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Ⅰ．調査の概要 
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（１）目 的 

宮代町男女共同参画プラン（第３次）の策定にあたり、今後の施策を検討するための基礎

資料とすることを目的に実施しました。 

 

（２）調査期間 

令和 2年 11月 24日（火）～ 令和 2年 12月 15日（火） 

 

（３）調査対象者 

町内在住の 18歳以上の方 800人を住民基本台帳から無作為に抽出。 

 

（４）配布数及び回収数 

配布数 回収数 回収率 

800件 416件 52.0％ 

 

（５）調査項目 

■男女平等に関する意識について ■男女共同参画を推進するための取組について 

■家庭生活・子育てについて ■防災・災害に関する対策について 

■男女の就業・仕事について ■性的マイノリティについて 

■女性の社会参画について     ■町の施策について 

■男女間における暴力について ■あなたご自身について 

■健康について 

 

（６）報告書の見方 

・本報告書では、回答すべき箇所が回答されていないものは「無回答」として扱います。 

・本報告書では、回答する必要のない箇所及び回答すべき箇所でないところを回答している

場合は「非該当」として扱います。 

・設問の構成比は、回答者数（該当設問での該当者数）を基数として百分率（％）で示して

います。したがって、非該当者数は、構成比に含まれません。 

・比率は全て百分率（％）で表し、小数点以下第二位を四捨五入し算出しているため合計が

100％にならない場合があります。 

・複数回答については、回答者数を基数として百分率（％）で示しています。したがって、

合計値は 100％にならない場合もあります。 

・基数となる実数はｎとして掲載し、各グラフの比率はｎを母数とした割合を示しています。 

・本報告書では、回答合計の表記を単一（○は一つ）回答は「合計」、複数（○はいくつでも）

回答は「回答者数」としています。非該当処理が含まれる設問は「回答者数」と表記して

います。 

・3％未満の回答については、グラフでの数値記載は省略させていただきます。 
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Ⅱ．男女共同参画調査結果 

（一般） 
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男女平等に関する意識について 
 

 

問１ あなたは、現在、男女の地位は平等になっていると思いますか。次の①～⑧のそれぞ
れについてあなたの考えに近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに〇） 

 

「学校生活で」「学校教育の場で」は、「平等になっている」が最も多いですが、「職場で」

「政治の場で」「社会通念や風潮（習慣・しきたり）などで」「法律や制度の上で」「社会全体の

中で」は、「平等になっていない」が最も多くなっています。 

「平等になっている」を、埼玉県が実施した「令和 2年度 男女共同参画に関する意識・実

態調査」（以下、「県意識調査」という。）と比較をすると、「学校教育の場で」は県意識調査よ

り 3.3ポイント高くなっていますが、「職場で」は 3.3ポイント、「社会全体の中で」は 2.1ポ

イント低くなっています。 

 

課 題 
「学校生活で」「学校教育の場で」は、男女平等の意識が進んでいますが、職場や社会全体で

みると、不平等と感じている方が多い状況から、学校教育だけではなく、職場や社会全体で、

さらなる意識啓発が必要です。 
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【①学校生活で】 

学校生活で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっている」が 38.0％

と最も多く、次いで「わからない」が 30.3％、「どちらともいえない」が 17.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.0%

37.7%

37.9%

71.4%

42.0%

36.0%

41.0%

40.4%

32.1%

36.4%

33.3%

8.4%

6.0%

11.6%

12.0%

9.3%

7.7%

6.4%

10.7%

9.1%

17.1%

18.6%

15.3%

28.6%

14.0%

22.7%

20.5%

12.8%

12.5%

10.9%

23.1%

30.3%

30.7%

30.5%

30.0%

29.3%

28.2%

36.2%

42.9%

27.3%

23.1%

6.3%

7.0%

4.7%

4.3%

16.4%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 158 35 71 126 26 416

女性 81 13 40 66 15 215

男性 72 22 29 58 9 190

無回答 5 0 2 2 2 11

18～19歳 5 0 2 0 0 7

20～29歳 21 6 7 15 1 50

30～39歳 27 7 17 22 2 75

40～49歳 32 6 16 22 2 78

50～59歳 19 3 6 17 2 47

60～69歳 18 6 7 24 1 56

70～79歳 20 5 6 15 9 55

80歳以上 13 1 9 9 7 39

無回答 3 1 1 2 2 9

全体（n=416） 38.0% 8.4% 17.1% 30.3% 6.3% 100.0%

女性（n=215） 37.7% 6.0% 18.6% 30.7% 7.0% 100.0%

男性（n=190） 37.9% 11.6% 15.3% 30.5% 4.7% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 0.0% 18.2% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 42.0% 12.0% 14.0% 30.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 36.0% 9.3% 22.7% 29.3% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 41.0% 7.7% 20.5% 28.2% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 40.4% 6.4% 12.8% 36.2% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 32.1% 10.7% 12.5% 42.9% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 36.4% 9.1% 10.9% 27.3% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 33.3% 2.6% 23.1% 23.1% 17.9% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 11.1% 11.1% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②学校教育の場で】 

学校教育の場で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっている」が

34.1％と最も多く、次いで「わからない」が 29.3％、「どちらともいえない」が 16.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.1%

32.6%

36.3%

85.7%

36.0%

28.0%

41.0%

31.9%

28.6%

32.7%

33.3%

14.4%

12.6%

16.8%

16.0%

20.0%

9.0%

14.9%

17.9%

16.4%

7.7%

16.3%

17.2%

15.3%

14.3%

12.0%

22.7%

17.9%

19.1%

10.7%

14.5%

17.9%

29.3%

31.6%

26.8%

34.0%

26.7%

29.5%

29.8%

41.1%

21.8%

25.6%

5.8%

6.0%

4.7%

4.3%

14.5%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 142 60 68 122 24 416

女性 70 27 37 68 13 215

男性 69 32 29 51 9 190

無回答 3 1 2 3 2 11

18～19歳 6 0 1 0 0 7

20～29歳 18 8 6 17 1 50

30～39歳 21 15 17 20 2 75

40～49歳 32 7 14 23 2 78

50～59歳 15 7 9 14 2 47

60～69歳 16 10 6 23 1 56

70～79歳 18 9 8 12 8 55

80歳以上 13 3 7 10 6 39

無回答 3 1 0 3 2 9

全体（n=416） 34.1% 14.4% 16.3% 29.3% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 32.6% 12.6% 17.2% 31.6% 6.0% 100.0%

