒーが大きな原因であるが、昔に比べるとお

客様の気持ちにゆとりが無いのも要因の一つと

思われる。 

3 高齢化によりお客様が減少している。その分の

新規のお客様がとれていない。ＳＮＳ、ブログ

など宣伝をいっさいやっていないのも原因の一

つ。キャッシュレスを導入しないといけない。 

4 世代交代による過渡期を迎えている。体制構築、

人材確保が急務。取引先の見直し等で収益減続

く。 

5 消費税の増税は今後かなり影響ありそう。 
 

＜飲食料品＞ 

1 暖冬傾向の為に鍋商材の販売が減少している。

天候に左右されない商品が必要と思われる。 

2 消費税の増税で消費の冷え込みがこれまで経験

したことがないくらいひどい。 

3 減収・減益で厳しい。 

4 増税後、お客様の来客数が減っている。 

5 飲食関係の仕事をしている。軽減税率のおかげ

で、売上が増えないのに事務手数が大幅に増え

た。 

6 近所の大企業の移転で客数が減少。しかし10月

位から回復傾向。 

7 新規顧客増がないのでやや苦しい。 

8 主に酒類小売販売であるが既存の商品は値段の

勝負になるので大型店にはかなわないため、こ

だわりの商品を販売できるように努力している。

ただ小ロットの仕入れに対しては物流コスト上

昇等で仕入れも上昇傾向なので結果的に販売増

加に結びつかない。 
 

＜衣服、身の回り品＞ 

1 中型スーパー閉店のため通りの流れが変わった。

大型スーパー近々オープン。規制して欲しい。 

2 増税後売上の減少、デフレ化が激しく、値引き

をしないと売れない。12月に入って特に激しい。 

＜ほか小売業＞ 

1 業務の多角化を実践し、本業の収益悪化をカバ

ーしている。金融機関との交渉も、今後の見通

しが立たないため、難しい。廃業も視野に入れ

ている。 

2 インターネット販売が急増加し、今までの売上

の3割がシステム業者へ流れる中人為的な作業

だけが増えたため取引先に値上げ（一部）を申

し出たところ、受入れてくれた為、売上の一部

が戻った。 

3 消費税アップに伴い、全てが便乗値上の感があ

る。 

4 仕事が減少している。廃業も検討。 

5 同業社が閉店したため一時的な売上増になって

いるが、これを固定化できるか、新しいリーダ

ー育成で世代交代できるか、利益の確保が今年

同様できるかが問題。 

6 外国人客がやや多くなったので品揃えに注意す

る。 

7 ネットを見ての注文が増えている。ネット販売

の商品はネット関係からしか入手できないもの

もあり苦戦している。消費税増税に伴う運賃、

手数料の値上がりも小規模企業にとっては痛手

となっている。 

8 若い人はネット販売にて購入。 

9 新規顧客の増えないなか顧客の高齢化により顧

客数も徐々に減少し、売り上げが下がっている。 

10 次世代にバトンタッチを望んでいないので新規

開拓はしないが、ある程度の需要は望める。隙

間産業なので、大きな企業の参入が難しい為と

思われる。技術と時間、約束を担保できればま

だまだ需要有と考える。 

11 ハイブリッド車の増加により、ガソリンの販売

量が減少している。 

12 優良な人材が不足していて思うように事業がで

きない。 

13 商品が生もので注文が来る時は重なるし、一つ

一つ手のかかるものであり、暇な時と忙しい時

の差が激しい。廃棄する量が多く、ゴミの処理

費もかかる。 

14 休日増による客離れがあり、時短が収益を圧迫

している。人件費が上がり、収益減。 

15 長期営業を続け顧客の固定化と口コミ、ＤＭ、

ＨＰの相乗効果で売上の維持を保っている。 

16 近い将来、閉店を考えている。美術業界全般先

細りで利益を生む事が段々むずかしくなってい

る。 
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公益財団法人大田区産業振興協会 あきない活性化コーディネーターより  

 

今期における業況 

（売上・利益・仕入等）や

その要因 

 消費税の 10％への上昇分を販売価格に反映させた事業者では、売上

の落ち込みはあまりない。特に地元固定客のいる地域密着型の事業者

はその傾向が強い。 

 増税後に価格改定を据え置いた飲食店（実質値下げ）において、客数

が増加し、利益が増えたケースもあるが、全体的には原材料等の値上

げ及び人件費の高騰が利益を圧迫している。 

今期における経営上の課題 

 従業員の確保 

 飲食業の禁煙条例への対策 

 増税後の帳簿管理・伝票処理の複雑化への対応 

区内小売業における 

IT を活用した業務効率化・

生産性向上に関連する取組

の傾向・課題・事例 

 

 キャッシュレス決済端末を導入している店舗は未だに多くはない。キ

ャッシュフローの関係や顧客層に鑑みて、特に高齢化した店主に消極

的な傾向がみられる。 

 一部、レジをタブレット端末に入れ替え、販売実績データから顧客分

析や日々のレジ締めの省力化を実現している店舗もあるが、街の小規

模事業者の高齢化が進む中、IT による業務効率化の浸透は非常に難

しい面がある。利用を促進するようなテクニカルなサポート体制を望

む声もある。 

 

区内小売業企業との 

やり取りの中でお気づきの 

点 

 店頭掲示やSNSでの発信などを積極的に行っている店は好調な傾向

にある。 

 情熱的な地域振興を進める旗振り役が存在し、商店街組合という枠組

みを越えたネットワークを形成しているケースが散見される。 

※ 公益財団法人大田区産業振興協会のあきない活性化コーディネーターによる巡回相談における、区内小売業企業に 

関する所見を掲載しています。 
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建 設 業 
 
 

売上・収益の動向と業況判断  

業況は前期５から今期△10 と大きく悪化に転じた。売上額は前期 4から今期△10 と大きく増加から

減少に転じ、収益は前期△10 から今期△19と多少減少した。施工高、受注残はそれぞれ前期△４から

今期△11、前期△７から今期△15と、いずれも多少減少した。 

 

価格・在庫動向  

請負価格は前期△９から今期△17と下降傾向が多少強まった。材料価格は前期 32 から今期 33と前

期並の上昇傾向が続いた。材料在庫は前期△１から今期０と適正水準で推移した。 

 

資金繰り・借入金動向  

資金繰りは前期△２から今期△５と厳しさがわずかに増した。借入難易度は前期 22 から今期 16 と

容易さが多少縮小した。借入をした企業の割合は前期28.7％から今期35.4％と6.7ポイント増加した。 

 

経営上の問題点・重点経営施策  

経営上の問題点については、１位「人材不足」59.0%、２位「売上の停滞・減少」34.9%、３位「下

請の確保難」30.1%、４位「利幅の縮小」および「人件費の増加」がいずれも 15.7%（同率）、５位「材

料価格の上昇」および「後継者の不在および育成」がいずれも 12.0%（同率）となった。 

 

【経営上の問題点（％）】 

 

重点経営施策については、１位「人材を確保する」53.6%、２位「経費を節減する」36.9%、３位「販

路を広げる」25.0%、４位「技術力を高める」22.6%、５位「労働条件を改善する」16.7%となった。 

 

【重点経営施策（％）】 

 
 

来期の見通し  

来期は、業況は悪化傾向がわずかに強まり、売上額、収益ともに多少減少すると見込まれている。請

負価格は今期並の下降傾向で推移し、材料価格は今期並の上昇傾向が続くと予測されている。 

 

  

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 人材不足 47.4 % 人材不足 61.5 % 人材不足 60.2 % 人材不足※ 59.0 %
第２位 利幅の縮小 35.9 % 売上の停滞・減少 36.5 % 売上の停滞・減少 31.8 % 売上の停滞・減少 34.9 %
第３位 売上の停滞・減少 34.6 % 下請の確保難 22.9 % 後継者の不在および育成 22.7 % 下請の確保難 30.1 %
第４位 人件費の増加 23.1 % 利幅の縮小 19.8 % 技術力の不足 19.3 % 利幅の縮小 15.7 %

人件費の増加 15.7 %
第５位 材料価格の上昇 17.9 % 人件費の増加 15.6 % 利幅の縮小 18.2 % 材料価格の上昇 12.0 %

下請の確保難 18.2 % 後継者の不在および育成※ 12.0 %

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 人材を確保する 50.6 % 人材を確保する 55.2 % 人材を確保する 58.6 % 人材を確保する 53.6 %
第２位 経費を節減する 36.4 % 経費を節減する 43.8 % 経費を節減する 37.9 % 経費を節減する 36.9 %
第３位 技術力を高める 31.2 % 販路を広げる 30.2 % 技術力を高める 32.2 % 販路を広げる 25.0 %
第４位 販路を広げる 26.0 % 技術力を高める 27.1 % 販路を広げる 25.3 % 技術力を高める 22.6 %
第５位 教育訓練を強化する 19.5 % 情報力を強化する 24.0 % 情報力を強化する 17.2 % 労働条件を改善する 16.7 %

売上・収益の動向と業況判断 
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大田区の建設業・業況の動き（実績）と来期の予測 

 
 

業況と売上額、収益、請負価格、材料価格の動き（実績）と来期の予測へ 

 

設備投資動向（％） 
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コメント≪建設業≫ 
※コメントは回答のあった企業の意見・感想です。個々の景況感は一致しない場合があります。 

 
1 台風の影響が大きかった。 

2 むだをなくし経費を節減して利益を確保して

頑張っている。 

3 たまたま入札で工事が取れたが、来期はどう

なるか分からない。若い人が二人入社したが、

続いてくれれば良いと思っている。 

4 2、3年前よりは良くなった。 

5 人材確保の為人件費が増加し、既存の社員の

賃金とのバランスが難しくなっており、今後、

全体的に人件費増加が予想される。 

6 オリンピックが開催される為、年度末～秋口

まで受注が落ちると思う。特に期間中は活動

さえ出来なくなると考えている。その後年末、

年度末へと受注は一気に増え、人材の確保も

難しいだろう。 

7 受注は順調、外注労務増で収益の先行不透明。 

8 得意先ゼネコンの受注高が上下して良いとこ

ろと悪いところが出ている。日々の売上のバ

ランスがとりづらい。オリンピック施設がほ

ぼ完了した影響が出ている。 

9 台風による災害復旧で工事量は増したが、収

益は上がらない。取締役（3名）の退任による

退職金が大きく影響し収益が減となる。 

10 消費税の値上がりで少々受注難。 

11 顧客増により増収・増益を目指したい。 

12 現状維持。電子化、ペーパーレスを進める。 

13 後継者の問題あり、事業を広げるのは困難。

現状維持を考える。 

14 適正価格の仕事が少ない。役所工事において

も、競争入札のため末端での工事は厳しいと

感じる。 

15 仕事量は多いが働き方改革法で仕事の量を減

らし断る事も多いのが現状である。税金、社

会保険料が高すぎる。 

16 発注元の受注残は、十分有る。オリンピック

後の状況を注視している。 

17 受注残高の安定はしているが新規受注の確保

に注力することとなる。 

18 工事に関する技術者が少ない為、全体の工事

量は増えず売り上げは減となり、収益は少な

い。 

19 募集をしても、人材が集まらないので、売上

を上げられない。 

20 職人の数が足りない。今まで経験した中で最

も困難。その割に請負単価は上がらない。 

21 材料価格が上昇しているがそれを金額に反映

できない。 

22 減収・減益が続いている。 

 

23 大田区役所発注の公共事業専門のため、毎年

平均して受注しており安定している。 

24 地場での取引先の減少で、遠方での仕事が多

く、経費がかさむ。 

25 材料の価格、取引先からの値下げ要請が激し

い。 

26 サブコンから引合いが多いため、お断りして

いる。 

27 今期は前期に比べ減収増益の傾向。受注は他

力本願の部分が多いため安定感は乏しいが、

堅実なビジネスモデルでもあるため経営は割

と安定している。長期借入金の返済も残り1

年半で終わり、自己資金額も50％以上あるた

め株主資本を積み重ねていきたいと考えてい

る。 

28 いちじるしい経費の増加＆税金の増加等の為

収益の減少が続いている。金融機関の借入が

厳しい。 

29 下請の人材不足、職人の高齢化。 
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運 輸 業 
 
 

