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Ⅰ 調査の概要 
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１ 調査の目的 

この調査は秦野市の行政サービスの向上と、市民の行政に対する意識向上のための基礎資料とするため

に実施する。 

 

２ 調査の設計及び回収結果 

本調査の実施方法は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ アンケートの調査項目 

秦野市民の子育て支援施策、および、男女共同参画について調査項目を設定した。 

 

４ 調査結果をみる上での注意事項 

① 回答はｎ（有効回収数）を基準とした百分率で表わし、小数点第 2位を四捨五入した。 

このため、百分率の合計が 100%にならない場合がある。 

② 集計結果の表やグラフでは、コンピューター入力の都合上、回答の選択肢の言葉を短縮して表現し

ている場合がある。 

 

① 調査地域 市内全域 

② 調査対象 秦野市のネット調査会社の登録者 

③ 対象者数 400人（回収ベース） 

④ 母集団 秦野市のネット調査会社の登録者約 2800人 

⑤ 抽出方法 全数 

⑥ 調査方法 ネット調査（楽天リサーチ株式会社） 

⑦ 調査期間 平成 27年 11月 6日～11月 16日 

⑧ 調査機関 株式会社サーベイリサーチセンター 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 調査結果（第 3回目） 
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１ 属性 
 

  （１） 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２） 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３） 居住地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=400 

n=400 

n=400 

男性

56.5%女性

43.5%

無回答

0.0%

20代

7.8%

30代

24.3%

40代

31.0%

50代

21.0%

60代以上

16.0%

無回答

0.0%

本町地区

14.0%

南地区

17.5%

東地区

8.3%

北地区

9.0%

西地区

23.3%

上地区

1.0%

大根地区

14.5%

鶴巻地区

12.5%

秦野市以外

0.0%
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２ 子育て支援施策について 
 

（１） 行政に望む子育て支援について 

行政に望む子育て支援についてたずねたところ、「小児医療費助成の通院対象年齢の拡大（現行制度で

は小学４年生まで）」が 50.5％と最も高く、次いで「出産に対する経済的支援の充実」（43.3％）、「産

前産後の支援の充実」（35.5％）の順となっている。 

 

□ Q１. 行政に望む子育て支援は何ですか。 [３ＬA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別では、「出産に対する経済的支援の充実」で男性（46.5％）が女性（39.1％）より高く、「子ども

の予防接種費用助成の充実」では女性（37.9％）が男性（30.1％）より高くなっている。 

年代別でみると、「出産に対する経済的支援の充実」で 20代が 64.5％と高く、「産前産後の支援の充

実」についても 20代が 51.6％と他の年代と比べて高くなっている。 

「小児医療費助成の通院対象年齢の拡大（現行制度では小学４年生まで）」については 30代が 61.9％

と高く、「病児・病後児童保育の充実」については 20代が 16.5％と低く、60代以上が 42.2％と他の年

代より高くなっている。 また、「病児・病後児童保育の充実」と回答した割合については、高齢層ほど

高くなっている。 

 

n=400 
50.5

43.3

35.5

33.5

24.3

14.8

12.3

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

小児医療費助成の通院対象年齢の拡大

（現行制度では小学４年生まで）

出産に対する経済的支援の充実

産前産後の支援の充実

子どもの予防接種費用助成の充実

病児・病後児童保育の充実

不妊不育への助成の充実

その他

無回答

（※）現行制度では小学４年生まで 

行政に望む子育て支援（３ＬＡ）

全  体

小児医療費
助成の通院
対象年齢の
拡大(現行制
度では小学４

年生まで）

出産に対する
経済的支援

の充実

産前産後の
支援の充実

子どもの予防
接種費用助
成の充実

病児・病後児
童保育の充

実

不妊不育へ
の助成の充

実
その他

400 50.5 43.3 35.5 33.5 24.3 14.8 12.3
226 50.9 46.5 35.0 30.1 25.7 12.4 10.2
174 50.0 39.1 36.2 37.9 22.4 17.8 14.9
31 32.3 64.5 51.6 35.5 16.1 19.4 12.9
97 61.9 50.5 39.2 37.1 17.5 14.4 10.3

124 49.2 32.3 30.6 31.5 22.6 15.3 11.3
84 52.4 39.3 31.0 32.1 23.8 13.1 15.5
64 42.2 48.4 37.5 32.8 42.2 14.1 12.5

226 50.9 46.5 35.0 30.1 25.7 12.4 10.2
　２０代 5 20.0 40.0 40.0 0.0 40.0 20.0 20.0
　３０代 47 59.6 48.9 34.0 34.0 17.0 10.6 8.5
　４０代 68 54.4 41.2 32.4 30.9 27.9 16.2 5.9
　５０代 57 50.9 49.1 35.1 28.1 22.8 8.8 14.0
　６０代以上 49 40.8 49.0 38.8 30.6 32.7 12.2 12.2

174 50.0 39.1 36.2 37.9 22.4 17.8 14.9
　２０代 26 34.6 69.2 53.8 42.3 11.5 19.2 11.5
　３０代 50 64.0 52.0 44.0 40.0 18.0 18.0 12.0
　４０代 56 42.9 21.4 28.6 32.1 16.1 14.3 17.9
　５０代 27 55.6 18.5 22.2 40.7 25.9 22.2 18.5
　６０代以上 15 46.7 46.7 33.3 40.0 73.3 20.0 13.3

６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
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（2） 小児医療費助成の通院対象年齢 

Ｑ1 で「小児医療費助成の通院対象年齢の拡大」とお答えの方に、どこまでの拡大を望むかをたずね

たところ、「中学３年生まで」が 48.0％と最も高く、次いで「小学６年生まで」（29.2％）、「高校３年

生まで」（20.3％）の順となっている。 

 

□ Q2.  Q1 で「小児医療費助成の通院対象年齢の拡大」とお答えの方に伺います。 どこまでの拡大を望みますか。[ＳA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性別・年代別では、大きな差は見られない。 

 

n=202 

小学５年生まで

0.5%

小学６年生

まで

29.2%

中学１年生まで

2.0%

中学２年生まで

0.0%

中学３年生まで

48.0%

高校３年生

まで

20.3%

その他

0.0%

無回答

0.0%

小児医療費助成の通院対象年齢はどこまでの拡大を望むか

全  体
小学５年生

まで
小学６年生

まで
中学１年生

まで
中学２年生

まで
中学３年生

まで
高校３年生

まで
その他

202 0.5 29.2 2.0 0.0 48.0 20.3 0.0
115 0.0 30.4 1.7 0.0 47.8 20.0 0.0
87 1.1 27.6 2.3 0.0 48.3 20.7 0.0
10 0.0 40.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0
60 0.0 26.7 1.7 0.0 56.7 15.0 0.0
61 0.0 21.3 1.6 0.0 44.3 32.8 0.0
44 2.3 27.3 4.5 0.0 50.0 15.9 0.0
27 0.0 51.9 0.0 0.0 40.7 7.4 0.0

115 0.0 30.4 1.7 0.0 47.8 20.0 0.0
　２０代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
　３０代 28 0.0 32.1 3.6 0.0 50.0 14.3 0.0
　４０代 37 0.0 21.6 0.0 0.0 43.2 35.1 0.0
　５０代 29 0.0 27.6 3.4 0.0 51.7 17.2 0.0
　６０代以上 20 0.0 50.0 0.0 0.0 45.0 5.0 0.0

87 1.1 27.6 2.3 0.0 48.3 20.7 0.0
　２０代 9 0.0 44.4 0.0 0.0 22.2 33.3 0.0
　３０代 32 0.0 21.9 0.0 0.0 62.5 15.6 0.0
　４０代 24 0.0 20.8 4.2 0.0 45.8 29.2 0.0
　５０代 15 6.7 26.7 6.7 0.0 46.7 13.3 0.0
　６０代以上 7 0.0 57.1 0.0 0.0 28.6 14.3 0.0

性別

年代

性別
×

年代

全体
 （％）

男性
女性
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上
男性計

女性計
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３ 男女共同参画について 
 

（1） 男女の立場の平等感 

場面別に男女の立場の平等感について、どう感じるかをたずねたところ、「職場」「政治」「社会通念・

習慣・しきたり」については「男性優遇」が最も高くなっている（「職場」62.5％、「政治」61.6％、「社

会通念・習慣・しきたり」60.8％）。 

「家庭生活」「学校教育」「法律・制度」「自治会などの地域活動」「ボランティア・サークル活動」に

ついては、「平等」と回答した割合が最も高くなっている（「家庭生活」45.8％、「学校教育」74.8％、

「法律・制度」40.8％、「自治会などの地域活動」47.8％、「ボランティア・サークル活動」62.3％）。 

「女性優遇」が「男性優遇」を上回っているのは「ボランティア・サークル活動」のみである（「女性

優遇」11.3％、「男性優遇」9.3％）。 

 
注）上記コメント中の「男性優遇」とは「男性優遇」と「どちらかといえば男性優遇」を合算した割合、 

「女性優遇」とは「女性優遇」と「どちらかといえば女性優遇」を合算した割合について記載している。 

 

 

□ Q3. 次のそれぞれの場面における男女の立場の平等感について、どう感じますか。[ＳA] 

 

 

 

 

 

 

n=400 

 