男性（n=190） 36.3% 16.8% 15.3% 26.8% 4.7% 100.0%

無回答（n=11） 27.3% 9.1% 18.2% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 36.0% 16.0% 12.0% 34.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 28.0% 20.0% 22.7% 26.7% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 41.0% 9.0% 17.9% 29.5% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 31.9% 14.9% 19.1% 29.8% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 28.6% 17.9% 10.7% 41.1% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 32.7% 16.4% 14.5% 21.8% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 33.3% 7.7% 17.9% 25.6% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③職場で】 

職場で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっていない」が 41.6％と

最も多く、次いで「どちらともいえない」が 29.8％、「平等になっている」が 15.1％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答

15.1%

14.9%

16.3%

14.3%

30.0%

13.3%

16.7%

14.9%

14.3%

9.1%

10.3%

41.6%

38.6%

45.8%

14.3%

38.0%

56.0%

38.5%

48.9%

30.4%

47.3%

28.2%

29.8%

33.0%

26.3%

28.6%

20.0%

26.7%

41.0%

29.8%

42.9%

18.2%

28.2%

8.2%

7.0%

8.4%

42.9%

10.0%

6.4%

8.9%

10.9%

17.9%

5.3%

6.5%

3.2%

3.6%

14.5%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 63 173 124 34 22 416

女性 32 83 71 15 14 215

男性 31 87 50 16 6 190

無回答 0 3 3 3 2 11

18～19歳 1 1 2 3 0 7

20～29歳 15 19 10 5 1 50

30～39歳 10 42 20 1 2 75

40～49歳 13 30 32 2 1 78

50～59歳 7 23 14 3 0 47

60～69歳 8 17 24 5 2 56

70～79歳 5 26 10 6 8 55

80歳以上 4 11 11 7 6 39

無回答 0 4 1 2 2 9

全体（n=416） 15.1% 41.6% 29.8% 8.2% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 14.9% 38.6% 33.0% 7.0% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 16.3% 45.8% 26.3% 8.4% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 27.3% 27.3% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 14.3% 28.6% 42.9% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 30.0% 38.0% 20.0% 10.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 13.3% 56.0% 26.7% 1.3% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 16.7% 38.5% 41.0% 2.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 14.9% 48.9% 29.8% 6.4% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 14.3% 30.4% 42.9% 8.9% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 9.1% 47.3% 18.2% 10.9% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 28.2% 28.2% 17.9% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 44.4% 11.1% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④政治の場で】 

政治の場で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっていない」が 57.2％

と最も多く、次いで「どちらともいえない」が 20.4％、「わからない」が 10.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2%

12.6%

6.0%

10.7%

9.0%

6.4%

3.6%

5.5%

10.3%

57.2%

61.4%

54.2%

42.9%

62.0%

65.3%

57.7%

63.8%

69.6%

50.9%

28.2%

20.4%

20.5%

20.5%

28.6%

14.0%

14.7%

24.4%

21.3%

17.9%

21.8%

33.3%

10.1%

10.2%

8.9%

28.6%

18.0%

6.7%

7.7%

8.5%

7.1%

9.1%

12.8%

5.0%

5.1%

3.7%

12.7%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 30 238 85 42 21 416

女性 6 132 44 22 11 215

男性 24 103 39 17 7 190

無回答 0 3 2 3 3 11

18～19歳 0 3 2 2 0 7

20～29歳 3 31 7 9 0 50

30～39歳 8 49 11 5 2 75

40～49歳 7 45 19 6 1 78

50～59歳 3 30 10 4 0 47

60～69歳 2 39 10 4 1 56

70～79歳 3 28 12 5 7 55

80歳以上 4 11 13 5 6 39

無回答 0 2 1 2 4 9

全体（n=416） 7.2% 57.2% 20.4% 10.1% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 2.8% 61.4% 20.5% 10.2% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 12.6% 54.2% 20.5% 8.9% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 27.3% 18.2% 27.3% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 6.0% 62.0% 14.0% 18.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 10.7% 65.3% 14.7% 6.7% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 9.0% 57.7% 24.4% 7.7% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 6.4% 63.8% 21.3% 8.5% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 69.6% 17.9% 7.1% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 50.9% 21.8% 9.1% 12.7% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 28.2% 33.3% 12.8% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 22.2% 11.1% 22.2% 44.4% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤自治会等の地域活動の場で】 

自治会等の地域活動の場で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「どちらともい

えない」が 32.0％と最も多く、次いで「平等になっていない」が 27.4％、「わからない」が

19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答

17.1%

14.0%

21.6%

14.3%

20.0%

12.0%

12.8%

12.8%

19.6%

25.5%

25.6%

27.4%

26.5%

28.9%

14.3%

24.0%

29.3%

34.6%

34.0%

32.1%

21.8%

12.8%

32.0%

34.4%

28.9%

28.6%

18.0%

33.3%

30.8%

36.2%

41.1%

30.9%

35.9%

19.5%

20.9%

17.9%

42.9%

38.0%

24.0%

20.5%

17.0%

7.1%

9.1%

12.8%

4.1%

4.2%

12.7%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 71 114 133 81 17 416

女性 30 57 74 45 9 215

男性 41 55 55 34 5 190

無回答 0 2 4 2 3 11

18～19歳 1 1 2 3 0 7

20～29歳 10 12 9 19 0 50

30～39歳 9 22 25 18 1 75

40～49歳 10 27 24 16 1 78

50～59歳 6 16 17 8 0 47

60～69歳 11 18 23 4 0 56

70～79歳 14 12 17 5 7 55

80歳以上 10 5 14 5 5 39

無回答 0 1 2 3 3 9

全体（n=416） 17.1% 27.4% 32.0% 19.5% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 14.0% 26.5% 34.4% 20.9% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 21.6% 28.9% 28.9% 17.9% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 18.2% 36.4% 18.2% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 14.3% 28.6% 42.9% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 20.0% 24.0% 18.0% 38.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 29.3% 33.3% 24.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 12.8% 34.6% 30.8% 20.5% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 12.8% 34.0% 36.2% 17.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 19.6% 32.1% 41.1% 7.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 25.5% 21.8% 30.9% 9.1% 12.7% 100.0%