売上・収益の動向と業況判断  

業況は前期△12から今期△21と悪化傾向が多少強まった。売上額は前期△11から今期△10と前期

並の減少が続いたが、収益は前期△26から今期△18と多少改善した。 

 

価格動向  

サービス提供価格は前期 6 から今期 10 と上昇傾向がわずかに強まった。仕入価格は前期 29 から今

期 43と上昇傾向が大きく強まった。 

 

資金繰り・借入金動向  

資金繰りは前期△17 から今期△18 と前期並の厳しさが続き、借入難易度は前期 2 から今期 0 と前

期並の容易さが続いた。借入を実施した企業の割合は前期 36.0％から今期 35.7％とほぼ横ばいとなっ

た。 

 

経営上の問題点・重点経営施策  

経営上の問題点については、１位「人材不足」64.3%、２位「売上の停滞・減少」40.5%、３位「人

件費の増加」33.3%、４位「仕入価格の上昇」および「車両の老朽化」がいずれも 14.3%（同率）、５

位「利幅の縮小」、「人件費以外の経費の増加」、「後継者の不在および育成」、「駐車場の確保難」および

「店舗・設備の狭小・老朽化」がいずれも 9.5%（同率）となった。 
 
【経営上の問題点（％）】 

 

重点経営施策については、１位「人材を確保する」64.3%、２位「経費を節減する」および「車両を

新規導入・修繕する」がいずれも 28.6%（同率）、３位「販路を広げる」16.7%、４位「提携先を見つ

ける」および「教育訓練を強化する」がいずれも 14.3%（同率）、５位「デジタル技術・情報通信技術

を活用する」および「労働条件を改善する」がいずれも 11.9%（同率）となった。 
 
【重点経営施策（％）】 

 
 

来期の見通し  

来期の業況は、悪化傾向が大きく強まると見込まれている。売上額は大きく減少し、収益も多少減少

すると予測されている。サービス提供価格は上昇傾向から下降傾向に大きく転じ、仕入価格は上昇傾向

がわずかに弱まると見込まれている。  

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 人材不足 68.5 % 人材不足 72.5 % 人材不足 68.8 % 人材不足※ 64.3 %
第２位 売上の停滞・減少 37.0 % 売上の停滞・減少 45.1 % 売上の停滞・減少 41.7 % 売上の停滞・減少 40.5 %
第３位 人件費の増加 27.8 % 人件費の増加 33.3 % 人件費の増加 33.3 % 人件費の増加 33.3 %
第４位 仕入価格の上昇 24.1 % 車両の老朽化 23.5 % 車両の老朽化 16.7 % 仕入価格の上昇 14.3 %

車両の老朽化 24.1 % 車両の老朽化 14.3 %
第５位 人件費以外の経費の増加 16.7 % 利幅の縮小 17.6 % 仕入価格の上昇 12.5 % 利幅の縮小 9.5 %

人件費以外の経費の増加 12.5 % 人件費以外の経費の増加 9.5 %
後継者の不在および育成※ 9.5 %
駐車場の確保難 9.5 %
店舗・設備の狭小・老朽化 9.5 %

平成31年1～3月期 平成31年4月～令和元年6月期 令和元年7～9月期 令和元年10～12月期

第１位 人材を確保する 59.3 % 人材を確保する 70.0 % 人材を確保する 74.0 % 人材を確保する 64.3 %
第２位 経費を節減する 37.0 % 経費を節減する 36.0 % 経費を節減する 36.0 % 経費を節減する 28.6 %

車両を新規導入・修繕する 28.6 %
第３位 販路を広げる 33.3 % 労働条件を改善する 34.0 % 労働条件を改善する 24.0 % 販路を広げる 16.7 %
第４位 労働条件を改善する 25.9 % 車両を新規導入・修繕する 26.0 % 車両を新規導入・修繕する 20.0 % 提携先を見つける 14.3 %

教育訓練を強化する 14.3 %
第５位 車両を新規導入・修繕する 20.4 % 販路を広げる 24.0 % 販路を広げる 18.0 % デジタル技術・情報通信技術を

活用する※
11.9 %

労働条件を改善する 11.9 %

売上・収益の動向と業況判断 
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大田区の運輸業および全都のサービス業・業況の動き（実績）と来期の予測 

 

 

業況と売上額、収益、サービス提供価格、仕入価格の動き（実績）と来期の予測 

 

設備投資動向（％） 
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コメント≪運輸業≫ 
※コメントは回答のあった企業の意見・感想です。個々の景況感は一致しない場合があります。 

 
1 10月に消費税の改定があり、花きについては

売上が低迷しており、その結果、運送業におい

ても影響を受けている。また今年は9～10月に

大型台風が到来し、生産量が減少しているため、

運ぶ荷物が減少している。運送単価については

横ばいである。 

2 トータル的にはマイナスである。働き方改革に

対し、今からある程度の事を形にして行かなけ

れば、間に合わないと思う。人手の確保・増員

しつつ、残業時間を短縮し、社員達の給料がど

れだけ減少するのかと、会社が負担するのがど

れだけなのかが、不安である。ただ来年に向け

仕事のムダを最小限にしようと思っている。 

3 業績好調な取引先より新規配送依頼が来るが、

人員不足により対応が難しくなっている。協力

関係を構築できる運送会社を探している。 

4 人手不足。人員の確保が困難になってきている。 

5 人材の不足、戦力ダウンが非常に大きな問題。

平均年齢も高くなって来ていて、新しい力が事

業の活力にもなる。この問題の方向性をしっか

りつけていかないと、企業の存続に係わると認

識し対策を取っていく。 

6 法規制、税規制の緩和。 

7 新規顧客増による増収、増益が続く。 

8 今は安定している。 

9 機械類の運搬をメインとしているが昨年は一

昨年と比べ信じられない程の受注落ち込みと

なった。一昨年は年初より大手荷主から車両の

増大、作業員の確保を事有る事に念を押されて

いたが今年もしばし景気（設備投資）の回復を

待つのみである。 

10 弊社は零細運送業者であり、燃料（軽油）の高

騰、トラック入替えによるリース料の増加等に

より厳しい経営状態になっている。また運転手

の高齢化と人材確保が難しい問題となってい

る。 

11 若干の作業単価の引き上げにより、幾分かの売

上の上昇は見られるが、収益は依然として大幅

な赤字であり、解消するには更なる作業単価の

引き上げが必要となる。大企業はすみやかに下

請企業へ収益の一部を流していただきたい。上

流で詰まっている為、下流は枯れ果てて瀕死状

態。 

12 人材確保で増収を図るため、あらゆる媒体を活

用する。 

13 従来の顧客の販売拡大に努力し、安定した状況

にある。 

 

 

14 僅かに増収となっているが、人件費の上昇、燃

料の高騰に加え、働き方改革による労働時間の

調整等で収益につなげるには時間がかかりそ

うである。若年層の中型免許の取得が難しく、

高齢化が進んでいる。 

15 米中の貿易摩擦等にて荷主の取扱も減少。 

16 弊社は港湾京浜近くに有り、物流倉庫会社等に

顧客が多いので米国と中国そして自国との関

税及び取引数量に大きく売上や利益が左右さ

れるため、この先が不安（2019年10月～

2020年9月）※イランの問題（特に原油高へ

影響）。その他取引先との関係は良好に続くと

思われる。 
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※ ご協力いただいた金融機関（共立信用組合・さわやか信用金庫・芝信用金庫・城南信用金庫：50 音順）からのコ

メントを掲載します。なお、コメントは順不同で掲載しています。 

≪令和元年10～12月期における、区内企業との取引（預金・融資量の推移等）を通しての区内の業況≫ 

 製造業 
 米中の貿易摩擦により、厳しい業況にある取引先も複数ある。 
 世界経済の影響や、大手メーカーの内製化の動き等により、受注量が減少してきている。 
 資金繰りに関しては返済負担の増加に慎重であり、固定性預金の解約が目立つ。 
 資金繰りの相談が少し増えたように感じる。 
 資金繰り安定化のため、旧債一本化等による長期運転資金の相談はあるが、設備投資等について、営業車輌買

換え以外はなく、特に小規模企業は慎重な構えである。 
 増税対策資金として仕入れ資金の申込みが多々あった。増税によって経費へのダメージが如実に現れている。 
 同業他社との競争激化により受注量低下傾向、業況は依然として厳しい。 

 小売業・卸売業 
 消費増税の影響による買い控えを感じている企業が多い。 
 スーパー等は正月需要により売り上げ増加。 
 （商店）は常連顧客（高齢者）により売上形成できているが、若者顧客が少なく、将来を見据えた場合、事業

の持続可能性に不安を抱いている。若者のライフスタイル変化として夫婦共働きが挙げられ、インターネッ
ト・大型スーパー・コンビニ等、地元商店利用率低下が要因。新規借入相談は少なく、資金繰り面についても
現・預金資産取崩し等で対応するケースが多い。 

 （卸売業）全般的に下降傾向にあるが、建材については台風被害の影響もあり好調。融資対応の実績あり。 

 サービス業 
 総じて下降傾向にあるが、羽田空港の拡張に伴い、周辺のホテルや付随するサービス業は追い風となっている。

インバウンド需要も増加傾向。 
 飲食関係は、マンション等も増え人口は増えているが、客足の増加には繋がっていない。 

 建築業・不動産業・運輸業 
 （建築業）台風等の影響により改修工事を含め業況も順調に推移している。 
 （建築業）受注増加傾向にあるものの、人手不足の影響により売り上げ増加には至っていない。 
 （不動産業）建替えや購入のニーズが高く、物件価格及び建築価格ともに上昇している。賃貸業に関しては、

安定した入居率にて推移している。 
 （運輸業）トラック・営業車増車等の設備資金需要は上昇傾向となっている。 

 

≪金融機関や行政が行っている取り組みやサービスについて、区内企業から寄せられた要望や相談≫ 
 製造業については、補助金・助成金等の問い合わせが複数あり（条件緩和等）。 
 製造業を含む幅広い分野で、人手不足の声が多く、経験者の紹介依頼もある。 
 製造業から設備資金について補助金や助成金のようなものはないか問い合わせがあった。 
 小売業からは、情報発信強化・市街地の活性化について相談あり。 
 大田区のあっせん等金利優遇のある制度の要望が多い。 
 事業承継について専門家に相談したい。 
 ミラサポを通して専門家派遣を行いたい。 
 賃貸物件所有者が多いが、年数の経過している物件所有者も多く、不動産賃貸業においては、修繕補助などの

制度があったらよいという声がある。 
 人手不足感が強く、人材紹介の要望あり。 
 創業後の販路拡大などに関し、中小企業診断士派遣の依頼。 
 事業承継、補助金、マッチングの依頼多数。 
 新たに事業を開始する際の窓口が分かりづらく、どこに相談すればよいのか迷ってしまう。 
 廃業を検討している企業から、廃業手続きを専門家に相談したい。 
 Ｍ＆Ａについて、専門家の意見を聞きたい。 

 
≪その他、大田区の景況感に関する事項≫ 
 夜間人口は増加しているものの、消費は大型スーパー等に集中していることから、小売店や個人経営の商店は

厳しい状況にある。それに伴い廃業を検討している取引先もある。 
 消費税率引き上げ後、小売業においては、利益を確保すべく販売価格を見直す動きが見受けられる。 
 貸室の一部を民泊用にするビルオーナーが増える一方で大型ホテルの開業もあり、オリンピック後に安定稼働