9.0

20.0

1.5

22.8

11.3

19.5

7.3

2.0

27.8

42.5

8.0

38.8

28.3

41.3

25.8

7.3

45.8

24.8

74.8

28.3

40.8

26.8

47.8

62.3

6.8

3.5

2.8

1.8

7.3

3.5

4.0

9.5

2.5

1.5

0.8

0.3

1.3

0.5

1.8

1.8

8.3

7.8

12.3

8.3

11.3

8.5

13.5

17.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活

職場

学校教育

政治

法律・制度

社会通念・習慣・しきたり

自治会などの地域活動

ボランティア・サークル活動

男性優遇 どちらかといえば男性優遇 平等 どちらかといえば女性優遇 女性優遇 わからない 無回答
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○「家庭生活」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（55.3％）が女性（33.3％）より高く、「男性優遇」で

は女性（53.4％）が男性（23.9％）より高くなっている。 

年代別では、「男性優遇」では 40代（44.4％）や 60代以上（43.8％）が他の年代よりも高く、「平等」

で 20代（54.8％）や 50代（52.4％）が他の年代より高くなっている。 

○「職場」 

性別では、「平等」では男性（33.2％）が女性（13.8％）より高く、「男性優遇」では女性（78.1％）

が男性（50.4％）より高くなっている。 

年代別では、「男性優遇」で 20代（71.0％）が他の年代より高い。 「平等」については 60代以上（34.4％）

が他の年代より高くなっており、また、高齢層ほど高くなる傾向にある。 

 

 

 
注）上記コメント中の「男性優遇」とは「男性優遇」と「どちらかといえば男性優遇」を合算した割合、 

「女性優遇」とは「女性優遇」と「どちらかといえば女性優遇」を合算した割合について記載している。 

家庭生活 職場

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

400 9.0 27.8 45.8 6.8 2.5 8.3 400 20.0 42.5 24.8 3.5 1.5 7.8
226 2.7 21.2 55.3 7.1 2.2 11.5 226 9.7 40.7 33.2 6.2 1.3 8.8
174 17.2 36.2 33.3 6.3 2.9 4.0 174 33.3 44.8 13.8 0.0 1.7 6.3
31 9.7 22.6 54.8 9.7 3.2 0.0 31 32.3 38.7 19.4 3.2 3.2 3.2
97 4.1 27.8 45.4 8.2 5.2 9.3 97 16.5 46.4 23.7 3.1 1.0 9.3

124 12.1 32.3 37.1 6.5 1.6 10.5 124 21.0 42.7 24.2 1.6 1.6 8.9
84 7.1 20.2 52.4 9.5 1.2 9.5 84 17.9 41.7 21.4 8.3 1.2 9.5
64 12.5 31.3 50.0 0.0 1.6 4.7 64 20.3 39.1 34.4 1.6 1.6 3.1

226 2.7 21.2 55.3 7.1 2.2 11.5 226 9.7 40.7 33.2 6.2 1.3 8.8
　２０代 5 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 　２０代 5 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0
　３０代 47 0.0 17.0 55.3 8.5 4.3 14.9 　３０代 47 6.4 42.6 29.8 6.4 2.1 12.8
　４０代 68 5.9 19.1 48.5 7.4 2.9 16.2 　４０代 68 8.8 42.6 32.4 2.9 1.5 11.8
　５０代 57 0.0 17.5 61.4 12.3 0.0 8.8 　５０代 57 14.0 38.6 28.1 12.3 0.0 7.0
　６０代以上 49 4.1 32.7 55.1 0.0 2.0 6.1 　６０代以上 49 10.2 38.8 42.9 2.0 2.0 4.1

174 17.2 36.2 33.3 6.3 2.9 4.0 174 33.3 44.8 13.8 0.0 1.7 6.3
　２０代 26 11.5 23.1 50.0 11.5 3.8 0.0 　２０代 26 38.5 38.5 15.4 0.0 3.8 3.8
　３０代 50 8.0 38.0 36.0 8.0 6.0 4.0 　３０代 50 26.0 50.0 18.0 0.0 0.0 6.0
　４０代 56 19.6 48.2 23.2 5.4 0.0 3.6 　４０代 56 35.7 42.9 14.3 0.0 1.8 5.4
　５０代 27 22.2 25.9 33.3 3.7 3.7 11.1 　５０代 27 25.9 48.1 7.4 0.0 3.7 14.8
　６０代以上 15 40.0 26.7 33.3 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 15 53.3 40.0 6.7 0.0 0.0 0.0

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計
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○「学校教育」 

性別・年代別では、大きな差はみられない。 

○「政治」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（36.3％）が女性（17.8％）より高く、「男性優遇」で

は女性（73.6％）が男性（52.2％）より高くなっている。 

年代別では、「男性優遇」で 20代（67.8％）や 60代以上（68.8％）が他の年代より高く、「平等」で

50代（35.7％）が他の年代より高くなっている。 

 

○「法律・制度」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（49.1％）が女性（29.9％）より高く、「男性優遇」で

は女性（52.3％）は男性（29.7％）より高くなっている。 

年代別では、「平等」で 60代以上が 51.6％と他の年代より高く、また、高齢層ほど高くなる傾向にある。  

○「社会通念・習慣・しきたり」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（33.6％）が女性（17.8％）より高く、「男性優遇」で

は女性（71.8％）が男性（52.2％）より高くなっている。 

年代別では「男性優遇」で 60代以上（71.9％）が他の年代より高くなっている。 

 
注）上記コメント中の「男性優遇」とは「男性優遇」と「どちらかといえば男性優遇」を合算した割合、 

「女性優遇」とは「女性優遇」と「どちらかといえば女性優遇」を合算した割合について記載している。 

学校教育 政治

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

400 1.5 8.0 74.8 2.8 0.8 12.3 400 22.8 38.8 28.3 1.8 0.3 8.3
226 0.4 6.6 75.7 3.5 0.9 12.8 226 11.5 40.7 36.3 1.8 0.4 9.3
174 2.9 9.8 73.6 1.7 0.6 11.5 174 37.4 36.2 17.8 1.7 0.0 6.9
31 6.5 3.2 80.6 6.5 0.0 3.2 31 45.2 22.6 22.6 6.5 0.0 3.2
97 0.0 8.2 73.2 2.1 1.0 15.5 97 19.6 43.3 26.8 1.0 1.0 8.2

124 3.2 6.5 70.2 3.2 0.0 16.9 124 21.0 37.9 26.6 2.4 0.0 12.1
84 0.0 9.5 78.6 2.4 1.2 8.3 84 25.0 31.0 35.7 0.0 0.0 8.3
64 0.0 10.9 78.1 1.6 1.6 7.8 64 17.2 51.6 26.6 1.6 0.0 3.1

226 0.4 6.6 75.7 3.5 0.9 12.8 226 11.5 40.7 36.3 1.8 0.4 9.3
　２０代 5 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 　２０代 5 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0
　３０代 47 0.0 4.3 74.5 2.1 2.1 17.0 　３０代 47 10.6 38.3 38.3 0.0 2.1 10.6
　４０代 68 1.5 5.9 69.1 5.9 0.0 17.6 　４０代 68 10.3 39.7 33.8 2.9 0.0 13.2
　５０代 57 0.0 8.8 78.9 3.5 0.0 8.8 　５０代 57 17.5 33.3 40.4 0.0 0.0 8.8
　６０代以上 49 0.0 8.2 79.6 2.0 2.0 8.2 　６０代以上 49 6.1 57.1 30.6 2.0 0.0 4.1

174 2.9 9.8 73.6 1.7 0.6 11.5 174 37.4 36.2 17.8 1.7 0.0 6.9
　２０代 26 7.7 3.8 76.9 7.7 0.0 3.8 　２０代 26 50.0 26.9 15.4 3.8 0.0 3.8
　３０代 50 0.0 12.0 72.0 2.0 0.0 14.0 　３０代 50 28.0 48.0 16.0 2.0 0.0 6.0
　４０代 56 5.4 7.1 71.4 0.0 0.0 16.1 　４０代 56 33.9 35.7 17.9 1.8 0.0 10.7
　５０代 27 0.0 11.1 77.8 0.0 3.7 7.4 　５０代 27 40.7 25.9 25.9 0.0 0.0 7.4
　６０代以上 15 0.0 20.0 73.3 0.0 0.0 6.7 　６０代以上 15 53.3 33.3 13.3 0.0 0.0 0.0

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

法律・制度 社会通念・習慣・しきたり

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

400 11.3 28.3 40.8 7.3 1.3 11.3 400 19.5 41.3 26.8 3.5 0.5 8.5
226 5.8 23.9 49.1 8.4 1.8 11.1 226 10.2 42.0 33.6 4.4 0.9 8.8
174 18.4 33.9 29.9 5.7 0.6 11.5 174 31.6 40.2 17.8 2.3 0.0 8.0
31 19.4 25.8 35.5 9.7 0.0 9.7 31 19.4 41.9 25.8 3.2 3.2 6.5
97 10.3 30.9 30.9 12.4 2.1 13.4 97 19.6 36.1 28.9 4.1 1.0 10.3

124 12.1 25.0 42.7 7.3 0.8 12.1 124 21.8 36.3 26.6 5.6 0.0 9.7
84 9.5 29.8 42.9 4.8 2.4 10.7 84 17.9 44.0 27.4 2.4 0.0 8.3
64 9.4 29.7 51.6 1.6 0.0 7.8 64 17.2 54.7 23.4 0.0 0.0 4.7