80歳以上（n=39） 25.6% 12.8% 35.9% 12.8% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 22.2% 33.3% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥社会通念や風潮（習慣・しきたり）などで】 

社会通念や風潮（習慣・しきたり）などで、男女の地位は平等になっていると思うかでは、

「平等になっていない」が 59.4％と最も多く、次いで「どちらともいえない」が 22.8％、「わ

からない」が 6.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.0%

10.5%

14.3%

14.0%

4.0%

6.4%

4.3%

5.4%

3.6%

5.1%

59.4%

60.0%

60.5%

28.6%

60.0%

65.3%

65.4%

55.3%

67.9%

54.5%

46.2%

22.8%

25.1%

20.0%

14.3%

16.0%

24.0%

21.8%

34.0%

25.0%

20.0%

23.1%

6.7%

7.0%

5.3%

42.9%

10.0%

5.3%

3.8%

4.3%

5.5%

10.3%

5.0%

5.6%

3.7%

16.4%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 25 247 95 28 21 416

女性 5 129 54 15 12 215

男性 20 115 38 10 7 190

無回答 0 3 3 3 2 11

18～19歳 1 2 1 3 0 7

20～29歳 7 30 8 5 0 50

30～39歳 3 49 18 4 1 75

40～49歳 5 51 17 3 2 78

50～59歳 2 26 16 2 1 47

60～69歳 3 38 14 1 0 56

70～79歳 2 30 11 3 9 55

80歳以上 2 18 9 4 6 39

無回答 0 3 1 3 2 9

全体（n=416） 6.0% 59.4% 22.8% 6.7% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 2.3% 60.0% 25.1% 7.0% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 10.5% 60.5% 20.0% 5.3% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 27.3% 27.3% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 28.6% 14.3% 42.9% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 14.0% 60.0% 16.0% 10.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 4.0% 65.3% 24.0% 5.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 6.4% 65.4% 21.8% 3.8% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 4.3% 55.3% 34.0% 4.3% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 67.9% 25.0% 1.8% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 54.5% 20.0% 5.5% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 46.2% 23.1% 10.3% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 33.3% 11.1% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦法律や制度の上で】 

法律や制度の上で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっていない」

が 34.6％と最も多く、次いで「どちらともいえない」が 30.0％、「平等になっている」が 18.3％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答

18.3%

7.9%

30.0%

57.1%

26.0%

12.0%

11.5%

29.8%

14.3%

20.0%

17.9%

34.6%

41.4%

28.4%

44.0%

40.0%

37.2%

29.8%

42.9%

32.7%

15.4%

30.0%

30.2%

28.9%

42.9%

18.0%

34.7%

33.3%

27.7%

33.9%

20.0%

38.5%

12.5%

15.8%

8.9%

12.0%

12.0%

15.4%

12.8%

8.9%

10.9%

15.4%

4.6%

4.7%

3.7%

16.4%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 76 144 125 52 19 416

女性 17 89 65 34 10 215

男性 57 54 55 17 7 190

無回答 2 1 5 1 2 11

18～19歳 4 0 3 0 0 7

20～29歳 13 22 9 6 0 50

30～39歳 9 30 26 9 1 75

40～49歳 9 29 26 12 2 78

50～59歳 14 14 13 6 0 47

60～69歳 8 24 19 5 0 56

70～79歳 11 18 11 6 9 55

80歳以上 7 6 15 6 5 39

無回答 1 1 3 2 2 9

全体（n=416） 18.3% 34.6% 30.0% 12.5% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 7.9% 41.4% 30.2% 15.8% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 30.0% 28.4% 28.9% 8.9% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 9.1% 45.5% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 26.0% 44.0% 18.0% 12.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 40.0% 34.7% 12.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 11.5% 37.2% 33.3% 15.4% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 29.8% 29.8% 27.7% 12.8% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 14.3% 42.9% 33.9% 8.9% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 20.0% 32.7% 20.0% 10.9% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 15.4% 38.5% 15.4% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 33.3% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑧社会全体の中で】 

社会全体の中で、男女の地位は平等になっていると思うかでは、「平等になっていない」が

52.6％と最も多く、次いで「どちらともいえない」が 32.2％、「わからない」が 6.0％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.0%

8.9%

10.0%
4.0%

6.4%

5.4%

5.5%

5.1%

52.6%

55.3%

51.6%

42.9%

54.0%

61.3%

61.5%

48.9%

58.9%

47.3%

30.8%

32.2%

31.2%

32.6%

28.6%

32.0%

28.0%

30.8%

38.3%

35.7%

27.3%

35.9%

6.0%

7.0%

4.2%

28.6%
4.0%

5.3%

3.8%

6.4%

7.3%

12.8%

4.1%

4.7%

12.7%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

平等になっている 平等になっていない どちらともいえない わからない 無回答
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平等になっ
ている

平等になっ
ていない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 21 219 134 25 17 416