するのか不安。 
 国際情勢の不安定感、オリンピック後の景気等、先行き不透明感を感じている方が多い。 
 条件変更等の申し込みが増加しており、全体的に景気悪化の兆しがある。 
 景気感としては、横這い状態から下り傾向であり、社有物件の取得や大型の設備投資まで至っていない。 
 事業者の高齢化により、工場跡地の賃貸化や建物老朽化による収益物件の建築を検討している方が多い。 
 業態により所得格差が出ており、特に個人・家族経営の取引先は東京オリンピック後の景気を気にしている。 
 売上増加企業と減少企業の二極化。 

金融機関より 
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[調査対象企業数] 

製造業 非製造業 合計 回答率
全 国 企 業 3,994社 5,687社 9,681社 99.6%
うち大 企 業 1,000社 909社 1,909社 99.6%

中堅企業 1,034社 1,678社 2,712社 99.7%
中小企業 1,960社 3,100社 5,060社 99.5%

金融機関 － － 207社 98.6%

（参考）事業計画の前提となっている想定為替レート（大企業・製造業） （円/ドル）

上期 下期 上期 下期
2019年9月調査 － － － 108.68 108.86 108.50
2019年12月調査 － － － 107.83 108.80 106.90

2018年度 2019年度

 

[業況判断] 

変化幅 変化幅

製　造　業 5 2 0 -5 0 0
非製造業 21 15 20 -1 18 -2
全　産　業 13 8 9 -4 8 -1

製　造　業 2 -1 1 -1 -4 -5
非製造業 18 9 14 -4 7 -7
全　産　業 12 5 9 -3 3 -6

製　造　業 -4 -9 -9 -5 -12 -3
非製造業 10 1 7 -3 1 -6
全　産　業 5 -3 1 -4 -4 -5

製　造　業 -1 -4 -4 -3 -7 -3
非製造業 14 6 11 -3 5 -6
全　産　業 8 2 4 -4 0 -4

2019年9月調査

中堅企業

中小企業

先行き

全規模合計

最近 先行き 最近

2019年12月調査

大企業

 

 

[売上高・収益計画] 

（計画） 修正率 （計画） 修正率
製造業 2.9 ― -1.6 -2.0
国内 2.2 ― -0.5 -1.2
輸出 4.3 ― -3.8 -3.5

非製造業 2.0 ― -0.3 -1.2
全産業 2.3 ― -0.8 -1.5
製造業 3.9 ― 0.0 -0.8

非製造業 3.1 ― 2.6 0.0
全産業 3.3 ― 1.9 -0.2
製造業 2.4 ― -1.8 -0.3

非製造業 2.1 ― 0.3 0.5
全産業 2.2 ― -0.2 0.3
製造業 2.9 ― -1.4 -1.5

非製造業 2.3 ― 0.6 -0.4
全産業 2.5 ― -0.1 -0.8

2019年度

中小企業

全規模合計

2018年度

大企業

中堅企業

 

 

[需給・在庫・価格判断] 

変化幅 変化幅

製造業 -23 -24 -23 0 -25 -2

うち素材業種 -29 -30 -31 -2 -32 -1

     加工業種 -18 -20 -18 0 -19 -1

非製造業 -11 -16 -12 -1 -16 -4

製造業 -16 -17 -20 -4 -20 0

うち素材業種 -23 -23 -27 -4 -27 0

     加工業種 -13 -14 -14 -1 -14 0

製造業 17 16 -1

うち素材業種 18 18 0

     加工業種 17 14 -3

製造業 18 19 1

うち素材業種 24 24 0

     加工業種 14 15 1

製造業 -2 -2 -4 -2 -3 1

うち素材業種 0 0 -2 -2 1 3

     加工業種 -4 -4 -5 -1 -7 -2

非製造業 2 3 2 0 2 0

製造業 26 30 24 -2 28 4

うち素材業種 20 27 21 1 26 5

     加工業種 30 32 27 -3 30 3

非製造業 22 28 22 0 27 5

販売価格判断
（「上昇」－「下落」）

最近 先行き

2019年12月調査

仕入価格判断
（「上昇」－「下落」）

中小企業

国内での製商品・
サービス需給判断
（「需要超過」－
「供給超過」）

海外での製商品需
給判断
（「需要超過」－
「供給超過」）

製商品在庫
水準判断

（「過大」－「不足」）

最近 先行き

2019年9月調査

製商品流通在庫
水準判断

（「過大」－「不足」）

 

 

 

 

 １.東京都の倒産概況 

 
 

 
 

 ２.原因別倒産動向 

 

 
 

 

 ３.業種別・規模別倒産動向 
 

 

 

 

 
 

４.大田区内の令和元年 12月の倒産動向 
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東京都と大田区の企業倒産動向（令和元年 12 月） 

 

日銀短観 

㈱東京商工リサーチ調べ 

（「良い」－「悪い」・％ポイント） 

（2019年 12月調査） 

 

（注）修正率・幅は、前回調査との対比 

（％ポイント） 

（前年度比・％） 

業　種 件　数 負債総額

製　造　業 3 件 205百万円

卸　売　業 0 件 0百万円
小　売　業 0 件 0百万円

サービス業 1 件 20百万円

建　設　業 1 件 20百万円
不動産業 0 件 0百万円

情報通信業・運輸業 0 件 0百万円

宿泊業,飲食サービス業 0 件 0百万円
そ　の　他 1 件 300百万円

合　計 6 件 545百万円

（単位：件・億円）

前月比 前年同月比

件　数 121 135 149 14 28

金　額 204 462 321 -141 117

令和元年11月 令和元年12月平成30年12月

（単位：件・億円）

前年同月 前月 当月 前年同月 前月 当月

製造業 13 9 16 66 42 8

卸売業 22 25 24 68 139 20

小売業 9 18 10 3 46 8

サービス業 32 29 32 23 39 19

建設業 13 15 23 24 13 23

不動産業 7 2 4 4 3 1

情報通信業・運輸業 15 24 24 14 30 32

宿泊業、飲食サービス業 5 5 11 1 147 11

その他 5 8 5 1 3 199

合計 121 135 149 204 462 321

件数 金額

14 210.7 4 15.2 15 8 12 9.1 98 75.8

2 0.8 0 0 0 0 0 0 4 321.6
在庫状態悪化 設備投資過大

（単位：件・億円）

販売不振

その他

放漫経営 過小資本 他社倒産の余波 既住のしわよせ

売掛金回収 信用性低下
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① ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上の取組状況は、「取り組んでいる」が36.1％で最多。 

② ＩＴを活用して業務効率化・生産性向上に取り組む業務領域は、「財務・会計」が63.0％で最多。 

③ ＩＴの導入に求める具体的な効果は、「業務のスピードアップ」が61.5％で最多。 

④ ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上にあたっての課題は、「実施するための人材がいない」が 35.1％

で最多。 

⑤ ＩＴの導入を検討するにあたり知りたい具体的な情報は、「業務に活用できるアプリやソフトの情報」が

11.1％で最多。なお、「特に導入する意向はない」は57.3％と過半数を占める。 
注 1：グラフの数値は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計数値が 100％にならないことがあります。 
注 2：グラフの横に記載している「n」は、有効回答件数を意味しています。 
 
 
問１．ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上の取組状況  

ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上の取組状況は、

「取り組んでいる」が 36.1％、「まだ取り組んでいないが、

取り組む予定がある」が 6.5％、「取り組みたいが、検討段

階である」が 13.8％となっている。なお、「特に取り組む

予定はない」は 43.7％であった。 

業種別にみると、「取り組んでいる」は、運輸業で 42.5％

とやや多く、次いで製造業（35.8％）、小売業（35.1％）、

建設業（34.2％）の順であった。一方、「特に取り組む予定

はない」は建設業で 48.7％と最も多く、次いで小売業

（46.8％）、運輸業（42.5％）、製造業（39.9％）の順となり、

いずれの業種でも 4 割から 5 割弱の企業で取り組む予定は

ないとの回答となっている。 

 

問２．ＩＴを活用して業務効率化・生産性向上に取り組む

業務領域（複数回答可）  

問 1で「取り組んでいる」「まだ取り組んでいないが、取

り組む予定がある」「取り組みたいが、検討段階である」の

いずれかを回答された方に、ＩＴを活用して業務効率化・

生産性向上に取り組む業務領域について尋ねたところ、「財

務・会計」が 63.0％で最も多く、次いで「受発注」が 47.6％、

「顧客管理」が 42.3％と続いた。「その他」の回答では生産

技術、品質管理、車両管理等などが挙げられた。 

業種別にみると、「財務・会計」はすべての業種で 4割を

超え、建設業（71.1％）、製造業（66.3％）、小売業（58.5％）、

運輸業（42.9％）の順となっており、運輸業を除く 3 業種

では最も多くなっている。一方、運輸業では「人事・労務」

が 47.6％で最も多く、業種間でＩＴを活用している業務領

域に違いがみられた。 

 

問３．ＩＴの導入に求める具体的な効果（複数回答可）  

ＩＴの導入に求める具体的な効果は、「業務のスピードア

ップ」が 61.5％で最も多く、次いで「生産性の向上」が

50.3％、「コストの削減」が 31.8％と続いている。 

（次頁に続く） 

  

特別調査「ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上について」 

取り組んで

いる

36.1%

まだ取り組

んでいない

が、取り組

む予定があ

る

6.5%

取り組みた

いが、検討

段階である

13.8%

特に

取り組む

予定はない

43.7%

n=341

63.0 

47.6 

42.3 

36.5 

32.8 

24.3 

23.3 

5.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

財務・会計

受発注

顧客管理

生産管理

在庫管理

ｽｹｼﾞｭｰﾙ・業務情報共有・

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

人事・労務

その他

n=189

(%)

61.5 

50.3 

31.8 

22.9 

22.3 

20.1 

14.5 

1.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

業務のスピードアップ

生産性の向上

コストの削減

単純作業の削減

作業人員の縮小化（省人化）

商品・サービスの品質の向上

顧客・マーケティング分析力の向上

その他

n=179

(%)
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業種別にみると、製造業では「生産性の向上」が 60.0％と最も多く、一方、建設業、小売

業、運輸業では「業務のスピードアップ」がそれぞれ 68.4％、61.8％、59.1％で最も多い。

「コストの削減」や「単純作業の削減」はいずれの業種でも 3 割台、2 割台となり、業種間で

大きな差はみられなかった一方、「作業人員の縮小化（省人化）」では運輸業が 45.5％に上っ

ており、他の業種を 25ポイント以上上回っている。 

 

 

問４．ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上を実

施するにあたっての課題（複数回答可）  

ＩＴを活用した業務効率化・生産性向上を実施す

るにあたっての課題は、「実施するための人材がいな

い」が 35.1％で最も多く、次いで「ＩＴや最新技術

に関する知識がない」が 24.6％、「実施する時間的

余裕がない」が 19.9％と続いた。「その他」では「既

存のシステムからの移行が難しく躊躇している」な

どの回答があった。 

業種別にみると、「実施するための人材がいない」

はいずれの業種でも 2 割を超えており、製造業

（40.7％）、運輸業（36.4％）、建設業（35.3％）、小

売業（20.6％）の順となった。「ＩＴや最新技術に関

する知識がない」「導入する際の効果がわかりづらい」

の項目では業種間で大きな差はみられなかったが、

「設備や技術を導入するための資金がない」は製造業、

小売業でそれぞれ 17.3％、11.8％となった一方、建

設業、運輸業では 0.0％となった。 

 

 