226 5.8 23.9 49.1 8.4 1.8 11.1 226 10.2 42.0 33.6 4.4 0.9 8.8
　２０代 5 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 　２０代 5 0.0 20.0 60.0 0.0 20.0 0.0
　３０代 47 8.5 19.1 42.6 10.6 4.3 14.9 　３０代 47 14.9 29.8 36.2 6.4 2.1 10.6
　４０代 68 2.9 20.6 48.5 11.8 1.5 14.7 　４０代 68 7.4 38.2 35.3 7.4 0.0 11.8
　５０代 57 7.0 28.1 45.6 7.0 1.8 10.5 　５０代 57 14.0 42.1 31.6 3.5 0.0 8.8
　６０代以上 49 4.1 30.6 59.2 2.0 0.0 4.1 　６０代以上 49 6.1 61.2 28.6 0.0 0.0 4.1

174 18.4 33.9 29.9 5.7 0.6 11.5 174 31.6 40.2 17.8 2.3 0.0 8.0
　２０代 26 19.2 30.8 30.8 7.7 0.0 11.5 　２０代 26 23.1 46.2 19.2 3.8 0.0 7.7
　３０代 50 12.0 42.0 20.0 14.0 0.0 12.0 　３０代 50 24.0 42.0 22.0 2.0 0.0 10.0
　４０代 56 23.2 30.4 35.7 1.8 0.0 8.9 　４０代 56 39.3 33.9 16.1 3.6 0.0 7.1
　５０代 27 14.8 33.3 37.0 0.0 3.7 11.1 　５０代 27 25.9 48.1 18.5 0.0 0.0 7.4
　６０代以上 15 26.7 26.7 26.7 0.0 0.0 20.0 　６０代以上 15 53.3 33.3 6.7 0.0 0.0 6.7

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上
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○「自治会などの地域活動」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（54.0％）が女性（39.7％）より高く、「男性優遇」で

は女性（43.1％）は男性（25.2％）より高くなっている。 

年代別では、「男性優遇」で 60代以上（45.4％）が他の年代より高く、また、高齢層ほど高くなる傾

向にある。 

○「ボランティア・サークル活動」 

性別では、「平等」と回答している割合は男性（69.0％）が女性（53.4％）より高く、「男性優遇」で

女性（14.9％）が男性（4.8％）より高くなっている。 

年代別では、「男性優遇」で 20代（19.4％）が他の年代より高く、「平等」で 50代が（70.2％）と高

くなっている。 

 

 
注）上記コメント中の「男性優遇」とは「男性優遇」と「どちらかといえば男性優遇」を合算した割合、 

「女性優遇」とは「女性優遇」と「どちらかといえば女性優遇」を合算した割合について記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会などの地域活動 ボランティア・サークル活動

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

全  体
男性優

遇

どちら
かとい
えば男
性優遇

平等

どちら
かとい
えば女
性優遇

女性優
遇

わから
ない

400 7.3 25.8 47.8 4.0 1.8 13.5 400 2.0 7.3 62.3 9.5 1.8 17.3
226 3.5 21.7 54.0 4.9 2.2 13.7 226 0.4 4.4 69.0 9.3 1.8 15.0
174 12.1 31.0 39.7 2.9 1.1 13.2 174 4.0 10.9 53.4 9.8 1.7 20.1
31 16.1 16.1 45.2 9.7 0.0 12.9 31 12.9 6.5 48.4 16.1 3.2 12.9
97 6.2 20.6 46.4 3.1 6.2 17.5 97 0.0 6.2 61.9 6.2 5.2 20.6

124 6.5 21.0 48.4 5.6 0.0 18.5 124 0.8 6.5 60.5 11.3 0.0 21.0
84 7.1 32.1 50.0 0.0 1.2 9.5 84 2.4 7.1 70.2 6.0 0.0 14.3
64 6.3 39.1 46.9 4.7 0.0 3.1 64 1.6 10.9 62.5 12.5 1.6 10.9

226 3.5 21.7 54.0 4.9 2.2 13.7 226 0.4 4.4 69.0 9.3 1.8 15.0
　２０代 5 0.0 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 　２０代 5 0.0 0.0 80.0 0.0 20.0 0.0
　３０代 47 2.1 10.6 51.1 6.4 8.5 21.3 　３０代 47 0.0 4.3 70.2 2.1 6.4 17.0
　４０代 68 1.5 13.2 55.9 7.4 0.0 22.1 　４０代 68 0.0 0.0 67.6 10.3 0.0 22.1
　５０代 57 8.8 26.3 54.4 0.0 1.8 8.8 　５０代 57 1.8 7.0 70.2 8.8 0.0 12.3
　６０代以上 49 2.0 38.8 51.0 6.1 0.0 2.0 　６０代以上 49 0.0 8.2 67.3 16.3 0.0 8.2

174 12.1 31.0 39.7 2.9 1.1 13.2 174 4.0 10.9 53.4 9.8 1.7 20.1
　２０代 26 19.2 15.4 38.5 11.5 0.0 15.4 　２０代 26 15.4 7.7 42.3 19.2 0.0 15.4
　３０代 50 10.0 30.0 42.0 0.0 4.0 14.0 　３０代 50 0.0 8.0 54.0 10.0 4.0 24.0
　４０代 56 12.5 30.4 39.3 3.6 0.0 14.3 　４０代 56 1.8 14.3 51.8 12.5 0.0 19.6
　５０代 27 3.7 44.4 40.7 0.0 0.0 11.1 　５０代 27 3.7 7.4 70.4 0.0 0.0 18.5
　６０代以上 15 20.0 40.0 33.3 0.0 0.0 6.7 　６０代以上 15 6.7 20.0 46.7 0.0 6.7 20.0

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上
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（2） 男女共同参画社会の実現への施策 

男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に進めるべきだと思う施策については、「保育所の充実など

子育て環境の整備」が52.3％と最も高く、次いで「女性の働く環境、条件の整備」（48.5％）、「育児・

介護休業制度の普及・充実」（40.3％）の順となっている。 

 
□ Q4. 男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に進めるべきだと思う施策はどれですか。[ＭA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=400 

52.3

48.5

40.3

31.0

26.0

25.8

22.8

19.3

16.3

12.3

12.0

11.5

4.5

9.0

8.5

0.0

0% 20% 40% 60%

保育所の充実など子育て環境の整備

女性の働く環境、条件の整備

育児・介護休業制度の普及・充実

母子父子家庭の生活の安定と福祉の向上

在宅福祉サービスの充実など介護看護施策の充実

配偶者暴力やセクハラなどに対する相談体制の整備

公の役職などへの女性登用の促進

女性の社会参画支援のための職業能力の開発、向上

女性の健康管理を進めるための相談・検診体制の充実

学校における男女平等教育の充実

地域活動や生涯学習での男女平等の啓発

男女共同参画への取組を進める団体等への支援

その他

特にない

わからない

無回答
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性別では、「女性の働く環境、条件の整備」で女性（57.5％）が男性（41.6％）より高くなっている。 

「在宅福祉サービスの充実など介護看護施策の充実」でも女性（32.8％）が男性（20.8％）より高くな

っている。また、男性が女性を上回っているのは「母子父子家庭の生活の安定と福祉の向上」と「男女

共同参画への取組を進める団体等への支援」のみである。 

年代別でみると、「育児・介護休業制度の普及・充実」が 20代で 54.8％と他の年代より高く、「保育

所の充実など子育て環境の整備」では 20代（61.3％）と 60代以上（65.6％）と他の年代より高くなっ

ている。 

また、「母子父子家庭の生活の安定と福祉の向上」や「在宅福祉サービスの充実など介護看護施策の充

実」では 60代以上が他の年代より高くなっている（「母子父子家庭の生活の安定と福祉の向上」- 45.3％、

「在宅福祉サービスの充実など介護看護施策の充実」- 42.2%）。 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に進めるべきだと思う施策（ＭＡ）

全  体

保育所の充
実など子育
て環境の整

備

女性の働く
環境、条件

の整備

育児・介護休
業制度の普

及・充実

母子父子家
庭の生活の
安定と福祉

の向上

在宅福祉
サービスの
充実など介
護看護施策

の充実

配偶者暴力
やセクハラな
どに対する相
談体制の整

備

公の役職な
どへの女性
登用の促進

女性の社会
参画支援の
ための職業
能力の開
発、向上

400 52.3 48.5 40.3 31.0 26.0 25.8 22.8 19.3
226 50.9 41.6 36.3 31.4 20.8 22.1 18.6 15.5
174 54.0 57.5 45.4 30.5 32.8 30.5 28.2 24.1
31 61.3 45.2 54.8 32.3 19.4 29.0 25.8 25.8
97 48.5 52.6 44.3 30.9 21.6 21.6 21.6 15.5

124 46.0 48.4 32.3 24.2 28.2 27.4 22.6 21.8
84 52.4 51.2 35.7 29.8 17.9 31.0 27.4 17.9
64 65.6 40.6 48.4 45.3 42.2 20.3 17.2 18.8