女性 4 119 67 15 10 215

男性 17 98 62 8 5 190

無回答 0 2 5 2 2 11

18～19歳 0 3 2 2 0 7

20～29歳 5 27 16 2 0 50

30～39歳 3 46 21 4 1 75

40～49歳 2 48 24 3 1 78

50～59歳 3 23 18 3 0 47

60～69歳 3 33 20 0 0 56

70～79歳 3 26 15 4 7 55

80歳以上 2 12 14 5 6 39

無回答 0 1 4 2 2 9

全体（n=416） 5.0% 52.6% 32.2% 6.0% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 1.9% 55.3% 31.2% 7.0% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 8.9% 51.6% 32.6% 4.2% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 18.2% 45.5% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 42.9% 28.6% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 10.0% 54.0% 32.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 4.0% 61.3% 28.0% 5.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 2.6% 61.5% 30.8% 3.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 6.4% 48.9% 38.3% 6.4% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 58.9% 35.7% 0.0% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 47.3% 27.3% 7.3% 12.7% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 30.8% 35.9% 12.8% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 44.4% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問２ 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方がありますが、あなたはこの考えに同感し
ますか。（１つだけに〇） 

 

「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に同感するかでは、「同感しない」が 60.8％と最

も多く、次いで「どちらともいえない」が 20.9％、「同感する」が 8.9％となっています。 

同感する理由については、「個人的にそうありたいと思う」が 32.4％と最も多く、次いで「子

どもの成長にとって良いと思う」が 29.7％、「性別で役割分担をした方が効率が良いと思う」

が 24.3％となっています。同感しない理由については、「男女ともに仕事と家庭に関わる方が、

各個人、家庭にとって良いと思う」が 45.8％と最も多く、次いで「一方的な考え方を押しつ

けるのは良くないと思う」が 19.8％、「女性が家庭のみでしか活躍できないことは、社会にと

って損失だと思う」が 14.6％となっています。 

内閣府が実施した「令和元年度男女共同参画社会に関する世論調査」では、「夫は外で働き、

妻は家庭を守るべきである」という質問で、「賛成」が 35.0％「反対」が 59.8％と、約 6割

が反対と回答しており、過去最多となっています。 

 

課 題 
 「同感しない」の回答が 6 割を超えている一方、「同感する」が、全体で 8.9％、年代別で

みると、60～69歳では 16.1％、80歳以上においては、20.5％という結果もでています。性

別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる社会の実現には、社会全体の理解が

必要でもあることから、全ての世代へ意識啓発事業を引き続き推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同感する 同感しない どちらともいえない わからない 無回答

8.9%

4.2%

14.2%

4.0%

8.0%

5.1%

4.3%

16.1%

7.3%

20.5%

60.8%

61.4%

61.6%

71.4%

82.0%

64.0%

66.7%

66.0%

58.9%

50.9%

30.8%

20.9%

23.7%

17.4%

14.3%

8.0%

25.3%

20.5%

23.4%

19.6%

27.3%

23.1%

14.3%

5.5%

7.7%

7.0%

8.4%

4.2%

4.0%

6.4%

4.3%

5.4%

9.1%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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同感する 同感しない

どちらとも
いえない

わからない 無回答 回答者数

全体 37 253 87 10 29 416

女性 9 132 51 5 18 215

男性 27 117 33 5 8 190

無回答 1 4 3 0 3 11

18～19歳 0 5 1 1 0 7

20～29歳 2 41 4 1 2 50

30～39歳 6 48 19 0 2 75

40～49歳 4 52 16 1 5 78

50～59歳 2 31 11 1 2 47

60～69歳 9 33 11 0 3 56

70～79歳 4 28 15 3 5 55

80歳以上 8 12 9 3 7 39

無回答 2 3 1 0 3 9

全体（n=416） 8.9% 60.8% 20.9% 2.4% 7.0% 100.0%

女性（n=215） 4.2% 61.4% 23.7% 2.3% 8.4% 100.0%

男性（n=190） 14.2% 61.6% 17.4% 2.6% 4.2% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 36.4% 27.3% 0.0% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 4.0% 82.0% 8.0% 2.0% 4.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 8.0% 64.0% 25.3% 0.0% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 5.1% 66.7% 20.5% 1.3% 6.4% 100.0%

50～59歳（n=47） 4.3% 66.0% 23.4% 2.1% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 16.1% 58.9% 19.6% 0.0% 5.4% 100.0%

70～79歳（n=55） 7.3% 50.9% 27.3% 5.5% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 30.8% 23.1% 7.7% 17.9% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問２で、「１．同感する」を回答した方にお聞きしました 

問２-1 同感する理由を教えてください。（１つだけに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.1%

11.1%

7.4%

25.0%

11.1%

25.0%

24.3%

22.2%

22.2%

33.3%

22.2%

50.0%

29.7%

22.2%

33.3%

16.7%

50.0%

100.0%

44.4%

25.0%

12.5%

32.4%

44.4%

29.6%

100.0%

33.3%

25.0%

22.2%

50.0%

25.0%

5.4%

7.4%

16.7%

12.5%

全体（n=37）

【性別】

女性（n=9）

男性（n=27）

【年齢別】

18～19歳（n=0）

20～29歳（n=2）

30～39歳（n=6）

40～49歳（n=4）

50～59歳（n=2）

60～69歳（n=9）

70～79歳（n=4）

80歳以上（n=8）

日本の伝統・美徳
だと思う

性別で役割分担を
した方が効率が良
いと思う

子どもの成長に
とって良いと思う

個人的にそうあり
たいと思う

理由を考えたこと
はない

その他 無回答
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  日本の伝
統・美徳だと

思う

性別で役割
分担をした
方が効率が
良いと思う

子どもの成
長にとって
良いと思う

個人的にそ
うありたいと

思う

理由を考え
たことはない

その他 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 3 9 11 12 0 2 0 37 379 416