問５．ＩＴの導入を検討するにあたり知りたい情報  

問 1 で「特に取り組む予定はない」と回答された方に、

どのような情報があればＩＴの導入を検討するか尋ねた

ところ、「業務に活用できるアプリやソフトの情報」が

11.1％、「無料で相談できる専門家や支援機関」が 8.8％、

「ＩＴ導入のコストや効果」が 7.6％と続いた。なお、「特

に導入する意向はない」は 57.3％に上り、情報の有無を

問わず、ＩＴ導入はしないとの回答が過半数となった。ま

た、「その他」では資金がないことや、業務的にＩＴは必

要ないとの回答がみられた。 

知りたい情報について業種別にみると、製造業、建設業

では「業務に活用できるアプリやソフトの情報」がそれぞ

れ 11.6％、11.9％で最も多く、小売業では「ＩＴ導入の

コストや効果」が 14.6％で最も多い。また、運輸業では、

「他社の成功事例」「ＩＴの導入方法・活用方法」「無料で相談できる専門家や支援機関」がい

ずれも 10.5％で最多となっている。「特に導入する意向はない」はいずれの業種でも 4割以上

となっており、建設業（64.3％）、運輸業（63.2％）、製造業（56.5％）、小売業（48.8％）の

順となった。 

ＩＴ導入の

コストや効果

7.6%

業務に活用

できるアプリ

やソフトの

情報

11.1%

他社の

成功事例

5.8%

ＩＴの導入

方法・活用

方法

5.2%

無料で相談

できる専門家

や支援

機関

8.8%

その他

4.1%

特に導入す

る意向はない

57.3%

n=171

35.1 

24.6 

19.9 

18.7 

10.5 

10.5 

9.9 

7.0 

2.3 

27.5 

0.0 20.0 40.0 60.0

実施するための人材がいない

ＩＴや最新技術に関する知識がない

実施する時間的余裕がない

導入する際の効果がわかりづらい

設備や技術を導入するための

資金がない

適切なアドバイザー等がいない

代わりに他の作業量が増大する

コスト削減が見込めない

その他

特にない
n=171

(%)
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　　　　大田区　中小企業景況調査　比較表　　　令和元年10～12月期

製　造　業

[今期の景況]

全体
輸送用

機械器具
電気機械器具

一般機械

器具、金型

金属製品、

建設用金属、

金属プレス

精密機械器具

業況 -44 -47 -43 -54 -65 -23

売上額 -43 -56 -50 -55 -65 -14

受注残 -43 -50 -51 -50 -52 -24

収益 -42 -39 -55 -50 -56 -23

販売価格 -14 -1 -17 -24 -23 -23

原材料価格 36 31 37 43 24 20

原材料在庫 10 1 24 14 -8 16

資金繰り -24 -16 -25 -24 -30 -22

残業時間 -22 -29 -31 -20 -23 -50

人手 -22 -21 4 -23 -19 -19

売上額 -50 -58 -54 -68 -68 -31

収益 -47 -38 -65 -65 -62 -38

① 売上の停滞・減少 54 50 50 50 69 63

② 従業員の高齢化 28 27 39 22 23 25

③ 国内需要の低迷 23 14 23 25 35 25

④ 人材不足 22 27 8 28 12 25

⑤ 受注先の減少 20 18 8 16 31 25

⑤ 技術・技能の継承 20 32 19 22 23 13

① 販路を広げる 52 52 54 42 62 63

② 経費を節減する 40 39 39 32 50 44

③ 人材を確保する 24 26 19 23 19 19

④ 新製品・技術を開発する 24 30 27 16 19 31

⑤ 情報力を強化する 19 22 12 13 27 31

借入難易度 5 8 0 7 -4 0

[来期の景況見通し]

-51 -62 -43 -62 -68 -43

-43 -47 -42 -60 -64 -34

-34 -46 -34 -42 -48 -28

-42 -43 -40 -47 -62 -47

-12 -2 -13 -18 -24 -20

34 42 33 31 22 18

7 5 20 13 -12 8

-28 -12 -34 -28 -41 -12

残業時間 -22 -31 -31 -40 -12 -12

人手 -28 -12 -12 -26 -27 -27

＊単純ＤＩを表示している項目。雇用面、前年同期比、借入難易度

＊企業割合（％）を表示している項目。経営上の問題点、重点経営施策

雇

用

同

期

比

経

営

上

の

問

題

点

重

点

経

営

施

策

原材料在庫

資金繰り

雇

用

業況

売上額

受注残

収益

販売価格

原材料価格
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　　　　大田区　中小企業景況調査　比較表　　　令和元年10～12月期

小　売　業

[今期の景況]

全体 家具、家電 飲食店 飲食料品 衣服、身の回り品

業況 -48 -28 -33 -59 -77

売上額 -40 -23 -41 -36 -80

収益 -41 -21 -47 -52 -83

販売価格 -4 -19 4 -7 -49

仕入価格 30 36 66 48 -3

在庫 5 -21 0 0 -11

資金繰り -27 -2 -17 -20 -42

残業時間 -3 8 25 -38 -10

人手 -32 -64 -50 -44 10

売上額 -43 -15 -17 -33 -64

収益 -48 -15 -42 -67 -82

販売価格 11 -8 17 22 -30

① 売上の停滞・減少 60 67 27 86 67

② 人材不足 28 11 73 36 0

③ 取引先の減少 24 33 18 14 33

④ 利幅の縮小 23 11 9 7 17

⑤ 人件費の増加 21 11 55 43 33

① 経費を節減する 52 50 55 71 50

② 品揃えを改善する 25 0 46 21 50

③ 売れ筋商品を取扱う 23 38 27 36 33

④ 人材を確保する 22 13 64 21 0

⑤ 宣伝・広報を強化する 15 25 18 29 33

⑤ 新しい事業を始める 15 25 36 7 0

借入難易度 -4 0 -17 0 0

[来期の景況見通し]

業況 -57 -44 -5 -35 -57

売上額 -46 -55 24 19 -50

収益 -44 -45 18 0 -56

販売価格 -8 10 35 19 -38

仕入価格 23 32 70 48 -5

在庫 2 -20 5 -1 2

資金繰り -32 -38 -21 -18 -46

残業時間 -22 0 8 -25 0

人手 -35 -75 -50 -56 10

＊単純ＤＩを表示している項目。雇用面、前年同期比、借入難易度

＊企業割合（％）を表示している項目。経営上の問題点、重点経営施策

重

点

経

営

施

策

雇

用

雇
用

同

期
比

経

営

上

の

問

題

点
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　　　　大田区　中小企業景況調査　比較表　　　令和元年10～12月期

建　設　業 運　輸　業

[今期の景況] [今期の景況]

全体 全体

業況 -10 業況 -21

売上額 -10 売上額 -10

受注残 -15 収益 -18

施工高 -11 サービス提供価格 10

収益 -19 仕入価格 43

請負価格 -17 資金繰り -18

材料価格 33

材料在庫 0

資金繰り -5

残業時間 -19 残業時間 -18

人手 -49 人手 -63

売上額 -5 売上額 2

収益 -24 収益 0

① 人材不足 59 ① 人材不足 64

② 売上の停滞・減少 35 ② 売上の停滞・減少 40

③ 下請の確保難 30 ③ 人件費の増加 33

④ 利幅の縮小 16 ④ 仕入価格の上昇 14

④ 人件費の増加 16 ④ 車両の老朽化 14

⑤ 材料価格の上昇 12 ⑤ 利幅の縮小 10

⑤ 後継者の不在および育成 12 ⑤ 人件費以外の経費の増加 10

⑤ 後継者の不在および育成※ 10

⑤ 駐車場の確保難 10

⑤ 店舗・設備の狭小・老朽化 10

① 人材を確保する 54 ① 人材を確保する 64

② 経費を節減する 37 ② 経費を節減する 29

③ 販路を広げる 25 ② 車両を新規導入・修繕する 29

④ 技術力を高める 23 ③ 販路を広げる 17

⑤ 労働条件を改善する 17 ④ 提携先を見つける 14

④ 教育訓練を強化する 14

⑤ 12

⑤ 労働条件を改善する 12

借入難易度 16 借入難易度 0

[来期の景況見通し] [来期の景況見通し]

業況 -14 業況 -34

売上額 -16 売上額 -23

受注残 -28 収益 -27

施工高 -16 サービス提供価格 -1

収益 -27 仕入価格 38

請負価格 -19 資金繰り -21

材料価格 32

材料在庫 3

資金繰り -15

残業時間 -22 残業時間 -25

人手 -44 人手 -63

＊単純ＤＩを表示している項目。雇用面、前年同期比、借入難易度

＊企業割合（％）を表示している項目。経営上の問題点、重点経営施策

雇

用

雇

用

同

期

比

重

点

経

営

施

策

雇

用

雇

用

同

期

比

重

点

経

営

施

策

経

営

上

の

問

題

点

経

営

上

の

問

題

点

デジタル技術・情報通信技術を活用する
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製造業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．１ 令和元年10～12月期 1/2

地域名：大田区

中分類：業種合計 注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

良い 38.8 27.0 31.8 22.9 29.2 20.1 33.5 22.7 19.0 24.5 17.2 11.3 18.9 12.3 15.2 11.3 9.6

普通 35.0 46.1 31.1 46.5 40.9 44.3 40.6 46.7 39.2 39.7 29.4 37.1 27.2 37.0 28.5 37.5 32.5
悪い 26.3 27.0 37.1 30.6 29.9 35.6 25.8 30.7 41.8 35.8 53.4 51.6 53.8 50.6 56.3 51.2 58.0

ＤＩ 12.5 0.0 -5.3 -7.6 -0.6 -15.4 7.7 -8.0 -22.8 -11.3 -36.2 -40.3 -34.9 -38.3 -41.1 -39.9 -48.4

修正値 -1.2 -8.7 -0.8 -3.7 1.7 -15.4 2.1 -12.8 -26.1 -17.1 -29.9 -34.7 -32.5 -41.0 -43.9 -42.3 -11.0 -50.7
傾向値 2.4 5.1 4.7 4.0 -0.8 -9.1 -17.3 -27.6

増加 35.6 22.4 31.8 22.5 27.5 20.7 29.7 22.2 18.4 19.1 17.2 15.8 23.1 12.9 17.8 14.9 12.1
変らず 28.8 42.1 33.1 42.5 39.9 42.7 38.1 47.7 39.2 43.4 32.5 36.1 23.1 35.6 24.2 31.0 32.5

減少 35.6 35.5 35.1 35.0 32.7 36.7 32.3 30.1 42.4 37.5 50.3 48.1 53.8 51.5 58.0 54.2 55.4
ＤＩ 0.0 -13.2 -3.3 -12.5 -5.2 -16.0 -2.6 -7.8 -24.1 -18.4 -33.1 -32.3 -30.8 -38.7 -40.1 -39.3 -43.3

修正値 -5.0 -14.9 2.7 -1.8 -2.3 -18.3 -10.0 -16.8 -24.7 -19.1 -27.8 -23.6 -28.9 -42.9 -42.6 -43.7 -14.0 -42.7

傾向値 1.2 2.0 1.2 -1.2 -5.8 -12.5 -19.4 -27.3

増加 26.6 17.1 23.5 15.2 21.2 20.3 20.4 15.4 15.4 13.8 11.8 13.2 16.5 11.1 11.5 10.8 10.9

変らず 48.7 57.9 46.3 53.2 56.3 48.0 53.3 60.4 44.6 56.6 47.2 41.9 43.7 44.4 35.8 43.3 43.5
減少 24.7 25.0 30.2 31.6 22.5 31.8 26.3 24.2 40.0 29.6 41.0 45.0 39.9 44.4 52.7 45.9 45.6

ＤＩ 1.9 -7.9 -6.7 -16.5 -1.3 -11.5 -5.9 -8.7 -24.6 -15.8 -29.2 -31.8 -23.4 -33.3 -41.2 -35.0 -34.7

修正値 0.4 -8.5 -5.0 -11.0 -0.4 -14.5 -12.2 -14.3 -22.7 -15.7 -26.5 -25.6 -23.1 -35.8 -42.9 -37.3 -20.0 -34.4
傾向値 -1.5 1.2 0.4 -1.5 -6.3 -12.4 -18.0 -25.2