226 50.9 41.6 36.3 31.4 20.8 22.1 18.6 15.5
　２０代 5 40.0 20.0 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 20.0
　３０代 47 42.6 40.4 29.8 25.5 8.5 17.0 17.0 8.5
　４０代 68 45.6 41.2 29.4 20.6 20.6 25.0 19.1 16.2
　５０代 57 50.9 43.9 35.1 33.3 14.0 24.6 19.3 15.8
　６０代以上 49 67.3 42.9 53.1 51.0 42.9 22.4 18.4 20.4

174 54.0 57.5 45.4 30.5 32.8 30.5 28.2 24.1
　２０代 26 65.4 50.0 57.7 34.6 23.1 34.6 26.9 26.9
　３０代 50 54.0 64.0 58.0 36.0 34.0 26.0 26.0 22.0
　４０代 56 46.4 57.1 35.7 28.6 37.5 30.4 26.8 28.6
　５０代 27 55.6 66.7 37.0 22.2 25.9 44.4 44.4 22.2
　６０代以上 15 60.0 33.3 33.3 26.7 40.0 13.3 13.3 13.3

男女共同参画社会の実現に向けて、積極的に進めるべきだと思う施策（ＭＡ）

全  体

女性の健康
管理を進め
るための相

談・検診体制
の充実

学校におけ
る男女平等
教育の充実

地域活動や
生涯学習で
の男女平等

の啓発

男女共同参
画への取組
を進める団
体等への支

援

その他 特にない わからない

400 16.3 12.3 12.0 11.5 4.5 9.0 8.5
226 11.5 11.1 9.7 12.8 4.4 10.2 10.2
174 22.4 13.8 14.9 9.8 4.6 7.5 6.3
31 19.4 16.1 19.4 16.1 9.7 3.2 9.7
97 14.4 10.3 9.3 11.3 5.2 4.1 9.3

124 21.8 11.3 12.1 10.5 3.2 12.1 11.3
84 11.9 9.5 11.9 8.3 4.8 11.9 8.3
64 12.5 18.8 12.5 15.6 3.1 9.4 1.6

226 11.5 11.1 9.7 12.8 4.4 10.2 10.2
　２０代 5 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0
　３０代 47 6.4 10.6 4.3 12.8 8.5 6.4 10.6
　４０代 68 16.2 10.3 11.8 13.2 1.5 14.7 16.2
　５０代 57 8.8 5.3 10.5 8.8 5.3 10.5 10.5
　６０代以上 49 14.3 18.4 12.2 16.3 2.0 8.2 0.0

174 22.4 13.8 14.9 9.8 4.6 7.5 6.3
　２０代 26 23.1 15.4 23.1 15.4 7.7 3.8 7.7
　３０代 50 22.0 10.0 14.0 10.0 2.0 2.0 8.0
　４０代 56 28.6 12.5 12.5 7.1 5.4 8.9 5.4
　５０代 27 18.5 18.5 14.8 7.4 3.7 14.8 3.7
　６０代以上 15 6.7 20.0 13.3 13.3 6.7 13.3 6.7

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性
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（3） 結婚等についての考え方 

結婚等14項目についての考え方をたずねた。 

「そう思う」と回答した割合は、「夫が妻を殴ることは許されない」（87.5％）、「妻が夫を殴ることは許さ

れない」（84.5％）で8割以上を占めている。 

「男女とも家事をするように育てるほうがよい」（69.5％）、「男女とも仕事をするように育てたほうがよ

い」（66.3％）、「男性も育児・介護休暇を取ったほうがよい」（64.5％）では、「そう思う」が６割以上、「結

婚したら子どもを持つほうがよい」（59.3％）、「独身で暮らすよりも結婚したほうがよい」（52.5％）が 5

割以上で半数を超えている。 

一方、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」では「そう思う」と回答した割合は 8.3％、「テレビ

などに映る女性の水着姿などに抵抗を感じる」では11.0％と低くなっている。 

 

 

□ Q5.  次の考え方についてあなたはどう思いますか。[ＳA] 

 

 

 

 

 

n=400 

87.5

84.5

69.5

66.3

64.5

59.3

52.5

40.3

39.5

31.5

26.3

17.0

11.0

8.3

6.8

10.0

23.5

28.5

28.8

32.0

34.8

47.3

34.0

45.3

47.3

34.0

35.8

46.8

3.3

3.5

3.8

2.0

4.3

5.5

8.5

8.3

22.5

19.3

23.0

45.8

50.0

41.5

2.5

2.0

3.3

3.3

2.5

3.3

4.3

4.3

4.0

4.0

3.5

3.3

3.3

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫が妻を殴ることは許されない

妻が夫を殴ることは許されない

男女とも家事をするように育てるほうがよい

男女とも仕事をするように育てたほうがよい

男性も育児・介護休暇を取ったほうがよい

結婚したら子どもを持つほうがよい

独身で暮らすよりも結婚したほうがよい

女性の政治家や管理職がもっと増えるとよい

夫婦が別姓を名乗ってもよい

女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきである

女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児をきちんとすべきで

ある

仕事には女性向きも男性向きもない

テレビなどに映る女性の水着姿などに抵抗を感じる

夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

そう思う どちらともいえない 思わない わからない 無回答
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○「夫が妻を殴ることは許されない」 

性別では、「そう思う」と回答している割合は女性（92.5％）が男性（83.6％）より高くなっている。 

年代別では、大きな差はみられない。 

○「妻が夫を殴ることは許されない」 

性別では、「そう思う」と回答している割合は女性（87.4％）が男性（82.3％）より高くなっている。 

年代別では、「どちらともいえない」で 20代（22.6％）は他の年代より高くなっている。 

 

○「男女とも家事をするように育てるほうがよい」 

性別では、「どちらともいえない」と回答している割合は男性（29.6％）が女性（15.5％）より高く、

「そう思う」では女性（80.5％）は男性（61.1％）より高くなっている。 

年代別では、「そう思わない」で 20代が 12.9％と他の年代より高くなっている。 

○「男女とも仕事をするように育てたほうがよい」 

性別では、「どちらともいえない」と回答している割合は男性（35.4％）が女性（19.5％）より高く、

「そう思う」では女性（78.7％）は男性（56.6％）より高くなっている。 

年代別では、大きな差はみられない。 

 

夫が妻を殴ることは許されない 妻が夫を殴ることは許されない

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 87.5 6.8 3.3 2.5 400 84.5 10.0 3.5 2.0
226 83.6 8.0 4.4 4.0 226 82.3 10.6 4.0 3.1
174 92.5 5.2 1.7 0.6 174 87.4 9.2 2.9 0.6
31 80.6 16.1 3.2 0.0 31 71.0 22.6 6.5 0.0
97 90.7 5.2 2.1 2.1 97 89.7 7.2 2.1 1.0

124 87.9 4.8 4.8 2.4 124 80.6 10.5 6.5 2.4
84 84.5 7.1 2.4 6.0 84 85.7 8.3 1.2 4.8
64 89.1 7.8 3.1 0.0 64 89.1 9.4 1.6 0.0

226 83.6 8.0 4.4 4.0 226 82.3 10.6 4.0 3.1
　２０代 5 60.0 20.0 20.0 0.0 　２０代 5 60.0 20.0 20.0 0.0
　３０代 47 87.2 4.3 4.3 4.3 　３０代 47 87.2 6.4 4.3 2.1
　４０代 68 82.4 7.4 5.9 4.4 　４０代 68 75.0 11.8 8.8 4.4
　５０代 57 80.7 10.5 1.8 7.0 　５０代 57 82.5 12.3 0.0 5.3
　６０代以上 49 87.8 8.2 4.1 0.0 　６０代以上 49 89.8 10.2 0.0 0.0

174 92.5 5.2 1.7 0.6 174 87.4 9.2 2.9 0.6
　２０代 26 84.6 15.4 0.0 0.0 　２０代 26 73.1 23.1 3.8 0.0
　３０代 50 94.0 6.0 0.0 0.0 　３０代 50 92.0 8.0 0.0 0.0
　４０代 56 94.6 1.8 3.6 0.0 　４０代 56 87.5 8.9 3.6 0.0
　５０代 27 92.6 0.0 3.7 3.7 　５０代 27 92.6 0.0 3.7 3.7
　６０代以上 15 93.3 6.7 0.0 0.0 　６０代以上 15 86.7 6.7 6.7 0.0

 （％）  （％）
全体 全体

性別
男性

性別
男性

女性 女性

６０代以上 ６０代以上

性別
×

年代

男性計

性別
×

年代

男性計

女性計 女性計

年代

２０代

年代

２０代
３０代 ３０代
４０代 ４０代
５０代 ５０代

男女とも家事をするように育てるほうがよい 男女とも仕事をするように育てたほうがよい

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 69.5 23.5 3.8 3.3 400 66.3 28.5 2.0 3.3
226 61.1 29.6 4.9 4.4 226 56.6 35.4 3.5 4.4
174 80.5 15.5 2.3 1.7 174 78.7 19.5 0.0 1.7
31 61.3 22.6 12.9 3.2 31 64.5 32.3 0.0 3.2
97 74.2 18.6 4.1 3.1 97 62.9 32.0 1.0 4.1

124 69.4 24.2 3.2 3.2 124 64.5 29.0 2.4 4.0
84 69.0 25.0 0.0 6.0 84 69.0 26.2 1.2 3.6
64 67.2 28.1 4.7 0.0 64 71.9 23.4 4.7 0.0