女性 1 2 2 4 0 0 0 9 206 215

男性 2 6 9 8 0 2 0 27 163 190

無回答 0 1 0 0 0 0 0 1 10 11

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7

20～29歳 0 0 0 2 0 0 0 2 48 50

30～39歳 0 2 1 2 0 1 0 6 69 75

40～49歳 1 0 2 1 0 0 0 4 74 78

50～59歳 0 0 2 0 0 0 0 2 45 47

60～69歳 1 2 4 2 0 0 0 9 47 56

70～79歳 1 0 1 2 0 0 0 4 51 55

80歳以上 0 4 1 2 0 1 0 8 31 39

無回答 0 1 0 1 0 0 0 2 7 9

全体（n=37） 8.1% 24.3% 29.7% 32.4% 0.0% 5.4% 0.0%

女性（n=9） 11.1% 22.2% 22.2% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0%

男性（n=27） 7.4% 22.2% 33.3% 29.6% 0.0% 7.4% 0.0%

無回答（n=1） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18～19歳（n=0） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=2） 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30～39歳（n=6） 0.0% 33.3% 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 0.0%

40～49歳（n=4） 25.0% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

50～59歳（n=2） 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

60～69歳（n=9） 11.1% 22.2% 44.4% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0%

70～79歳（n=4） 25.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

80歳以上（n=8） 0.0% 50.0% 12.5% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0%

無回答（n=2） 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問２で、「２．同感しない」を回答した方にお聞きしました 

問２-２ 同感しない理由を教えてください。（１つだけに○） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男女平等に反する
と思う

女性が家庭のみで
しか活躍できない
ことは、社会にとっ
て損失だと思う

男女ともに仕事と
家庭に関わる方
が、各個人、家庭
にとって良いと思う

少子高齢化により
労働力が減少し、
女性も仕事をする
必要があると思う

一方的な考え方を
押しつけるのは良
くないと思う

理由を考えたこと
はない

その他 無回答

10.7%

12.1%

9.4%

20.0%

9.8%

8.3%

11.5%

16.1%

18.2%

3.6%

14.6%

15.2%

12.8%

20.0%

12.2%

10.4%

15.4%

9.7%

27.3%

10.7%

16.7%

45.8%

47.0%

45.3%

40.0%

48.8%

43.8%

40.4%

51.6%

42.4%

60.7%

41.7%

3.2%

3.8%

4.9%

3.2%

10.7%

19.8%

18.2%

21.4%

20.0%

14.6%

29.2%

30.8%

12.9%

6.1%

3.6%

33.3%

3.0%

4.7%

7.7%

9.8%

6.3%

6.5%

8.3%

全体（n=253）

【性別】

女性（n=132）

男性（n=117）

【年齢別】

18～19歳（n=5）

20～29歳（n=41）

30～39歳（n=48）

40～49歳（n=52）

50～59歳（n=31）

60～69歳（n=33）

70～79歳（n=28）

80歳以上（n=12）
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男女平等に
反すると思う

女性が家庭
のみでしか活
躍できないこ
とは、社会に
とって損失だ
と思う

男女ともに仕
事と家庭に関
わる方が、各
個人、家庭に
とって良いと

思う

少子高齢化
により労働力
が減少し、女
性も仕事をす
る必要がある

と思う

一方的な考え
方を押しつけ
るのは良くな
いと思う

理由を考えた
ことはない

その他 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 27 37 116 8 50 1 12 2 253 163 416

女性 16 20 62 5 24 1 3 1 132 83 215

男性 11 15 53 3 25 0 9 1 117 73 190

無回答 0 2 1 0 1 0 0 0 4 7 11

18～19歳 1 1 2 0 1 0 0 0 5 2 7

20～29歳 4 5 20 2 6 0 4 0 41 9 50

30～39歳 4 5 21 1 14 0 3 0 48 27 75

40～49歳 6 8 21 1 16 0 0 0 52 26 78

50～59歳 5 3 16 1 4 0 2 0 31 16 47

60～69歳 6 9 14 0 2 1 1 0 33 23 56

70～79歳 1 3 17 3 1 0 2 1 28 27 55

80歳以上 0 2 5 0 4 0 0 1 12 27 39

無回答 0 1 0 0 2 0 0 0 3 6 9

全体（n=253） 10.7% 14.6% 45.8% 3.2% 19.8% 0.4% 4.7% 0.8%

女性（n=132） 12.1% 15.2% 47.0% 3.8% 18.2% 0.8% 2.3% 0.8%

男性（n=117） 9.4% 12.8% 45.3% 2.6% 21.4% 0.0% 7.7% 0.9%

無回答（n=4） 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18～19歳（n=5） 20.0% 20.0% 40.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=41） 9.8% 12.2% 48.8% 4.9% 14.6% 0.0% 9.8% 0.0%

30～39歳（n=48） 8.3% 10.4% 43.8% 2.1% 29.2% 0.0% 6.3% 0.0%

40～49歳（n=52） 11.5% 15.4% 40.4% 1.9% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0%

50～59歳（n=31） 16.1% 9.7% 51.6% 3.2% 12.9% 0.0% 6.5% 0.0%

60～69歳（n=33） 18.2% 27.3% 42.4% 0.0% 6.1% 3.0% 3.0% 0.0%

70～79歳（n=28） 3.6% 10.7% 60.7% 10.7% 3.6% 0.0% 7.1% 3.6%

80歳以上（n=12） 0.0% 16.7% 41.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 8.3%

無回答（n=3） 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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家庭生活・子育てについて 

 

問３ あなたの家庭では、次の①～⑦のことについて、主に男性、女性のどちらがしていま

すか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

 問４で「家事」「子育て」「介護」「地域の行事への参加」「自治会、ＰＴＡ活動」「生活費の確

保」「高額な商品や土地、家屋の購入の決定」において、「男性・女性が分担して行う方がよい」

の回答が最も多いものの、問３では、「家事」「子育て」「介護」「地域の行事への参加」「自治

会、ＰＴＡ活動」で、「主として女性がしている」の回答が最も多くなっており、「理想」と「現

実」で乖離している状況です。また、男女別でみると、「主として男性がしている」「男性・女

性が分担している」の回答に、男女で差があることから、男性は「主として男性がしている」

「男女分担している」と思っていても、女性はそう思っていない現実もあることがわかります。 

また、年代別でみると就労している人の多い世代でも、「主として女性がしている」割合は、

高齢者層と大きく変わらず、働く女性への負荷が大きいと考えられます。 

 