増加 40.7 22.1 26.2 17.1 22.5 21.4 30.1 20.4 15.3 18.3 15.3 16.8 21.3 14.1 15.8 13.7 10.8
変らず 24.4 36.9 34.8 45.5 41.3 45.7 36.1 45.3 39.5 45.0 35.0 32.9 26.6 34.4 29.7 32.7 35.4

減少 35.0 41.0 39.0 37.4 36.2 32.9 33.8 34.3 45.2 36.6 49.7 50.3 52.1 51.5 54.4 53.6 53.8

ＤＩ 5.7 -18.9 -12.8 -20.3 -13.8 -11.4 -3.8 -13.9 -29.9 -18.3 -34.4 -33.5 -30.8 -37.4 -38.6 -39.9 -43.0
修正値 -4.5 -20.8 -5.8 -10.0 -8.4 -17.1 -11.3 -21.6 -33.3 -18.8 -28.7 -25.3 -26.6 -40.6 -42.3 -42.8 -15.0 -42.2

傾向値 -5.0 -2.8 -3.2 -4.9 -10.6 -17.8 -22.6 -29.1

販売価格 -5.0 -8.2 -5.7 -7.4 -2.2 -7.2 -3.8 -3.0 -9.0 -3.8 -10.3 -12.2 -13.7 -11.1 -12.7 -15.0 -11.3

〃   修正値 -7.1 -8.2 -7.8 -9.0 -0.5 -8.9 -6.3 -4.5 -10.4 -4.2 -11.2 -13.0 -11.9 -11.6 -14.1 -14.8 -2.0 -11.7
〃   傾向値 -7.6 -7.3 -5.8 -4.1 -4.7 -5.8 -7.8 -10.3

原材料価格 51.2 39.8 51.8 46.3 51.1 47.1 46.6 46.7 42.9 39.7 33.8 34.8 27.5 31.7 34.0 27.7 32.0
〃      修正値 46.6 40.5 49.5 41.1 51.4 45.0 48.0 49.2 41.2 41.7 35.2 33.6 30.2 35.0 35.8 31.3 6.0 34.0

〃      傾向値 46.9 49.2 50.8 50.6 49.1 45.8 40.6 36.1

原材料在庫数量 2.5 4.1 7.2 0.8 8.9 5.0 4.7 4.4 6.1 9.2 10.6 5.4 5.0 9.2 9.4 1.9 8.7
〃　　　　　　修正値 1.7 4.0 7.7 0.2 8.6 6.6 5.7 4.5 6.1 8.0 11.2 5.4 4.4 8.4 10.1 2.4 6.0 6.9

資金繰り -9.8 -8.1 -2.1 -17.1 -4.3 -5.0 2.3 -3.6 -13.5 -2.3 -11.7 -19.4 -22.5 -22.1 -20.7 -23.9 -24.8
〃   修正値 -13.7 -14.0 -2.1 -17.9 -3.3 -6.3 -3.7 -4.1 -13.4 -8.0 -10.2 -16.6 -20.4 -21.9 -23.8 -23.6 -4.0 -28.1

売上額 0.0 1.4 5.1 0.0 -22.1 -37.8 -34.2 -50.3
収益 3.3 -3.5 -5.8 -5.3 -29.2 -41.3 -33.3 -47.3

残業時間 -5.8 -6.5 -16.3 -12.4 -8.0 -1.4 2.3 -1.4 -9.2 -16.0 -21.8 -23.1 -22.0 -19.0 -22.1 -20.3 -22.1
人手 -42.3 -41.1 -35.0 -33.3 -39.9 -32.4 -43.5 -41.3 -40.5 -36.6 -21.1 -36.6 -26.1 -23.9 -21.5 -21.7 -27.5

借入難易度 13.6 14.5 16.4 12.4 7.0 11.5 4.5 4.7
借入をした（%） 37.2 33.0 41.6 28.4 38.2 24.0 35.9 23.0 34.8 21.8 34.3 22.8 32.7 16.7 45.0 23.1 21.6

借入をしない（%） 62.8 67.0 58.4 71.6 61.8 76.0 64.1 77.0 65.2 78.2 65.7 77.2 67.3 83.3 55.0 76.9 78.4
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※ 経営上の問題点は、平成 30年 4～6月期より一部項目名変更、および項目新設。 

＜項目名変更＞「人手不足」→「人材不足」 

＜項 目 新 設＞「後継者の不在および育成」 

※ 重点経営施策は、平成 30年 4～6月期より一部項目新設。 

「デジタル技術・情報通信技術を活用する」 

  

製造業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．２ 令和元年10～12月期 2/2

地域名：大田区
中分類：業種合計 注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年
項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

-18.1 -23.8 -25.2 -17.2 -25.7 -21.7 -22.9 -25.6 -15.5 -21.4 -17.0 -13.2 -10.7 -16.4 -15.0 -12.1 -17.6
44.4 54.3 38.1 38.6 37.0 35.3 41.7 44.2 34.9 33.6 35.8 39.8 39.6 33.1 32.0 38.0 32.6

事業用地・建物 8.5 9.5 5.0 2.6 9.4 5.9 6.3 8.5 7.0 8.8 5.1 6.3 7.8 5.9 5.3 8.3 5.6
機械・設備の新・増設 13.7 25.9 17.3 14.0 15.0 15.4 15.7 18.6 17.1 20.8 14.6 19.5 18.2 11.8 14.7 14.0 15.3

機械・設備の更改 18.8 25.9 16.5 21.9 11.8 14.7 10.2 20.2 18.6 12.8 12.4 15.6 11.7 11.0 10.7 18.2 11.8
事務機器 17.1 13.8 10.1 11.4 10.2 10.3 14.2 10.9 7.8 7.2 13.9 12.5 16.2 14.7 14.7 12.4 12.5

車両 14.5 11.2 13.7 12.3 13.4 8.8 15.0 10.1 9.3 10.4 10.9 13.3 11.0 11.0 6.7 8.3 8.3
その他 0.9 0.0 0.0 0.9 1.6 0.0 1.6 3.1 3.1 0.0 2.9 2.3 3.2 2.2 2.0 4.1 1.4

55.6 45.7 61.9 61.4 63.0 64.7 58.3 55.8 65.1 66.4 64.2 60.2 60.4 66.9 68.0 62.0 67.4

売上の停滞・減少 37.4 42.8 35.8 41.9 46.2 51.1 59.0 53.7

受注単価の低減 11.4 13.8 6.6 9.3 10.0 7.1 7.7 7.4
国内需要の低迷 13.8 11.6 6.6 10.1 15.4 19.9 18.6 22.8

仕事の海外流出 0.8 6.5 2.9 2.3 2.3 7.1 3.2 4.7
受注先の減少 13.0 15.2 16.8 14.0 13.8 22.0 22.4 19.5

区内周辺での外注先の減少 5.7 7.2 5.1 8.5 5.4 8.5 3.8 6.7
人材不足※ 29.3 33.3 32.8 37.2 36.9 28.4 28.2 21.5

後継者の不在および育成※ 17.1 10.1 9.5 11.6 14.6 13.5 12.2 8.1
従業員の高齢化 38.2 28.3 38.7 31.0 30.0 24.8 30.1 28.2

技術・技能の継承 23.6 16.7 20.5 17.8 25.4 14.9 17.9 19.5
設備の不足 2.4 5.1 3.6 3.9 3.1 3.5 3.8 3.4

原材料高 20.3 21.0 16.8 18.6 15.4 14.2 10.3 8.7
工場・機械の狭小・老朽化 15.4 18.8 19.7 17.8 15.4 19.1 14.7 15.4

大手企業との競争の激化 0.8 0.0 1.5 0.0 0.8 0.7 1.9 0.7

同業者間の競争の激化 3.3 5.1 3.6 3.1 3.1 2.1 3.2 4.7
親企業による選別の強化 3.3 0.7 0.7 0.8 0.8 2.1 3.2 1.3

仕入先からの値上げ要請 8.1 4.3 8.8 7.0 9.2 5.0 2.6 4.7
人件費の増加 9.8 9.4 11.7 8.5 7.7 8.5 10.9 12.8

合理化の不足 4.1 3.6 3.6 3.9 5.4 3.5 0.6 1.3
人件費以外の経費の増加 3.3 4.3 2.9 7.0 3.1 2.8 3.8 4.0

大手企業・工場の縮小・撤退 3.3 1.4 1.5 1.6 0.8 2.1 0.6 0.7
為替レートの変動 2.4 0.0 1.5 0.8 0.8 0.7 0.6 0.0

地価の高騰 0.8 0.7 0.7 0.0 0.8 0.7 0.6 0.7
その他 0.8 0.0 0.7 0.0 1.5 0.7 1.3 1.3

問題なし 0.0 2.2 4.4 2.3 0.8 4.3 1.9 4.0

販路を広げる 46.2 48.5 46.3 47.0 46.6 47.9 48.7 51.7

経費を節減する 31.1 29.1 27.9 34.1 32.8 39.3 38.5 39.6
情報力を強化する 18.5 11.9 19.9 12.1 18.3 14.3 13.5 18.8

新製品・技術を開発する 27.7 24.6 24.3 25.0 23.7 23.6 18.6 23.5
不採算部門を整理・縮小する 2.5 3.7 2.9 3.8 2.3 1.4 4.5 5.4

提携先を見つける 14.3 11.9 11.0 10.6 6.9 7.9 9.0 10.1
機械化を推進する 17.6 10.4 11.8 11.4 12.2 12.1 10.9 8.1

デジタル技術・情報通信技術を活用する※ 4.5 5.9 3.8 3.8 5.0 1.9 4.7
人材を確保する 37.8 38.8 34.6 40.2 38.9 33.6 34.0 24.2

パート化を図る 1.7 0.7 3.7 3.0 2.3 1.4 1.9 5.4
教育訓練を強化する 16.8 11.9 14.0 14.4 13.7 12.1 13.5 14.1

労働条件を改善する 3.4 1.5 5.1 6.8 4.6 2.1 4.5 1.3
工場・機械を増設・移転する 10.9 11.2 7.4 7.6 6.9 5.7 3.2 3.4

不動産の有効活用を図る 2.5 1.5 2.2 4.5 3.8 2.9 1.9 2.0

その他 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 0.7 1.3 0.7
特になし 3.3 13.4 11.8 9.1 11.5 12.9 13.5 14.1
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  小売業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．１ 令和元年10～12月期 1/2
地域名：大田区
中分類：業種合計 注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

良い 16.8 10.3 16.7 10.5 7.7 8.9 21.6 10.9 15.2 12.2 11.2 11.4 12.5 11.3 13.2 5.8 3.8
普通 35.5 43.0 27.5 40.0 41.3 38.6 29.4 36.6 29.5 42.9 26.2 35.2 34.6 34.0 29.2 27.2 34.6
悪い 47.7 46.7 55.9 49.5 51.0 52.5 49.0 52.5 55.2 44.9 62.6 53.3 52.9 54.7 57.5 67.0 61.5
ＤＩ -30.8 -36.4 -39.2 -39.0 -43.3 -43.6 -27.5 -41.6 -40.0 -32.7 -51.4 -41.9 -40.4 -43.4 -44.3 -61.2 -57.7
修正値 -38.6 -33.9 -39.7 -40.0 -36.5 -43.3 -30.2 -44.0 -40.6 -32.7 -50.5 -44.0 -37.7 -45.1 -48.0 -60.7 -10.0 -56.5
傾向値 -35.4 -33.9 -35.9 -36.6 -36.3 -39.0 -40.2 -41.9