226 61.1 29.6 4.9 4.4 226 56.6 35.4 3.5 4.4
　２０代 5 40.0 0.0 40.0 20.0 　２０代 5 40.0 40.0 0.0 20.0
　３０代 47 70.2 21.3 4.3 4.3 　３０代 47 55.3 38.3 2.1 4.3
　４０代 68 55.9 32.4 5.9 5.9 　４０代 68 47.1 41.2 4.4 7.4
　５０代 57 61.4 33.3 0.0 5.3 　５０代 57 61.4 33.3 1.8 3.5
　６０代以上 49 61.2 32.7 6.1 0.0 　６０代以上 49 67.3 26.5 6.1 0.0

174 80.5 15.5 2.3 1.7 174 78.7 19.5 0.0 1.7
　２０代 26 65.4 26.9 7.7 0.0 　２０代 26 69.2 30.8 0.0 0.0
　３０代 50 78.0 16.0 4.0 2.0 　３０代 50 70.0 26.0 0.0 4.0
　４０代 56 85.7 14.3 0.0 0.0 　４０代 56 85.7 14.3 0.0 0.0
　５０代 27 85.2 7.4 0.0 7.4 　５０代 27 85.2 11.1 0.0 3.7
　６０代以上 15 86.7 13.3 0.0 0.0 　６０代以上 15 86.7 13.3 0.0 0.0

性別
男性

女性 女性
性別

男性

 （％）  （％）
全体 全体

男性計

性別
×

年代

男性計

女性計 女性計

５０代
６０代以上 ６０代以上

性別
×

年代

年代

２０代
３０代 ３０代
４０代 ４０代年代

２０代

５０代
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○「男性も育児・介護休暇を取ったほうがよい」 

性別・年代別では、大きな差はみられない。 

○「結婚したら子どもを持つほうがよい」 

性別では、「そう思う」と回答している割合は男性（66.8％）が女性（49.4％）より高く、「どちらと

もいえない」では女性（40.8％）は男性（25.2％）より高くなっている。 

年代別では、「そう思う」で 60代以上（79.7％）は高く、「どちらともいえない」で 30代（44.3％）

が他の年代より高くなっている。 

 

○「独身で暮らすよりも結婚したほうがよい」 

性別では、「そう思う」と回答している割合は男性（60.2％）が女性（42.5％）より高く、「どちらと

もいえない」では女性（44.8％）は男性（27.0％）より高くなっている。 

年代別では、「そう思う」で 60代以上（73.4％）が他の年代より高くなっている。 

○「女性の政治家や管理職がもっと増えるとよい」 

性別では、「どちらともいえない」と回答している割合は男性（54.4％）が女性（37.9％）より高く、

「そう思う」では女性（54.0％）は男性（29.6％）より高くなっている。 

年代別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

男性も育児・介護休暇を取ったほうがよい 結婚したら子どもを持つほうがよい

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 64.5 28.8 4.3 2.5 400 59.3 32.0 5.5 3.3
226 61.5 30.5 4.0 4.0 226 66.8 25.2 4.9 3.1
174 68.4 26.4 4.6 0.6 174 49.4 40.8 6.3 3.4
31 61.3 29.0 6.5 3.2 31 64.5 29.0 6.5 0.0
97 69.1 28.9 0.0 2.1 97 47.4 44.3 5.2 3.1

124 61.3 31.5 5.6 1.6 124 50.0 37.9 7.3 4.8
84 66.7 26.2 2.4 4.8 84 69.0 19.0 7.1 4.8
64 62.5 26.6 9.4 1.6 64 79.7 20.3 0.0 0.0

226 61.5 30.5 4.0 4.0 226 66.8 25.2 4.9 3.1
　２０代 5 60.0 20.0 0.0 20.0 　２０代 5 40.0 40.0 20.0 0.0
　３０代 47 72.3 23.4 0.0 4.3 　３０代 47 48.9 40.4 6.4 4.3
　４０代 68 55.9 36.8 4.4 2.9 　４０代 68 57.4 33.8 4.4 4.4
　５０代 57 61.4 31.6 1.8 5.3 　５０代 57 75.4 14.0 7.0 3.5
　６０代以上 49 59.2 28.6 10.2 2.0 　６０代以上 49 89.8 10.2 0.0 0.0

174 68.4 26.4 4.6 0.6 174 49.4 40.8 6.3 3.4
　２０代 26 61.5 30.8 7.7 0.0 　２０代 26 69.2 26.9 3.8 0.0
　３０代 50 66.0 34.0 0.0 0.0 　３０代 50 46.0 48.0 4.0 2.0
　４０代 56 67.9 25.0 7.1 0.0 　４０代 56 41.1 42.9 10.7 5.4
　５０代 27 77.8 14.8 3.7 3.7 　５０代 27 55.6 29.6 7.4 7.4
　６０代以上 15 73.3 20.0 6.7 0.0 　６０代以上 15 46.7 53.3 0.0 0.0

３０代 ３０代
４０代 ４０代
５０代 ５０代
６０代以上 ６０代以上

性別
×

年代

男性計

性別
×

年代

男性計

女性計 女性計

性別
男性
女性

 （％）
全体

年代

２０代

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代

独身で暮らすよりも結婚したほうがよい 女性の政治家や管理職がもっと増えるとよい

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 52.5 34.8 8.5 4.3 400 40.3 47.3 8.3 4.3
226 60.2 27.0 8.4 4.4 226 29.6 54.4 10.6 5.3
174 42.5 44.8 8.6 4.0 174 54.0 37.9 5.2 2.9
31 54.8 32.3 9.7 3.2 31 48.4 35.5 9.7 6.5
97 44.3 38.1 11.3 6.2 97 41.2 45.4 11.3 2.1

124 43.5 41.1 11.3 4.0 124 35.5 50.8 8.1 5.6
84 58.3 29.8 6.0 6.0 84 45.2 46.4 1.2 7.1
64 73.4 25.0 1.6 0.0 64 37.5 50.0 12.5 0.0

226 60.2 27.0 8.4 4.4 226 29.6 54.4 10.6 5.3
　２０代 5 60.0 0.0 20.0 20.0 　２０代 5 0.0 40.0 20.0 40.0
　３０代 47 40.4 36.2 17.0 6.4 　３０代 47 27.7 53.2 17.0 2.1
　４０代 68 47.1 36.8 10.3 5.9 　４０代 68 25.0 58.8 8.8 7.4
　５０代 57 70.2 22.8 3.5 3.5 　５０代 57 36.8 54.4 1.8 7.0
　６０代以上 49 85.7 12.2 2.0 0.0 　６０代以上 49 32.7 51.0 16.3 0.0

174 42.5 44.8 8.6 4.0 174 54.0 37.9 5.2 2.9
　２０代 26 53.8 38.5 7.7 0.0 　２０代 26 57.7 34.6 7.7 0.0
　３０代 50 48.0 40.0 6.0 6.0 　３０代 50 54.0 38.0 6.0 2.0
　４０代 56 39.3 46.4 12.5 1.8 　４０代 56 48.2 41.1 7.1 3.6
　５０代 27 33.3 44.4 11.1 11.1 　５０代 27 63.0 29.6 0.0 7.4
　６０代以上 15 33.3 66.7 0.0 0.0 　６０代以上 15 53.3 46.7 0.0 0.0

女性
性別

男性

 （％）
全体

男性計

女性計

６０代以上

性別
×

年代

３０代
４０代年代

２０代

５０代

性別
男性
女性

 （％）
全体

性別
×

年代

男性計

女性計

５０代
６０代以上

年代

２０代
３０代
４０代
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○「夫婦が別姓を名乗ってもよい」 

性別では、「思わない」と回答している割合は男性（28.3％）が女性（14.9％）より高く、「そう思う」

では女性（51.1％）は男性（30.5％）より高くなっている。 

年代別では、「そう思う」で 20代（45.2％）や 50代（48.8％）が他の年代より高くなっている。 

○「女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育てるべきである」 

性別では、「そう思う」と回答している割合は男性（39.4％）が女性（21.3％）より高く、「思わない」

では女性（32.2％）が男性（9.3％）より高くなっている。 

年代別では、「思わない」で 20代が 48.4％と他の年代より高く、また、若年層ほど割合が高くなって

いる。一方、「思う」では、60代以上が 40.6％で他の年代より高く、また、高齢層ほど割合が高くなっ

ている。 

 

夫婦が別姓を名乗ってもよい

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 39.5 34.0 22.5 4.0 400 31.5 45.3 19.3 4.0
226 30.5 36.3 28.3 4.9 226 39.4 46.5 9.3 4.9
174 51.1 31.0 14.9 2.9 174 21.3 43.7 32.2 2.9
31 45.2 38.7 12.9 3.2 31 16.1 35.5 48.4 0.0
97 29.9 42.3 24.7 3.1 97 24.7 49.5 21.6 4.1

124 40.3 30.6 24.2 4.8 124 32.3 46.0 17.7 4.0
84 48.8 27.4 19.0 4.8 84 36.9 45.2 14.3 3.6
64 37.5 34.4 25.0 3.1 64 40.6 42.2 10.9 6.3