課題 

 家庭生活や地域活動、仕事を両立させるには、さらに男女が協力して取り組むための啓発が

必要です。 
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【①家事（炊事・洗濯・掃除など）】 

家事（炊事・洗濯・掃除など）について、主に男性、女性のどちらがしているかでは、「主と

して女性がしている」が 63.5％と最も多く、次いで「男性・女性が分担している」が 24.3％、

「該当しない」が 2.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3%

14.3%

6.0%

3.6%

3.6%

24.3%

22.8%

26.8%

28.0%

36.0%

29.5%

21.3%

19.6%

18.2%

12.8%

63.5%

68.4%

58.4%

85.7%

62.0%

54.7%

62.8%

68.1%

67.9%

65.5%

64.1%

3.6%

4.2%

5.3%

4.3%

5.4%

3.6%

5.1%

4.2%

4.0%

4.0%

4.3%

3.6%

3.1%

4.2%

9.1%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

主として男性がして

いる

男性・女性が分担

している

主として女性がし

ている
その他 該当しない 無回答
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 11 101 264 15 12 13 416

女性 1 49 147 5 4 9 215

男性 10 51 111 8 8 2 190

無回答 0 1 6 2 0 2 11

18～19歳 1 0 6 0 0 0 7

20～29歳 3 14 31 0 2 0 50

30～39歳 0 27 41 4 3 0 75

40～49歳 2 23 49 2 2 0 78

50～59歳 1 10 32 2 2 0 47

60～69歳 2 11 38 3 2 0 56

70～79歳 2 10 36 2 0 5 55

80歳以上 0 5 25 2 1 6 39

無回答 0 1 6 0 0 2 9

全体（n=416） 2.6% 24.3% 63.5% 3.6% 2.9% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 0.5% 22.8% 68.4% 2.3% 1.9% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 5.3% 26.8% 58.4% 4.2% 4.2% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 9.1% 54.5% 18.2% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 6.0% 28.0% 62.0% 0.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 36.0% 54.7% 5.3% 4.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 2.6% 29.5% 62.8% 2.6% 2.6% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 21.3% 68.1% 4.3% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 19.6% 67.9% 5.4% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 18.2% 65.5% 3.6% 0.0% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 12.8% 64.1% 5.1% 2.6% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 66.7% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）】 

子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）について、主に男性、女性のどちらがしている

かでは、「主として女性がしている」が 44.0％と最も多く、次いで「男性・女性が分担してい

る」が 26.2％、「該当しない」が 23.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答

14.3%

26.2%

26.5%

27.4%

28.6%

18.0%

37.3%

23.1%

27.7%

30.4%

21.8%

23.1%

44.0%

47.9%

38.9%

57.1%

46.0%

37.3%

51.3%

42.6%

48.2%

36.4%

41.0%

3.8%

23.3%

19.1%

28.4%

36.0%

22.7%

21.8%

25.5%

19.6%

27.3%

15.4%

3.8%

4.7%

10.9%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 3 109 183 8 97 16 416

女性 0 57 103 4 41 10 215

男性 2 52 74 4 54 4 190

無回答 1 0 6 0 2 2 11

18～19歳 1 2 4 0 0 0 7

20～29歳 0 9 23 0 18 0 50

30～39歳 0 28 28 2 17 0 75

40～49歳 0 18 40 3 17 0 78

50～59歳 1 13 20 1 12 0 47

60～69歳 0 17 27 0 11 1 56

70～79歳 1 12 20 1 15 6 55

80歳以上 0 9 16 1 6 7 39

無回答 0 1 5 0 1 2 9

全体（n=416） 0.7% 26.2% 44.0% 1.9% 23.3% 3.8% 100.0%

女性（n=215） 0.0% 26.5% 47.9% 1.9% 19.1% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 1.1% 27.4% 38.9% 2.1% 28.4% 2.1% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 54.5% 0.0% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 18.0% 46.0% 0.0% 36.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 37.3% 37.3% 2.7% 22.7% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 0.0% 23.1% 51.3% 3.8% 21.8% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 27.7% 42.6% 2.1% 25.5% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 30.4% 48.2% 0.0% 19.6% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 21.8% 36.4% 1.8% 27.3% 10.9% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 23.1% 41.0% 2.6% 15.4% 17.9% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 55.6% 0.0% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など）】 

介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など）について、主に男性、女性のどちらがして

いるかでは、「該当しない」が 57.0％と最も多く、次いで「主として女性がしている」が 18.3％、

「男性・女性が分担している」が 13.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0%

9.8%

17.4%

12.0%

12.0%

9.0%

14.9%

19.6%

9.1%

20.5%

18.3%

22.8%

12.6%

28.6%

22.0%

6.7%

12.8%

25.5%

26.8%

18.2%

20.5%

4.6%

3.3%

5.8%

4.0%

14.9%

5.4%

5.1%

57.0%

55.8%

59.5%

71.4%

62.0%

77.3%

73.1%

42.6%

46.4%

47.3%

30.8%

6.3%

8.4%

23.6%

23.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 4 54 76 19 237 26 416

女性 0 21 49 7 120 18 215

男性 4 33 24 11 113 5 190

無回答 0 0 3 1 4 3 11

18～19歳 0 0 2 0 5 0 7

20～29歳 1 6 11 0 31 1 50

30～39歳 0 9 5 3 58 0 75

40～49歳 2 7 10 2 57 0 78

50～59歳 1 7 12 7 20 0 47

60～69歳 0 11 15 3 26 1 56

70～79歳 0 5 10 1 26 13 55

80歳以上 0 8 8 2 12 9 39

無回答 0 1 3 1 2 2 9

全体（n=416） 1.0% 13.0% 18.3% 4.6% 57.0% 6.3% 100.0%

女性（n=215） 0.0% 9.8% 22.8% 3.3% 55.8% 8.4% 100.0%

男性（n=190） 2.1% 17.4% 12.6% 5.8% 59.5% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 27.3% 9.1% 36.4% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 71.4% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 2.0% 12.0% 22.0% 0.0% 62.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 12.0% 6.7% 4.0% 77.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 2.6% 9.0% 12.8% 2.6% 73.1% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 14.9% 25.5% 14.9% 42.6% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 19.6% 26.8% 5.4% 46.4% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 0.0% 9.1% 18.2% 1.8% 47.3% 23.6% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 20.5% 20.5% 5.1% 30.8% 23.1% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 33.3% 11.1% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④地域の行事への参加】 