増加 22.4 18.7 20.6 16.0 21.2 12.9 35.0 27.9 17.9 15.7 14.3 19.0 21.4 14.4 19.8 20.4 7.6
変らず 29.9 29.9 25.5 40.6 34.6 36.6 23.3 30.8 26.4 36.3 27.6 30.5 29.1 33.7 28.3 21.4 31.4
減少 47.7 51.4 53.9 43.4 44.2 50.5 41.7 41.3 55.7 48.0 58.1 50.5 49.5 51.9 51.9 58.3 61.0
ＤＩ -25.2 -32.7 -33.3 -27.4 -23.1 -37.6 -6.8 -13.5 -37.7 -32.4 -43.8 -31.4 -28.2 -37.5 -32.1 -37.9 -53.3
修正値 -22.8 -22.7 -39.1 -29.3 -20.3 -36.0 -13.6 -26.0 -28.0 -23.2 -45.0 -35.7 -29.1 -44.2 -39.9 -44.8 -11.0 -46.2
傾向値 -24.2 -22.5 -23.5 -22.7 -23.7 -26.5 -28.5 -32.3

増加 19.6 13.1 15.7 15.1 14.4 12.7 27.2 23.3 12.3 15.7 8.5 15.4 19.2 14.3 14.2 21.2 4.8
変らず 30.8 29.9 31.4 39.6 39.4 36.3 25.2 30.1 29.2 28.4 28.3 26.9 32.7 30.5 37.7 23.1 38.1
減少 49.5 57.0 52.9 45.3 46.2 51.0 47.6 46.6 58.5 55.9 63.2 57.7 48.1 55.2 48.1 55.8 57.1
ＤＩ -29.9 -43.9 -37.3 -30.2 -31.7 -38.2 -20.4 -23.3 -46.2 -40.2 -54.7 -42.3 -28.8 -41.0 -34.0 -34.6 -52.4
修正値 -31.0 -33.2 -41.5 -32.6 -28.7 -38.0 -25.6 -34.2 -39.4 -30.4 -55.5 -44.7 -32.0 -48.4 -41.3 -43.5 -9.0 -43.5
傾向値 -28.3 -27.1 -29.6 -30.4 -31.9 -36.1 -37.9 -39.2

販売価格 -15.4 -1.6 -14.6 -17.3 -8.1 -11.0 -5.3 2.7 -8.0 -13.3 -2.4 5.4 -10.8 -9.8 1.2 0.0 -12.5
〃　 修正値 -15.8 4.8 -18.1 -17.3 -8.9 -12.7 -4.6 -4.9 -5.2 -6.7 -4.4 2.6 -9.6 -13.1 -3.8 -5.9 6.0 -7.9
〃   傾向値 -6.2 -8.7 -9.1 -9.8 -9.9 -7.5 -6.3 -5.8
仕入価格 21.8 27.9 30.5 23.4 28.4 25.6 17.1 31.1 26.7 8.0 18.1 32.4 13.5 18.3 33.3 29.7 20.0
〃   修正値 20.1 28.6 27.7 23.9 31.4 26.0 17.4 28.9 26.5 11.6 19.0 31.1 16.9 17.1 29.6 25.9 13.0 23.2
〃   傾向値 26.4 27.4 29.3 27.0 25.1 24.1 20.7 20.9

在庫数量 14.1 0.0 2.5 10.4 13.5 -2.5 10.5 12.2 -4.0 5.3 3.7 -2.7 5.3 2.5 9.9 2.7 3.8
〃   修正値 14.0 0.5 2.5 9.7 15.3 -0.7 7.5 9.8 -2.0 4.0 5.0 -1.9 6.9 1.7 5.4 2.2 -2.0 1.7
資金繰り -34.6 -47.5 -36.6 -36.4 -33.8 -36.6 -27.3 -31.1 -20.0 -31.2 -28.9 -29.7 -28.0 -25.6 -31.3 -33.3 -37.5
〃   修正値 -37.8 -41.2 -41.1 -39.3 -34.2 -41.2 -20.7 -33.0 -22.9 -24.7 -32.0 -32.4 -27.7 -27.6 -26.9 -33.8 1.0 -32.4

売上額 -20.5 -28.0 -10.8 -23.4 -34.7 -38.6 -44.0 -42.5
収益 -32.5 -42.7 -34.2 -42.9 -52.0 -45.1 -45.3 -47.5
販売価格 -7.9 -11.5 0.0 -9.2 1.4 -2.4 -16.0 11.3

残業時間 0.0 -1.7 0.0 -5.4 -2.7 -5.1 -1.3 0.0 -1.4 -14.7 -11.3 -2.8 -6.9 -11.4 -2.5 -7.0 -21.5
人手 -38.7 -35.0 -26.9 -31.5 -21.9 -21.8 -28.4 -26.0 -35.2 -20.3 -28.8 -41.1 -35.6 -32.5 -32.1 -37.5 -35.1

借入難易度 -1.4 -1.2 -7.1 2.8 -5.7 -4.1 -11.3 -4.2
借入をした（%） 27.6 12.5 21.8 20.5 18.6 13.3 22.5 15.5 22.2 19.7 20.0 13.4 25.7 11.7 28.2 14.3 9.7
借入をしない（%） 72.4 87.5 78.2 79.5 81.4 86.7 77.5 84.5 77.8 80.3 80.0 86.6 74.3 88.3 71.8 85.7 90.3
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※ 経営上の問題点は、平成 30年 4～6月期より一部項目名変更、および項目新設。 

＜項目名変更＞「人手不足」→「人材不足」 

＜項 目 新 設＞「後継者の不在および育成」 

※ 重点経営施策は、平成 30年 4～6月期より一部項目新設。 

「デジタル技術・情報通信技術を活用する」  

小売業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．２ 令和元年10～12月期 2/2

地域名：大田区

中分類：業種合計 注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

-12.3 -16.7 -11.4 -15.1 -9.5 -10.3 -9.5 -12.3 -11.3 -6.8 -12.3 -11.4 -10.7 -14.1 -11.4 -18.9 -12.8

25.7 29.1 26.7 29.7 29.6 20.3 31.5 23.4 32.4 26.8 20.0 25.8 28.6 19.5 39.0 34.0 37.0

事業用地・建物 2.9 7.3 2.7 4.7 7.0 5.8 8.2 10.9 4.4 11.3 3.8 6.1 7.1 3.9 14.3 8.5 9.6

機械・設備の新・増設 11.4 10.9 9.3 14.1 7.0 7.2 6.8 4.7 7.4 5.6 10.0 4.5 7.1 6.5 13.0 8.5 9.6

機械・設備の更改 12.9 7.3 14.7 10.9 11.3 8.7 6.8 9.4 13.2 11.3 8.8 15.2 12.9 9.1 16.9 12.8 20.5

事務機器 12.9 10.9 8.0 12.5 7.0 4.3 11.0 1.6 10.3 8.5 7.5 10.6 12.9 7.8 10.4 8.5 6.8

車両 1.4 10.9 5.3 7.8 7.0 2.9 13.7 3.1 11.8 7.0 3.8 6.1 8.6 5.2 11.7 19.1 12.3

その他 1.4 5.5 2.7 0.0 2.8 1.4 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.1 0.0

74.3 70.9 73.3 70.3 70.4 79.7 68.5 76.6 67.6 73.2 80.0 74.2 71.4 80.5 61.0 66.0 63.0

売上の停滞・減少 46.7 51.2 52.7 52.6 55.4 60.2 60.8 60.0

人材不足※ 20.0 20.7 23.0 32.9 21.6 24.1 29.7 27.5

同業者間の競争の激化 25.3 25.6 12.2 15.8 20.3 19.3 12.2 13.8

大型店との競争の激化 12.0 13.4 14.9 10.5 14.9 10.8 13.5 5.0

輸入製品との競争激化 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 2.4 0.0 0.0

利幅の縮小 18.7 32.9 20.3 27.6 23.0 25.3 20.3 22.5

取扱商品の陳腐化 4.0 4.9 8.1 3.9 8.1 4.8 4.1 8.8

販売商品の不足 6.7 9.8 4.1 3.9 5.4 2.4 2.7 2.5
販売納入先からの値下げ要請 4.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 2.7 0.0
仕入先からの値上げ要請 17.3 11.0 13.5 7.9 12.2 7.2 8.1 10.0
人件費の増加 28.0 18.3 21.6 15.8 28.4 22.9 23.0 21.3
人件費以外の経費の増加 8.0 9.8 9.5 7.9 4.1 8.4 10.8 8.8
後継者の不在および育成※ 3.7 6.8 13.2 5.4 10.8 5.4 7.5
取引先の減少 12.0 6.1 5.4 14.5 14.9 12.0 8.1 23.8

商圏人口の減少 8.0 3.7 6.8 6.6 4.1 3.6 0.0 2.5

商店街の集客力の低下 17.3 13.4 17.6 15.8 20.3 16.9 13.5 11.3

店舗の狭小・老朽化 6.7 7.3 9.5 7.9 9.5 1.2 10.8 2.5

代金回収の悪化 4.0 1.2 2.7 1.3 1.4 1.2 2.7 1.3

地価の高騰 0.0 2.4 2.7 1.3 0.0 1.2 1.4 1.3

駐車場の確保難 4.0 3.7 4.1 5.3 1.4 1.2 5.4 3.8

天候の不順 8.0 7.3 13.5 7.9 1.4 7.2 5.4 11.3

地場産業の衰退 4.0 6.1 2.7 2.6 2.7 2.4 2.7 3.8

大手企業・工場の縮小・撤退 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 1.2 2.7 0.0

その他 4.0 6.1 1.4 1.3 5.4 0.0 6.8 7.5

問題なし 1.3 3.7 4.1 1.3 2.7 7.2 2.7 3.8

品揃えを改善する 23.6 30.0 21.6 16.0 23.6 28.8 20.8 25.3

経費を節減する 45.8 56.3 54.1 57.3 51.4 43.8 54.2 51.9

宣伝・広報を強化する 12.5 17.5 14.9 16.0 16.7 11.3 15.3 15.2

新しい事業を始める 13.9 12.5 12.2 13.3 11.1 6.3 9.7 15.2

店舗・設備を改装する 5.6 6.3 5.4 6.7 9.7 6.3 8.3 5.1

仕入先を開拓・選別する 22.2 26.3 20.3 16.0 15.3 17.5 15.3 13.9

営業時間を延長する 2.8 3.8 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0

売れ筋商品を取扱う 29.2 21.3 13.5 14.7 16.7 12.5 12.5 22.8

商店街事業を活性化させる 11.1 7.5 6.8 4.0 8.3 6.3 2.8 2.5

機械化を推進する 2.8 3.8 1.4 2.7 2.8 3.8 4.2 2.5
デジタル技術・情報通信技術を活用する※ 3.8 5.4 10.7 8.3 3.8 2.8 8.9

人材を確保する 18.1 17.5 24.3 22.7 20.8 21.3 22.2 21.5

パート化を図る 1.4 2.5 2.7 1.3 1.4 1.3 2.8 1.3

教育訓練を強化する 8.3 6.3 2.7 12.0 11.1 13.8 6.9 10.1

輸入品の取扱いを増やす 1.4 1.3 0.0 0.0 0.0 3.8 4.2 0.0

不動産の有効活用を図る 5.6 5.0 8.1 2.7 2.8 3.8 4.2 3.8

その他 1.4 3.8 1.4 1.3 4.2 0.0 1.4 3.8

特になし 5.6 6.3 13.5 10.7 12.5 12.5 16.7 12.7
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※ H31年 1～3月期より修正値・傾向値を掲載。 

対前期比は、「今期（H31年 1～3月期）修正値（小数点以下四捨五入）」－「前期（H30 年 10～12 月期）DI（小数点以下四捨五入）」

を表示。  

建設業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．１ 令和元年10～12月期 1/2

地域名：大田区
注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

良い 28.4 24.8 20.2 21.2 27.5 26.0 38.0 30.7 32.7 34.7 26.4 23.3 27.0 26.4 28.6 30.6 22.1
普通 41.3 48.6 42.3 45.2 41.2 40.0 44.0 44.6 40.4 43.9 38.2 39.8 45.0 36.4 45.9 36.7 48.4