226 30.5 36.3 28.3 4.9 226 39.4 46.5 9.3 4.9
　２０代 5 40.0 0.0 40.0 20.0 　２０代 5 40.0 40.0 20.0 0.0
　３０代 47 19.1 42.6 34.0 4.3 　３０代 47 27.7 51.1 14.9 6.4
　４０代 68 29.4 36.8 26.5 7.4 　４０代 68 41.2 42.6 10.3 5.9
　５０代 57 38.6 35.1 22.8 3.5 　５０代 57 40.4 50.9 5.3 3.5
　６０代以上 49 32.7 34.7 30.6 2.0 　６０代以上 49 46.9 42.9 6.1 4.1

174 51.1 31.0 14.9 2.9 174 21.3 43.7 32.2 2.9
　２０代 26 46.2 46.2 7.7 0.0 　２０代 26 11.5 34.6 53.8 0.0
　３０代 50 40.0 42.0 16.0 2.0 　３０代 50 22.0 48.0 28.0 2.0
　４０代 56 53.6 23.2 21.4 1.8 　４０代 56 21.4 50.0 26.8 1.8
　５０代 27 70.4 11.1 11.1 7.4 　５０代 27 29.6 33.3 33.3 3.7
　６０代以上 15 53.3 33.3 6.7 6.7 　６０代以上 15 20.0 40.0 26.7 13.3

 （％）

女の子は女の子らしく、男の子は男の子らしく育て
るべきである

女性
性別

男性

 （％）
全体

男性計

女性計

６０代以上

性別
×

年代

３０代
４０代年代

２０代

５０代

性別
男性
女性

全体

性別
×

年代

男性計

女性計

５０代
６０代以上

年代

２０代
３０代
４０代
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○「女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児をきちんとすべきである」 

性別では、「思わない」と回答している割合は女性（27.0％）が男性（19.9％）より高くなっている。 

年代別では、「そう思う」では 60代以上（34.4％）は他の年代より高く、高齢層ほど高くなる傾向に

ある。 

○「仕事には女性向きも男性向きもない」 

性別では、「思わない」と回答している割合は男性（51.8％）が女性（37.9％）より高く、「どちらと

もいえない」では女性（40.2％）は男性（29.2％）より高くなっている。 

年代別では、「思う」で 20代が 25.8％と他の年代より高く、「思わない」で 30代（53.6％）と他の年

代より高くなっている。 

 

○「テレビなどに映る女性の水着姿などに抵抗を感じる」 

性別では、「思わない」と回答している割合は男性（58.8％）が女性（38.5％）より高く、「そう思う」

では女性（20.1％）は男性（4.0％）より高くなっている。 

年代別では、「思わない」で 20代（38.7％）が他の年代より低くなっている。 

○「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」 

性別・年代別では、大きな差はみられない。 

 

 

仕事には女性向きも男性向きもない

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 26.3 47.3 23.0 3.5 400 17.0 34.0 45.8 3.3
226 28.3 48.2 19.9 3.5 226 14.2 29.2 51.8 4.9
174 23.6 46.0 27.0 3.4 174 20.7 40.2 37.9 1.1
31 22.6 58.1 19.4 0.0 31 25.8 38.7 25.8 9.7
97 25.8 44.3 24.7 5.2 97 16.5 28.9 53.6 1.0

124 22.6 44.4 29.8 3.2 124 16.1 34.7 45.2 4.0
84 27.4 56.0 13.1 3.6 84 20.2 31.0 44.0 4.8
64 34.4 40.6 21.9 3.1 64 10.9 42.2 46.9 0.0

226 28.3 48.2 19.9 3.5 226 14.2 29.2 51.8 4.9
　２０代 5 40.0 20.0 40.0 0.0 　２０代 5 0.0 20.0 20.0 60.0
　３０代 47 19.1 53.2 23.4 4.3 　３０代 47 17.0 25.5 55.3 2.1
　４０代 68 26.5 42.6 26.5 4.4 　４０代 68 11.8 27.9 54.4 5.9
　５０代 57 28.1 57.9 10.5 3.5 　５０代 57 17.5 26.3 50.9 5.3
　６０代以上 49 38.8 42.9 16.3 2.0 　６０代以上 49 12.2 38.8 49.0 0.0

174 23.6 46.0 27.0 3.4 174 20.7 40.2 37.9 1.1
　２０代 26 19.2 65.4 15.4 0.0 　２０代 26 30.8 42.3 26.9 0.0
　３０代 50 32.0 36.0 26.0 6.0 　３０代 50 16.0 32.0 52.0 0.0
　４０代 56 17.9 46.4 33.9 1.8 　４０代 56 21.4 42.9 33.9 1.8
　５０代 27 25.9 51.9 18.5 3.7 　５０代 27 25.9 40.7 29.6 3.7
　６０代以上 15 20.0 33.3 40.0 6.7 　６０代以上 15 6.7 53.3 40.0 0.0

女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児をきち
んとすべきである

女性
性別

男性

 （％）
全体

男性計

女性計

６０代以上

性別
×

年代

３０代
４０代年代

２０代

５０代

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計

テレビなどに映る女性の水着姿などに抵抗を感じる 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

全  体 そう思う
どちらと
もいえな

い
思わない

わからな
い

400 11.0 35.8 50.0 3.3 400 8.3 46.8 41.5 3.5
226 4.0 32.3 58.8 4.9 226 9.7 48.2 38.5 3.5
174 20.1 40.2 38.5 1.1 174 6.3 44.8 45.4 3.4
31 16.1 45.2 38.7 0.0 31 12.9 48.4 38.7 0.0
97 7.2 33.0 56.7 3.1 97 6.2 45.4 46.4 2.1

124 12.1 33.9 50.0 4.0 124 5.6 48.4 41.9 4.0
84 11.9 36.9 47.6 3.6 84 10.7 42.9 40.5 6.0
64 10.9 37.5 48.4 3.1 64 10.9 50.0 35.9 3.1

226 4.0 32.3 58.8 4.9 226 9.7 48.2 38.5 3.5
　２０代 5 0.0 20.0 80.0 0.0 　２０代 5 0.0 80.0 20.0 0.0
　３０代 47 4.3 23.4 68.1 4.3 　３０代 47 8.5 34.0 55.3 2.1
　４０代 68 2.9 30.9 58.8 7.4 　４０代 68 7.4 51.5 35.3 5.9
　５０代 57 5.3 38.6 52.6 3.5 　５０代 57 10.5 47.4 36.8 5.3
　６０代以上 49 4.1 36.7 55.1 4.1 　６０代以上 49 14.3 55.1 30.6 0.0

174 20.1 40.2 38.5 1.1 174 6.3 44.8 45.4 3.4
　２０代 26 19.2 50.0 30.8 0.0 　２０代 26 15.4 42.3 42.3 0.0
　３０代 50 10.0 42.0 46.0 2.0 　３０代 50 4.0 56.0 38.0 2.0
　４０代 56 23.2 37.5 39.3 0.0 　４０代 56 3.6 44.6 50.0 1.8
　５０代 27 25.9 33.3 37.0 3.7 　５０代 27 11.1 33.3 48.1 7.4
　６０代以上 15 33.3 40.0 26.7 0.0 　６０代以上 15 0.0 33.3 53.3 13.3

 （％）  （％）
全体 全体

性別
男性

性別
男性

女性 女性

６０代以上 ６０代以上

性別
×

年代

男性計

性別
×

年代

男性計

女性計 女性計

年代

２０代

年代

２０代
３０代 ３０代
４０代 ４０代
５０代 ５０代
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（4） 家庭内での役割について 

家庭内での役割について、主に誰が行うのがよいと感じるかについて10項目についてたずねた。 

いずれの項目も「男女が協力」と回答した割合が最も高くなっている。 

次いで、「生活費を稼ぐ」「夫の両親の介護」「自治会などの地域活動」で、「主に男性」が高くなっている

（「生活費を稼ぐ」39.3％、「夫の両親の介護」10.8％、「自治会などの地域活動」8.0％）。 

また、「家計の管理」「家事一般」、「子の世話」、「子の学校活動」、「妻の両親の介護」では「主に女性」が

高くなっている（「家計の管理」26.3％、「家事一般」23.8％、「子の世話」15.8％、「子の学校活動」14.0％、

「妻の両親の介護」18.0％）。 

また、両親の介護では、夫の両親、妻の両親ともに「外部サービスを利用」が１割程度となっている（「妻

の両親の介護」10.3％、「夫の両親の介護」9.5％）。 

 
□ Q6. 家庭内での次の役割について、主に誰が行うのがよいと感じますか。 [SA] 
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0.0

0.0
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自治会などの地域活動

主に女性 男女が協力 主に男性 外部サービスを利用 その他 無回答
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○「生活費を稼ぐ」 

性別では、「主に男性」と回答している割合は男性（42.5％）が女性（35.1％）より高く、「男女が協

力」では女性（63.2％）が男性（54.0％）より高くなっている。 

年代別では、「男女が協力」で 20代が 71.0％と他の年代より高く、「主に男性」で 20代が 25.8％と

他の年代より低くなっている。 

○「家計の管理」 

性別では、「主に女性」と回答している割合は女性（31.0％）が男性（22.6％）より高くなっている。 

年代別では、大きな差は見られない。 

 