地域の行事への参加について、主に男性、女性のどちらがしているかでは、「主として女性が

している」が 29.6％と最も多く、次いで「男性・女性が分担している」が 25.7％、「該当し

ない」が 20.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答

14.7%

11.6%

18.4%

12.0%

12.0%

11.5%

21.3%

16.1%

16.4%

20.5%

25.7%

22.3%

30.5%

14.3%

12.0%

25.3%

28.2%

29.8%

26.8%

34.5%

25.6%

29.6%

34.0%

25.3%

42.9%

38.0%

17.3%

38.5%

27.7%

35.7%

23.6%

25.6%

4.8%
5.1%

4.7%

14.3%

5.3%

5.1%

6.4%

5.4%
3.6%

5.1%

20.0%

20.5%

18.9%

28.6%

34.0%

37.3%

16.7%

12.8%

16.1%
3.6%

7.7%

5.3%

6.5%

18.2%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 61 107 123 20 83 22 416

女性 25 48 73 11 44 14 215

男性 35 58 48 9 36 4 190

無回答 1 1 2 0 3 4 11

18～19歳 0 1 3 1 2 0 7

20～29歳 6 6 19 1 17 1 50

30～39歳 9 19 13 4 28 2 75

40～49歳 9 22 30 4 13 0 78

50～59歳 10 14 13 3 6 1 47

60～69歳 9 15 20 3 9 0 56

70～79歳 9 19 13 2 2 10 55

80歳以上 8 10 10 2 3 6 39

無回答 1 1 2 0 3 2 9

全体（n=416） 14.7% 25.7% 29.6% 4.8% 20.0% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 11.6% 22.3% 34.0% 5.1% 20.5% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 18.4% 30.5% 25.3% 4.7% 18.9% 2.1% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 18.2% 0.0% 27.3% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 42.9% 14.3% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 12.0% 12.0% 38.0% 2.0% 34.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 25.3% 17.3% 5.3% 37.3% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 11.5% 28.2% 38.5% 5.1% 16.7% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 21.3% 29.8% 27.7% 6.4% 12.8% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 16.1% 26.8% 35.7% 5.4% 16.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 16.4% 34.5% 23.6% 3.6% 3.6% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 25.6% 25.6% 5.1% 7.7% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 22.2% 0.0% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤自治会、ＰＴＡ活動】 

自治会、ＰＴＡ活動について、主に男性、女性のどちらがしているかでは、「主として女性が

している」が 38.2％と最も多く、次いで「男性・女性が分担している」が 24.0％、「該当し

ない」が 21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答

10.1%

4.7%

16.3%

14.3%

12.0%

6.7%

6.4%

10.6%

14.3%

16.4%

5.1%

24.0%

22.8%

26.3%

14.3%

8.0%

21.3%

20.5%

34.0%

30.4%

30.9%

30.8%

38.2%

41.4%

34.2%

42.9%

42.0%

26.7%

52.6%

42.6%

39.3%

32.7%

28.2%

5.3%

5.1%

21.6%

23.7%

20.0%

28.6%

34.0%

38.7%

19.2%

10.6%

14.3%

10.9%

15.4%

3.6%

4.7%

9.1%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 42 100 159 10 90 15 416

女性 10 49 89 6 51 10 215

男性 31 50 65 4 38 2 190

無回答 1 1 5 0 1 3 11

18～19歳 1 1 3 0 2 0 7

20～29歳 6 4 21 1 17 1 50

30～39歳 5 16 20 4 29 1 75

40～49歳 5 16 41 1 15 0 78

50～59歳 5 16 20 1 5 0 47

60～69歳 8 17 22 1 8 0 56

70～79歳 9 17 18 0 6 5 55

80歳以上 2 12 11 2 6 6 39

無回答 1 1 3 0 2 2 9

全体（n=416） 10.1% 24.0% 38.2% 2.4% 21.6% 3.6% 100.0%

女性（n=215） 4.7% 22.8% 41.4% 2.8% 23.7% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 16.3% 26.3% 34.2% 2.1% 20.0% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 45.5% 0.0% 9.1% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 14.3% 42.9% 0.0% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 12.0% 8.0% 42.0% 2.0% 34.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 6.7% 21.3% 26.7% 5.3% 38.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 6.4% 20.5% 52.6% 1.3% 19.2% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 10.6% 34.0% 42.6% 2.1% 10.6% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 14.3% 30.4% 39.3% 1.8% 14.3% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 16.4% 30.9% 32.7% 0.0% 10.9% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 30.8% 28.2% 5.1% 15.4% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 33.3% 0.0% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥生活費の確保】 

生活費の確保について、主に男性、女性のどちらがしているかでは、「主として男性がして

いる」が 51.0％と最も多く、次いで「男性・女性が分担している」が 29.3％、「主として女

性がしている」が 8.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答

51.0%

47.0%

55.8%

42.9%

44.0%

53.3%

56.4%

44.7%

50.0%

47.3%

59.0%

29.3%

30.7%

28.4%

57.1%

36.0%

34.7%

32.1%

46.8%

21.4%

21.8%

5.1%

8.9%

11.6%

6.3%

12.0%

4.0%

3.8%

4.3%

17.9%

14.5%

12.8%

3.1%

3.3%

4.0%

3.8%

4.3%
3.6%

3.6%

4.8%

3.7%

5.8%

6.0%
4.0%

3.8%

7.1%

5.5%

7.7%

3.7%

7.3%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 212 122 37 13 20 12 416