悪い 30.3 26.7 37.5 33.7 31.4 34.0 18.0 24.8 26.9 21.4 35.5 36.9 28.0 37.3 25.5 32.7 29.5
ＤＩ -1.8 -1.9 -17.3 -12.5 -3.9 -8.0 20.0 5.9 5.8 13.3 -9.1 -13.6 -1.0 -10.9 3.1 -2.0 -7.4

修正値 -2.2 -0.1 -3.5 5.4 -18.3 -9.7 -11.3 -15.0 -14.4
傾向値 0.2 2.2 3.6 1.8

増加 24.8 27.6 23.1 25.7 30.4 35.9 38.6 28.7 30.5 30.6 24.5 28.8 34.0 25.5 32.3 28.0 23.7
変らず 33.0 46.7 26.9 33.3 34.3 29.1 32.7 37.6 42.9 44.9 31.8 33.7 34.0 35.5 41.4 39.0 40.2

減少 42.2 25.7 50.0 41.0 35.3 35.0 28.7 33.7 26.7 24.5 43.6 37.5 32.0 39.1 26.3 33.0 36.1
ＤＩ -17.4 1.9 -26.9 -15.2 -4.9 1.0 9.9 -5.0 3.8 6.1 -19.1 -8.7 2.0 -13.6 6.1 -5.0 -12.4

修正値 -0.9 -5.3 6.0 3.5 -19.5 -9.6 -12.9 -14.0 -15.9
傾向値 -7.2 -3.5 -1.7 -1.3

増加 22.9 26.7 26.2 19.0 28.4 33.3 29.0 29.4 29.9 29.6 17.5 18.4 22.8 17.5 25.6 21.0 13.9

変らず 38.5 53.3 27.2 43.8 43.1 32.4 46.0 41.2 39.0 44.9 42.3 40.8 50.5 41.2 46.3 47.0 46.8
減少 38.5 20.0 46.6 37.1 28.4 34.3 25.0 29.4 31.2 25.5 40.2 40.8 26.7 41.2 28.0 32.0 39.2

ＤＩ -15.6 6.7 -20.4 -18.1 0.0 -1.0 4.0 0.0 -1.3 4.1 -22.7 -22.4 -4.0 -23.7 -2.4 -11.0 -25.3
修正値 -1.2 -13.8 -9.8 -6.7 -29.3 -14.5 -19.2 -8.0 -27.5

傾向値 -6.2 -4.7 -5.5 -6.8

増加 24.8 30.1 18.4 21.4 33.3 30.2 39.3 30.4 41.6 34.1 20.4 26.0 29.9 23.5 30.9 28.7 29.1

変らず 34.7 43.0 34.7 36.7 34.6 31.3 33.3 41.8 27.3 39.0 36.7 26.0 39.1 36.7 40.7 40.2 31.6
減少 40.6 26.9 46.9 41.8 32.1 38.5 27.4 27.8 31.2 26.8 42.9 48.1 31.0 39.8 28.4 31.0 39.2

ＤＩ -15.8 3.2 -28.6 -20.4 1.2 -8.3 11.9 2.5 10.4 7.3 -22.4 -22.1 -1.1 -16.3 2.5 -2.3 -10.1
修正値 4.5 -5.7 -5.6 -3.8 -25.4 -10.7 -14.5 -7.0 -15.7

傾向値 -4.5 -0.5 0.0 -1.5

増加 21.6 25.5 20.6 21.2 29.3 25.3 28.6 30.5 34.3 25.6 20.0 22.9 22.5 16.4 25.3 24.7 17.5

変らず 31.4 40.4 27.8 31.3 36.6 32.6 36.9 41.5 31.4 42.7 37.3 30.5 43.8 41.8 41.4 38.2 41.2
減少 47.1 34.0 51.5 47.5 34.1 42.1 34.5 28.0 34.3 31.7 42.7 46.7 33.7 41.8 33.3 37.1 41.2

ＤＩ -25.5 -8.5 -30.9 -26.3 -4.9 -16.8 -6.0 2.4 0.0 -6.1 -22.7 -23.8 -11.2 -25.5 -8.1 -12.4 -23.7
修正値 -7.3 -11.7 -12.8 -9.5 -32.0 -19.0 -22.0 -9.0 -27.4

傾向値 -13.6 -9.4 -9.2 -10.2

請負価格 -22.5 -8.4 -24.5 -14.0 -12.2 -13.4 -7.1 -9.8 -2.6 -8.5 -8.4 -17.9 -11.2 -21.1 -8.4 -18.0 -17.3

〃   修正値 -4.0 -3.6 -12.7 -9.3 -24.8 -16.7 -22.4 -8.0 -19.0
〃   傾向値 -14.1 -9.6 -7.5 -7.5

材料価格 34.0 35.9 41.1 39.4 35.8 36.2 48.8 38.8 41.6 43.8 34.0 41.6 27.9 34.0 38.3 40.7 32.5
〃      修正値 46.1 36.9 41.2 32.2 37.6 32.9 42.9 1.0 32.3

〃      傾向値 40.9 40.9 39.1 36.8

材料在庫数量 -2.1 2.2 3.2 -1.1 1.2 0.0 3.7 -2.5 6.8 1.3 0.0 4.1 -2.4 0.0 1.3 -3.5 3.9

〃   修正値 7.3 -1.2 2.7 -1.1 1.7 -0.3 -1.5 1.0 2.9
資金繰り -17.8 -20.2 -8.2 -18.4 8.5 -10.4 -7.6 8.5 2.6 -18.2 -3.1 -10.4 -1.1 -12.4 -2.4 -2.2 -14.5

〃   修正値 -0.2 -2.4 -10.1 -1.9 -18.1 -4.7 -10.2 -3.0 -11.4

売上額 -22.2 -22.7 -18.5 0.0 3.8 -14.3 1.1 -4.9

収益 -27.0 -24.7 -12.2 -20.5 -6.5 -22.7 -9.2 -24.1

残業時間 -12.9 -6.5 -18.6 -8.0 -19.5 -13.5 -10.8 -3.7 -14.3 -4.8 -25.8 -20.0 -14.8 -22.7 -19.3 3.4 -22.0
人手 -51.0 -55.8 -45.4 -43.6 -53.7 -50.0 -50.0 -65.9 -41.6 -48.2 -54.6 -42.7 -47.7 -55.7 -49.4 -52.3 -43.9

借入難易度 17.2 18.5 24.7 24.4 10.8 9.6 22.4 15.9

借入をした（%） 36.5 23.9 31.9 25.0 27.8 18.0 42.7 17.7 40.0 13.5 33.3 8.7 28.7 15.2 35.4 17.1 27.5
借入をしない（%） 63.5 76.1 68.1 75.0 72.2 82.0 57.3 82.3 60.0 86.5 66.7 91.3 71.3 84.8 64.6 82.9 72.5
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※ 経営上の問題点は、平成 30年 4～6月期より一部項目名変更、および項目新設。 

＜項目名変更＞「人手不足」→「人材不足」 

＜項 目 新 設＞「後継者の不在および育成」 

※ 重点経営施策は、平成 30年 4～6月期より一部項目新設。 

「デジタル技術・情報通信技術を活用する」 

  

建設業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．２ 令和元年10～12月期 2/2
地域名：大田区

注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年
項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

-13.3 -13.8 -17.2 -15.6 -6.3 -17.8 -17.1 -8.9 -6.8 -17.7 -13.8 -10.0 -2.3 -14.1 -13.8 -8.2 -13.0

33.7 37.6 36.7 30.4 45.5 33.3 42.0 33.8 44.7 39.2 33.0 32.9 39.5 40.2 49.4 48.3 36.4
事業用地・建物 7.1 8.2 3.3 4.3 5.2 3.4 4.9 11.7 10.5 8.9 6.6 5.5 3.5 5.4 7.6 3.3 1.3

機械・設備の新・増設 10.2 14.1 7.8 6.5 13.0 6.9 12.3 11.7 2.6 12.7 5.5 4.1 9.3 10.9 8.9 11.7 5.2
機械・設備の更改 5.1 4.7 4.4 7.6 5.2 5.7 9.9 1.3 5.3 6.3 7.7 5.5 8.1 9.8 10.1 10.0 6.5

事務機器 15.3 12.9 15.6 8.7 14.3 10.3 16.0 14.3 21.1 12.7 14.3 15.1 18.6 12.0 25.3 16.7 9.1

車両 16.3 24.7 23.3 16.3 20.8 26.4 19.8 13.0 25.0 19.0 18.7 17.8 17.4 23.9 25.3 28.3 24.7
その他 1.0 0.0 0.0 1.1 3.9 1.1 2.5 2.6 1.3 2.5 2.2 2.7 4.7 1.1 1.3 1.7 0.0

66.3 62.4 63.3 69.6 54.5 66.7 58.0 66.2 55.3 60.8 67.0 67.1 60.5 59.8 50.6 51.7 63.6

売上の停滞・減少 38.2 22.4 24.4 30.0 34.6 36.5 31.8 34.9

人材不足※ 52.9 55.1 59.8 60.0 47.4 61.5 60.2 59.0

大手企業との競争の激化 5.9 4.1 3.7 3.8 3.8 7.3 3.4 4.8
同業者間の競争の激化 10.8 10.2 14.6 7.5 7.7 8.3 8.0 8.4

親企業による選別の強化 2.0 4.1 0.0 3.8 2.6 2.1 1.1 1.2
合理化の不足 2.9 5.1 2.4 5.0 1.3 3.1 1.1 0.0

利幅の縮小 30.4 22.4 23.2 23.8 35.9 19.8 18.2 15.7
材料価格の上昇 13.7 16.3 17.1 18.8 17.9 13.5 12.5 12.0

下請の確保難 20.6 19.4 20.7 16.3 15.4 22.9 18.2 30.1

駐車場・資材置場の確保難 5.9 5.1 6.1 8.8 5.1 2.1 6.8 8.4
人件費の増加 15.7 16.3 19.5 15.0 23.1 15.6 11.4 15.7

人件費以外の経費の増加 11.8 9.2 9.8 12.5 12.8 10.4 8.0 10.8
後継者の不在および育成※ 16.3 8.5 13.8 14.1 14.6 22.7 12.0

取引先の減少 10.8 7.1 6.1 8.8 7.7 10.4 8.0 8.4

技術力の不足 8.8 14.3 7.3 16.3 10.3 9.4 19.3 9.6
代金回収の悪化 1.0 1.0 2.4 1.3 1.3 1.0 1.1 2.4

天候の不順 6.9 7.1 13.4 8.8 1.3 6.3 9.1 6.0
地場産業の衰退 3.9 2.0 1.2 1.3 3.8 5.2 2.3 3.6

大手企業・工場の縮小・撤退 1.0 2.0 1.2 1.3 1.3 0.0 1.1 0.0
その他 1.0 0.0 2.4 2.5 0.0 1.0 1.1 0.0

問題なし 1.0 3.1 2.4 1.3 0.0 2.1 1.1 2.4

販路を広げる 24.8 31.3 28.0 29.3 26.0 30.2 25.3 25.0
経費を節減する 40.6 41.7 36.6 40.2 36.4 43.8 37.9 36.9

情報力を強化する 16.8 18.8 14.6 23.2 15.6 24.0 17.2 13.1
新しい工法を導入する 7.9 6.3 3.7 3.7 1.3 4.2 2.3 1.2

新しい事業を始める 3.0 7.3 7.3 7.3 5.2 7.3 4.6 3.6

技術力を高める 27.7 33.3 30.4 36.6 31.2 27.1 32.2 22.6

デジタル技術・情報通信技術を活用する※ 6.3 1.2 0.0 2.6 4.2 4.6 2.4

人材を確保する 45.5 50.0 68.3 56.1 50.6 55.2 58.6 53.6
パート化を図る 1.0 1.0 0.0 2.4 1.3 0.0 2.3 3.6

教育訓練を強化する 12.9 15.6 15.9 14.6 19.5 14.6 16.1 11.9
労働条件を改善する 15.8 7.3 8.5 11.0 16.9 9.4 13.8 16.7