○「家庭内の意思決定」 

性別・年代別では、大きな差は見られない。 

○「家事一般」 

性別では、「男女が協力」と回答している割合は女性（78.2％）が男性（70.4％）より高くなってい

る。 

年代別では、「主に女性」で 60代以上（32.8％）が他の年代より高く、20代（16.1％）が低くなって

おり、また、高齢層ほど「主に女性」と回答している割合が高くなっている。 

 

 

生活費を稼ぐ 家計の管理

全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他 全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他

400 0.5 58.0 39.3 0.3 2.0 400 26.3 68.3 3.5 0.3 1.8
226 0.4 54.0 42.5 0.4 2.7 226 22.6 69.9 4.9 0.4 2.2
174 0.6 63.2 35.1 0.0 1.1 174 31.0 66.1 1.7 0.0 1.1
31 3.2 71.0 25.8 0.0 0.0 31 32.3 64.5 3.2 0.0 0.0
97 0.0 60.8 36.1 0.0 3.1 97 22.7 71.1 4.1 0.0 2.1

124 0.8 52.4 44.4 0.8 1.6 124 28.2 67.7 1.6 0.8 1.6
84 0.0 58.3 38.1 0.0 3.6 84 23.8 69.0 3.6 0.0 3.6
64 0.0 57.8 42.2 0.0 0.0 64 28.1 65.6 6.3 0.0 0.0

226 0.4 54.0 42.5 0.4 2.7 226 22.6 69.9 4.9 0.4 2.2
　２０代 5 20.0 40.0 40.0 0.0 0.0 　２０代 5 20.0 60.0 20.0 0.0 0.0
　３０代 47 0.0 59.6 34.0 0.0 6.4 　３０代 47 17.0 72.3 6.4 0.0 4.3
　４０代 68 0.0 54.4 42.6 1.5 1.5 　４０代 68 23.5 73.5 0.0 1.5 1.5
　５０代 57 0.0 54.4 42.1 0.0 3.5 　５０代 57 19.3 71.9 5.3 0.0 3.5
　６０代以上 49 0.0 49.0 51.0 0.0 0.0 　６０代以上 49 30.6 61.2 8.2 0.0 0.0

174 0.6 63.2 35.1 0.0 1.1 174 31.0 66.1 1.7 0.0 1.1
　２０代 26 0.0 76.9 23.1 0.0 0.0 　２０代 26 34.6 65.4 0.0 0.0 0.0
　３０代 50 0.0 62.0 38.0 0.0 0.0 　３０代 50 28.0 70.0 2.0 0.0 0.0
　４０代 56 1.8 50.0 46.4 0.0 1.8 　４０代 56 33.9 60.7 3.6 0.0 1.8
　５０代 27 0.0 66.7 29.6 0.0 3.7 　５０代 27 33.3 63.0 0.0 0.0 3.7
　６０代以上 15 0.0 86.7 13.3 0.0 0.0 　６０代以上 15 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0

男性計

女性計

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計

６０代以上

性別
×

年代

家庭内の意思決定 家事一般

全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他 全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他

400 1.0 90.8 6.0 0.3 2.0 400 23.8 73.8 0.3 0.3 2.0
226 0.4 89.4 7.1 0.4 2.7 226 26.5 70.4 0.4 0.4 2.2
174 1.7 92.5 4.6 0.0 1.1 174 20.1 78.2 0.0 0.0 1.7
31 0.0 90.3 6.5 3.2 0.0 31 16.1 77.4 3.2 3.2 0.0
97 1.0 92.8 4.1 0.0 2.1 97 19.6 78.4 0.0 0.0 2.1

124 1.6 91.1 5.6 0.0 1.6 124 23.4 74.2 0.0 0.0 2.4
84 0.0 91.7 4.8 0.0 3.6 84 25.0 71.4 0.0 0.0 3.6
64 1.6 85.9 10.9 0.0 1.6 64 32.8 67.2 0.0 0.0 0.0

226 0.4 89.4 7.1 0.4 2.7 226 26.5 70.4 0.4 0.4 2.2
　２０代 5 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 　２０代 5 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0
　３０代 47 0.0 93.6 2.1 0.0 4.3 　３０代 47 17.0 78.7 0.0 0.0 4.3
　４０代 68 0.0 92.6 5.9 0.0 1.5 　４０代 68 26.5 72.1 0.0 0.0 1.5
　５０代 57 0.0 91.2 5.3 0.0 3.5 　５０代 57 29.8 66.7 0.0 0.0 3.5
　６０代以上 49 2.0 81.6 14.3 0.0 2.0 　６０代以上 49 34.7 65.3 0.0 0.0 0.0

174 1.7 92.5 4.6 0.0 1.1 174 20.1 78.2 0.0 0.0 1.7
　２０代 26 0.0 96.2 3.8 0.0 0.0 　２０代 26 19.2 80.8 0.0 0.0 0.0
　３０代 50 2.0 92.0 6.0 0.0 0.0 　３０代 50 22.0 78.0 0.0 0.0 0.0
　４０代 56 3.6 89.3 5.4 0.0 1.8 　４０代 56 19.6 76.8 0.0 0.0 3.6
　５０代 27 0.0 92.6 3.7 0.0 3.7 　５０代 27 14.8 81.5 0.0 0.0 3.7
　６０代以上 15 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 15 26.7 73.3 0.0 0.0 0.0

性別
×

年代

男性計

女性計

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計

 （％）
全体
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○「子の世話」 

性別では、「主に女性」と回答している割合は男性（18.6％）が女性（12.1％）より高く、「男女が協

力」では女性（85.1％）が男性（77.0％）より高くなっている。 

年代別では、高齢層ほど「主に女性」と回答している割合が高くなる傾向にある。 

○「子と遊ぶ」 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別では、「主に男性」が 20代で 12.9％と他の年代より高くなっている。 

 

○「子の学校活動」 

性別では、「主に女性」と回答している割合は男性（16.8％）が女性（10.3％）より高く、「男女が協

力」では女性（87.4％）が男性（77.4％）より高くなっている。 

年代別では、大きな差はみられない。 

○「妻の両親の介護」 

性別・年代別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

子の世話 子と遊ぶ

全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他 全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他

400 15.8 80.5 0.3 0.8 2.8 400 2.5 93.0 2.0 0.3 2.3
226 18.6 77.0 0.4 0.9 3.1 226 3.1 91.6 2.2 0.4 2.7
174 12.1 85.1 0.0 0.6 2.3 174 1.7 94.8 1.7 0.0 1.7
31 9.7 83.9 3.2 3.2 0.0 31 3.2 83.9 12.9 0.0 0.0
97 8.2 86.6 0.0 2.1 3.1 97 2.1 93.8 1.0 1.0 2.1

124 15.3 81.5 0.0 0.0 3.2 124 2.4 94.4 0.8 0.0 2.4
84 22.6 72.6 0.0 0.0 4.8 84 2.4 90.5 2.4 0.0 4.8
64 21.9 78.1 0.0 0.0 0.0 64 3.1 96.9 0.0 0.0 0.0

226 18.6 77.0 0.4 0.9 3.1 226 3.1 91.6 2.2 0.4 2.7
　２０代 5 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0 　２０代 5 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0
　３０代 47 2.1 89.4 0.0 2.1 6.4 　３０代 47 2.1 91.5 0.0 2.1 4.3
　４０代 68 19.1 79.4 0.0 0.0 1.5 　４０代 68 2.9 94.1 1.5 0.0 1.5
　５０代 57 26.3 68.4 0.0 0.0 5.3 　５０代 57 3.5 87.7 3.5 0.0 5.3
　６０代以上 49 26.5 73.5 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 49 4.1 95.9 0.0 0.0 0.0

174 12.1 85.1 0.0 0.6 2.3 174 1.7 94.8 1.7 0.0 1.7
　２０代 26 11.5 88.5 0.0 0.0 0.0 　２０代 26 3.8 88.5 7.7 0.0 0.0
　３０代 50 14.0 84.0 0.0 2.0 0.0 　３０代 50 2.0 96.0 2.0 0.0 0.0
　４０代 56 10.7 83.9 0.0 0.0 5.4 　４０代 56 1.8 94.6 0.0 0.0 3.6
　５０代 27 14.8 81.5 0.0 0.0 3.7 　５０代 27 0.0 96.3 0.0 0.0 3.7
　６０代以上 15 6.7 93.3 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 15 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

女性計

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

子の学校活動 妻の両親の介護

全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他 全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他

400 14.0 81.8 0.8 1.3 2.3 400 18.0 68.3 0.5 10.3 3.0
226 16.8 77.4 1.3 1.8 2.7 226 15.9 69.5 0.4 9.7 4.4
174 10.3 87.4 0.0 0.6 1.7 174 20.7 66.7 0.6 10.9 1.1
31 12.9 80.6 0.0 6.5 0.0 31 19.4 74.2 0.0 6.5 0.0
97 11.3 82.5 2.1 2.1 2.1 97 11.3 70.1 1.0 14.4 3.1

124 11.3 85.5 0.0 0.8 2.4 124 21.0 69.4 0.8 5.6 3.2
84 20.2 73.8 1.2 0.0 4.8 84 25.0 60.7 0.0 8.3 6.0
64 15.6 84.4 0.0 0.0 0.0 64 12.5 70.3 0.0 17.2 0.0