不動産の有効活用を図る 3.0 1.0 3.7 2.4 2.6 2.1 2.3 3.6

その他 2.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
特になし 10.8 8.3 6.1 4.9 6.5 5.2 6.9 10.7
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※ H31年 1～3月期より修正値・傾向値を掲載。 

対前期比は、「今期（H31年 1～3月期）修正値（小数点以下四捨五入）」－「前期（H30 年 10～12 月期）DI（小数点以下四捨五入）」

を表示。 

 

  

運輸業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．１ 令和元年10～12月期 1/2
地域名：大田区

注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

良い 22.0 23.4 19.5 18.3 14.6 15.6 30.3 19.5 20.7 20.0 13.5 18.5 18.8 11.0 26.0 17.5 9.2

普通 48.8 46.8 45.5 48.8 47.6 45.5 47.4 58.5 40.2 61.3 43.2 39.5 48.8 50.7 42.9 56.3 48.7

悪い 29.3 29.9 35.1 32.9 37.8 39.0 22.4 22.0 39.0 18.7 43.2 42.0 32.5 38.4 31.2 26.3 42.1

ＤＩ -7.3 -6.5 -15.6 -14.6 -23.2 -23.4 7.9 -2.4 -18.3 1.3 -29.7 -23.5 -13.8 -27.4 -5.2 -8.8 -32.9

修正値 -15.7 -19.5 -17.2 -12.0 -33.0 -21.2 -18.6 -9.0 -34.2
傾向値 -10.9 -14.1 -14.7 -15.1

増加 25.6 19.5 29.9 20.7 12.2 13.0 34.2 36.6 19.5 11.8 13.5 22.0 17.5 13.5 39.0 18.8 13.0

変らず 37.8 50.6 36.4 45.1 39.0 51.9 43.4 42.7 36.6 69.7 40.5 40.2 48.8 56.8 29.9 56.3 45.5

減少 36.6 29.9 33.8 34.1 48.8 35.1 22.4 20.7 43.9 18.4 45.9 37.8 33.8 29.7 31.2 25.0 41.6

ＤＩ -11.0 -10.4 -3.9 -13.4 -36.6 -22.1 11.8 15.9 -24.4 -6.6 -32.4 -15.9 -16.3 -16.2 7.8 -6.3 -28.6

修正値 -16.0 -28.2 -7.8 -11.4 -26.4 -10.3 -18.9 1.0 -22.9
傾向値 -11.6 -16.8 -17.9 -15.8

増加 22.0 20.8 26.0 15.9 9.8 14.3 26.3 20.7 20.0 11.8 14.9 25.3 15.7 13.5 29.9 21.6 9.1

変らず 40.2 37.7 36.4 47.6 42.7 49.4 50.0 53.7 36.0 65.8 36.5 33.3 37.3 48.6 41.6 45.1 51.9

減少 37.8 41.6 37.7 36.6 47.6 36.4 23.7 25.6 44.0 22.4 48.6 41.3 47.1 37.8 28.6 33.3 39.0

ＤＩ -15.9 -20.8 -11.7 -20.7 -37.8 -22.1 2.6 -4.9 -24.0 -10.5 -33.8 -16.0 -31.4 -24.3 1.3 -11.8 -29.9

修正値 -17.5 -27.5 -10.4 -26.1 -30.7 -18.0 -21.2 8.0 -26.7
傾向値 -16.7 -20.5 -22.4 -21.8

サービス提供価格 6.7 5.9 0.0 -1.7 2.0 -1.8 5.9 11.8 3.8 -7.8 -18.0 1.9 8.0 -10.0 17.5 6.0 -5.0

修正値 2.6 -11.4 0.0 6.4 -12.7 9.6 -0.1 4.0 -1.4

傾向値 3.3 0.7 -0.8 1.4

仕入価格 51.7 41.2 62.1 40.0 60.8 51.7 43.1 57.7 36.7 27.5 32.0 46.7 21.8 30.0 47.5 34.6 37.5

修正値 38.4 29.8 44.0 28.5 34.4 42.9 37.5 14.0 37.5
傾向値 52.5 46.9 38.3 33.9

資金繰り -11.3 -17.3 -15.3 -17.7 -29.6 -16.9 -9.4 -16.7 -22.2 -11.3 -35.3 -22.2 -17.6 -29.4 -12.2 -19.6 -17.1

〃   修正値 -19.9 -33.1 -20.3 -17.4 -29.6 -18.2 -21.6 -1.0 -21.4

売上額 6.6 3.4 -14.8 12.0 -16.4 -22.0 -23.5 2.4

収益 -9.7 -17.9 -43.4 -13.7 -32.7 -30.0 -24.0 0.0

残業時間 -11.5 -22.4 -7.0 -16.4 -5.8 -5.4 0.0 5.8 -13.5 -17.6 -18.0 -22.6 -24.5 -22.0 -17.5 -4.1 -25.0
人手 -70.5 -68.0 -77.6 -63.9 -75.5 -80.7 -74.5 -81.1 -75.9 -74.0 -72.0 -74.1 -66.0 -74.0 -63.4 -68.0 -63.4

借入難易度 5.1 1.8 6.1 16.7 -1.9 4.2 2.0 0.0

借入をした（%） 32.8 26.0 31.5 24.1 41.5 27.3 33.3 31.4 38.2 16.0 37.3 16.7 36.0 23.9 35.7 24.5 17.9
借入をしない（%） 67.2 74.0 68.5 75.9 58.5 72.7 66.7 68.6 61.8 84.0 62.7 83.3 64.0 76.1 64.3 75.5 82.1

82 77 82 77 83 74 80 78
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※ 経営上の問題点は、平成 30年 4～6月期より一部項目名変更、および項目新設。 

＜項目名変更＞「人手不足」→「人材不足」 

＜項 目 新 設＞「後継者の不在および育成」 

※ 重点経営施策は、平成 30年 4～6月期より一部項目新設。 

「デジタル技術・情報通信技術を活用する」 

 

運輸業 中小企業景況調査　転記表　ＮＯ．２ 令和元年10～12月期 2/2

地域名：大田区

注：各項目の右側は、前期調査における予想（計画）値です。

調査期 H30年 H30年 H30年 H30年 H31年 H31年4～ R1年 R1年 対 R2年

項目 1～3月期 4～6月期 7～9月期 10～12月期 1～3月期 R1年6月期 7～9月期 10～12月期  前期比 1～3月期

-14.8 -23.5 -28.6 -19.7 -20.8 -27.8 -11.8 -22.6 -9.3 -14.3 -14.3 -5.7 -10.0 -20.4 -19.5 -12.0 -19.5

53.3 54.5 48.2 51.7 58.8 51.8 52.1 62.5 56.6 51.2 56.2 53.8 60.0 61.2 71.8 58.3 66.7

事業用地・建物 11.7 9.1 5.4 12.1 9.8 7.1 6.3 6.3 15.1 2.3 8.3 19.2 6.0 8.2 10.3 4.2 15.4

機械・設備の新・増設 10.0 11.4 1.8 6.9 11.8 3.6 6.3 4.2 7.5 4.7 8.3 3.8 6.0 8.2 15.4 6.3 10.3

機械・設備の更改 5.0 9.1 12.5 5.2 7.8 7.1 4.2 6.3 7.5 4.7 2.1 7.7 2.0 2.0 12.8 4.2 7.7

事務機器 13.3 9.1 8.9 6.9 13.7 12.5 18.8 14.6 9.4 14.0 14.6 11.5 22.0 8.2 17.9 16.7 17.9

車両 41.7 40.9 41.1 39.7 43.1 39.3 39.6 56.3 47.2 41.9 45.8 44.2 46.0 46.9 51.3 45.8 53.8

その他 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.1 0.0

46.7 45.5 51.8 48.3 41.2 48.2 47.9 37.5 43.4 48.8 43.8 46.2 40.0 38.8 28.2 41.7 33.3

売上の停滞・減少 27.4 33.9 33.3 26.9 37.0 45.1 41.7 40.5

人材不足※ 58.1 69.5 70.4 76.9 68.5 72.5 68.8 64.3

同業者間の競争の激化 12.9 1.7 3.7 5.8 3.7 7.8 2.1 4.8

大企業との競争の激化 1.6 3.4 0.0 0.0 1.9 0.0 2.1 0.0

合理化の不足 8.1 1.7 3.7 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0

利幅の縮小 12.9 11.9 16.7 9.6 11.1 17.6 10.4 9.5

取扱サービスの陳腐化 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0

仕入価格の上昇 25.8 20.3 29.6 26.9 24.1 15.7 12.5 14.3

サービス提供価格の値下げ要請 3.2 3.4 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0

人件費の増加 37.1 33.9 37.0 30.8 27.8 33.3 33.3 33.3

人件費以外の経費の増加 8.1 5.1 11.1 11.5 16.7 13.7 12.5 9.5

取引先の減少 4.8 5.1 3.7 5.8 9.3 2.0 2.1 4.8

後継者の不在および育成※ 6.8 9.3 7.7 5.6 9.8 10.4 9.5

技術力の不足 4.8 0.0 3.7 5.8 0.0 2.0 4.2 0.0

商圏人口の減少 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

地価の高騰 1.6 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0

駐車場の確保難 6.5 8.5 5.6 5.8 13.0 3.9 10.4 9.5

車両の老朽化 22.6 25.4 24.1 21.2 24.1 23.5 16.7 14.3

店舗・設備の狭小・老朽化 4.8 3.4 5.6 3.8 5.6 5.9 4.2 9.5

代金回収の悪化 0.0 1.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

天候の不順 3.2 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 2.1 2.4

地場産業の衰退 0.0 3.4 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 0.0

大手企業・工場の縮小・撤退 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0

その他 1.6 0.0 1.9 0.0 3.7 3.9 0.0 2.4

問題なし 4.8 1.7 3.7 3.8 1.9 0.0 0.0 2.4

販路を広げる 27.9 25.0 24.5 18.0 33.3 24.0 18.0 16.7

経費を節減する 44.3 44.6 41.5 34.0 37.0 36.0 36.0 28.6

宣伝・広報を強化する 8.2 1.8 1.9 2.0 0.0 0.0 10.0 2.4

新しい事業を始める 6.6 3.6 7.5 10.0 5.6 8.0 10.0 9.5

車両を新規導入・修繕する 23.0 30.4 30.2 28.0 20.4 26.0 20.0 28.6

店舗改装や設備修繕をする 3.3 3.6 5.7 2.0 7.4 4.0 2.0 4.8

提携先を見つける 6.6 7.1 1.9 18.0 11.1 6.0 6.0 14.3

技術力を強化する 6.6 7.1 5.7 4.0 5.6 8.0 6.0 2.4

デジタル技術・情報通信技術を活用する※ 0.0 1.9 2.0 7.4 6.0 4.0 11.9

人材を確保する 65.6 73.2 67.9 74.0 59.3 70.0 74.0 64.3

パート化を図る 3.3 1.8 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0

教育訓練を強化する 13.1 16.1 9.4 4.0 9.3 6.0 6.0 14.3

労働条件を改善する 18.0 16.1 26.4 36.0 25.9 34.0 24.0 11.9

不動産の有効活用を図る 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4

その他 3.3 1.8 0.0 2.0 3.7 0.0 4.0 4.8

特になし 8.2 3.6 3.8 2.0 3.7 0.0 4.0 7.1

82 77 82 77 83 74 80 78
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大田区産業経済部産業振興課 

〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目 13番 14号 

TEL 03(5744)1363 FAX 03(5744)1528 

E-mail sangyo@city.ota.tokyo.jp 

※調査結果についてのお問い合わせは、下記調査主体までご連絡ください。 

公益財団法人大田区産業振興協会 事業戦略担当 
〒144－0035 東京都大田区南蒲田一丁目 20 番 20 号 

TEL 03(3733)6466  FAX 03(3733)6459 

E-mail jigyo1315@pio-ota.jp 
 

 