226 16.8 77.4 1.3 1.8 2.7 226 15.9 69.5 0.4 9.7 4.4
　２０代 5 20.0 40.0 0.0 40.0 0.0 　２０代 5 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0
　３０代 47 10.6 76.6 4.3 4.3 4.3 　３０代 47 6.4 70.2 2.1 14.9 6.4
　４０代 68 14.7 83.8 0.0 0.0 1.5 　４０代 68 16.2 76.5 0.0 2.9 4.4
　５０代 57 22.8 70.2 1.8 0.0 5.3 　５０代 57 24.6 64.9 0.0 3.5 7.0
　６０代以上 49 18.4 81.6 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 49 16.3 65.3 0.0 18.4 0.0

174 10.3 87.4 0.0 0.6 1.7 174 20.7 66.7 0.6 10.9 1.1
　２０代 26 11.5 88.5 0.0 0.0 0.0 　２０代 26 23.1 76.9 0.0 0.0 0.0
　３０代 50 12.0 88.0 0.0 0.0 0.0 　３０代 50 16.0 70.0 0.0 14.0 0.0
　４０代 56 7.1 87.5 0.0 1.8 3.6 　４０代 56 26.8 60.7 1.8 8.9 1.8
　５０代 27 14.8 81.5 0.0 0.0 3.7 　５０代 27 25.9 51.9 0.0 18.5 3.7
　６０代以上 15 6.7 93.3 0.0 0.0 0.0 　６０代以上 15 0.0 86.7 0.0 13.3 0.0

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計
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○「夫の両親の介護」 

性別では、大きな差はみられない。 

年代別では、「男女が協力」で 20代（87.1％）が他の年代より高くなっている。 

○「自治会などの地域活動」 

性別・年代別では、大きな差はみられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夫の両親の介護 自治会などの地域活動

全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他 全  体
主に女

性
男女が
協力

主に男
性

外部
サービ
スを利

用

その他

400 4.0 72.5 10.8 9.5 3.3 400 2.5 82.0 8.0 2.8 4.8
226 5.3 72.6 9.3 8.4 4.4 226 2.7 80.5 8.4 3.5 4.9
174 2.3 72.4 12.6 10.9 1.7 174 2.3 83.9 7.5 1.7 4.6
31 0.0 87.1 12.9 0.0 0.0 31 9.7 74.2 12.9 3.2 0.0
97 2.1 73.2 8.2 13.4 3.1 97 0.0 86.6 6.2 1.0 6.2

124 1.6 74.2 14.5 6.5 3.2 124 2.4 78.2 8.1 5.6 5.6
84 8.3 64.3 13.1 7.1 7.1 84 2.4 82.1 9.5 1.2 4.8
64 7.8 71.9 3.1 17.2 0.0 64 3.1 85.9 6.3 1.6 3.1

226 5.3 72.6 9.3 8.4 4.4 226 2.7 80.5 8.4 3.5 4.9
　２０代 5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 　２０代 5 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0
　３０代 47 2.1 70.2 8.5 12.8 6.4 　３０代 47 0.0 80.9 6.4 2.1 10.6
　４０代 68 1.5 79.4 11.8 2.9 4.4 　４０代 68 2.9 80.9 7.4 5.9 2.9
　５０代 57 8.8 68.4 12.3 3.5 7.0 　５０代 57 3.5 80.7 8.8 1.8 5.3
　６０代以上 49 10.2 67.3 4.1 18.4 0.0 　６０代以上 49 4.1 83.7 8.2 2.0 2.0

174 2.3 72.4 12.6 10.9 1.7 174 2.3 83.9 7.5 1.7 4.6

　２０代 26 0.0 84.6 15.4 0.0 0.0 　２０代 26 11.5 80.8 7.7 0.0 0.0
　３０代 50 2.0 76.0 8.0 14.0 0.0 　３０代 50 0.0 92.0 6.0 0.0 2.0
　４０代 56 1.8 67.9 17.9 10.7 1.8 　４０代 56 1.8 75.0 8.9 5.4 8.9
　５０代 27 7.4 55.6 14.8 14.8 7.4 　５０代 27 0.0 85.2 11.1 0.0 3.7
　６０代以上 15 0.0 86.7 0.0 13.3 0.0 　６０代以上 15 0.0 93.3 0.0 0.0 6.7

性別
×

年代

男性計

女性計

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

 （％）
全体

性別
男性
女性

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上

性別
×

年代

男性計

女性計
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（5） 出産を機に離職する女性が多いことについての理由 

出産を機に離職する女性が多いことについての理由については、「保育施設や保育体制が不十分で両立が

難しいから」の割合が 52.0％と最も高く、次いで「職場に結婚・出産した女性が働きにくい雰囲気や慣行

があるから」（39.8％）、「仕事より育児に重要性を感じたから」（23.8％）の順となっている。 

 

□ Q7. 出産を機に離職する女性が多いことについて、その理由はなんだと思いますか。[MA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=400 

52.0

39.8

23.8

19.3

11.0

10.3

4.5

1.8

4.0

4.8

0.0

0% 20% 40% 60%

保育施設や保育体制が不十分で両立が難しいから

職場に結婚・出産した女性が働きにくい雰囲気や慣行があるから

仕事より育児に重要性を感じたから

夫や家族の理解、協力を得ることが難しいから

専業主婦を希望し、出産をきっかけに仕事をやめようと考えていたから

仕事の内容や賃金等に、育児と両立して続けるだけの魅力がないから

夫の収入等があり仕事を続ける必要がないから

その他

特にない

わからない

無回答
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性別では、「専業主婦を希望し、出産をきっかけに仕事をやめようと考えていたから」で男性（14.2％）

が女性（6.9％）より高くなっている。 

「保育施設や保育体制が不十分で両立が難しいから」では、女性（58.6％）が男性（46.9％）より高く、

「夫や家族の理解、協力を得ることが難しいから」でも女性（24.1％）が男性（15.5％）より高くなっ

ている。  

年代別では、「保育施設や保育体制が不十分で両立が難しいから」で 20代（64.5％）、60代以上（62.5％）

が他の年代より高く、「職場に結婚・出産した女性が働きにくい雰囲気や慣行があるから」では 30 代

（48.5％）が他の年代より高くなっている。  

「仕事より育児に重要性を感じたから」については、20代（9.7％）は低く、60代以上（29.7％）は

他の年代より高くなっており、「仕事より育児に重要性を感じたから」と回答している割合は高齢層ほ

ど高くなる傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出産を機に離職する女性が多いことについての理由（２ＬＡ）

全  体

保育施設
や保育体
制が不十
分で両立

が難しいか
ら

職場に結
婚・出産し
た女性が
働きにくい
雰囲気や

慣行がある
から

仕事より育
児に重要
性を感じた

から

夫や家族
の理解、協
力を得るこ
とが難しい

から

専業主婦を
希望し、出
産をきっか
けに仕事を
やめようと
考えていた

から

仕事の内
容や賃金
等に、育児
と両立して
続けるだけ
の魅力が
ないから

夫の収入
等があり仕
事を続ける
必要がな
いから

その他 特にない わからない

400 52.0 39.8 23.8 19.3 11.0 10.3 4.5 1.8 4.0 4.8
226 46.9 38.5 26.1 15.5 14.2 8.4 5.8 1.3 5.8 5.8
174 58.6 41.4 20.7 24.1 6.9 12.6 2.9 2.3 1.7 3.4
31 64.5 35.5 9.7 22.6 9.7 19.4 6.5 0.0 0.0 6.5
97 59.8 48.5 22.7 10.3 7.2 8.2 1.0 2.1 1.0 5.2

124 36.3 35.5 27.4 22.6 13.7 12.9 7.3 3.2 4.8 8.1
84 53.6 41.7 20.2 16.7 11.9 11.9 0.0 1.2 8.3 2.4
64 62.5 34.4 29.7 28.1 10.9 1.6 9.4 0.0 3.1 0.0

226 46.9 38.5 26.1 15.5 14.2 8.4 5.8 1.3 5.8 5.8
　２０代 5 40.0 40.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0
　３０代 47 57.4 44.7 19.1 6.4 12.8 6.4 0.0 2.1 2.1 8.5
　４０代 68 27.9 33.8 30.9 16.2 16.2 13.2 10.3 2.9 7.4 8.8
　５０代 57 49.1 42.1 21.1 15.8 14.0 10.5 0.0 0.0 8.8 3.5
　６０代以上 49 61.2 34.7 34.7 22.4 14.3 0.0 10.2 0.0 4.1 0.0

174 58.6 41.4 20.7 24.1 6.9 12.6 2.9 2.3 1.7 3.4
　２０代 26 69.2 34.6 11.5 23.1 11.5 19.2 3.8 0.0 0.0 3.8
　３０代 50 62.0 52.0 26.0 14.0 2.0 10.0 2.0 2.0 0.0 2.0
　４０代 56 46.4 37.5 23.2 30.4 10.7 12.5 3.6 3.6 1.8 7.1
　５０代 27 63.0 40.7 18.5 18.5 7.4 14.8 0.0 3.7 7.4 0.0
　６０代以上 15 66.7 33.3 13.3 46.7 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0

性別
×

年代

男性計

女性計

 （％）
全体

性別
男性
女性

年代

２０代
３０代
４０代
５０代
６０代以上