女性 101 66 25 7 8 8 215

男性 106 54 12 5 11 2 190

無回答 5 2 0 1 1 2 11

18～19歳 3 4 0 0 0 0 7

20～29歳 22 18 6 0 3 1 50

30～39歳 40 26 3 3 3 0 75

40～49歳 44 25 3 3 3 0 78

50～59歳 21 22 2 2 0 0 47

60～69歳 28 12 10 2 4 0 56

70～79歳 26 12 8 2 3 4 55

80歳以上 23 2 5 1 3 5 39

無回答 5 1 0 0 1 2 9

全体（n=416） 51.0% 29.3% 8.9% 3.1% 4.8% 2.9% 100.0%

女性（n=215） 47.0% 30.7% 11.6% 3.3% 3.7% 3.7% 100.0%

男性（n=190） 55.8% 28.4% 6.3% 2.6% 5.8% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 18.2% 0.0% 9.1% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 44.0% 36.0% 12.0% 0.0% 6.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 53.3% 34.7% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 56.4% 32.1% 3.8% 3.8% 3.8% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 44.7% 46.8% 4.3% 4.3% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 21.4% 17.9% 3.6% 7.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 47.3% 21.8% 14.5% 3.6% 5.5% 7.3% 100.0%

80歳以上（n=39） 59.0% 5.1% 12.8% 2.6% 7.7% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦高額な商品や土地、家屋の購入の決定】 

高額な商品や土地、家屋の購入の決定について、主に男性、女性のどちらがしているかでは、

「主として男性がしている」、「男性・女性が分担している」がともに 38.7％と最も多く、次

いで「該当しない」が 9.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性
がしている

男性・女性が
分担している

主として女性
がしている

その他 該当しない 無回答

38.7%

36.3%

41.6%

42.9%

42.0%

36.0%

33.3%

38.3%

50.0%

32.7%

43.6%

38.7%

39.1%

40.0%

42.9%

36.0%

46.7%

46.2%

46.8%

26.8%

38.2%

28.2%

4.1%

5.6%

10.0%

5.1%

3.6%

5.5%

6.0%

5.6%

5.3%

5.3%

7.7%

8.5%

8.9%

5.5%

9.4%

9.3%

9.5%

14.3%

8.0%

9.3%

7.7%

4.3%

10.7%

9.1%

12.8%

3.1%

4.2%

9.1%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として
男性がし
ている

男性・女
性が分担
している

主として
女性がし
ている

その他 該当しない 無回答 回答者数

全体 161 161 17 25 39 13 416

女性 78 84 12 12 20 9 215

男性 79 76 5 10 18 2 190

無回答 4 1 0 3 1 2 11

18～19歳 3 3 0 0 1 0 7

20～29歳 21 18 5 1 4 1 50

30～39歳 27 35 2 4 7 0 75

40～49歳 26 36 4 6 6 0 78

50～59歳 18 22 1 4 2 0 47

60～69歳 28 15 2 5 6 0 56

70～79歳 18 21 3 3 5 5 55

80歳以上 17 11 0 1 5 5 39

無回答 3 0 0 1 3 2 9

全体（n=416） 38.7% 38.7% 4.1% 6.0% 9.4% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 36.3% 39.1% 5.6% 5.6% 9.3% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 41.6% 40.0% 2.6% 5.3% 9.5% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 9.1% 0.0% 27.3% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 42.0% 36.0% 10.0% 2.0% 8.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 36.0% 46.7% 2.7% 5.3% 9.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 33.3% 46.2% 5.1% 7.7% 7.7% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 38.3% 46.8% 2.1% 8.5% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 26.8% 3.6% 8.9% 10.7% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 32.7% 38.2% 5.5% 5.5% 9.1% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 43.6% 28.2% 0.0% 2.6% 12.8% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問４  次の①～⑦のことについて、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思います

か。あなたの考えに最も近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに〇） 

 

【①家事（炊事・洗濯・掃除など）】 

家事（炊事・洗濯・掃除など）について、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思うか

では、「男性・女性が分担して担う」が 78.1％と最も多く、次いで「主として女性が担う」が

15.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答

78.1%

80.9%

75.8%

85.7%

90.0%

80.0%

84.6%

80.9%

85.7%

63.6%

53.8%

15.4%

13.5%

17.4%

14.3%

8.0%

9.3%

9.0%

19.1%

10.7%

29.1%

33.3%

4.1%

3.3%

5.3%

9.3%

6.4%

3.6%

5.5%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 1 325 64 17 9 416

女性 0 174 29 7 5 215

男性 1 144 33 10 2 190

無回答 0 7 2 0 2 11

18～19歳 0 6 1 0 0 7

20～29歳 0 45 4 1 0 50

30～39歳 1 60 7 7 0 75

40～49歳 0 66 7 5 0 78

50～59歳 0 38 9 0 0 47

60～69歳 0 48 6 2 0 56

70～79歳 0 35 16 1 3 55

80歳以上 0 21 13 1 4 39

無回答 0 6 1 0 2 9

全体（n=416） 0.2% 78.1% 15.4% 4.1% 2.2% 100.0%

女性（n=215） 0.0% 80.9% 13.5% 3.3% 2.3% 100.0%

男性（n=190） 0.5% 75.8% 17.4% 5.3% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 63.6% 18.2% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 90.0% 8.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 1.3% 80.0% 9.3% 9.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 0.0% 84.6% 9.0% 6.4% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 0.0% 80.9% 19.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 85.7% 10.7% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 0.0% 63.6% 29.1% 1.8% 5.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 53.8% 33.3% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 66.7% 11.1% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）】 

子育て（子どもの世話、しつけ、教育など）について、主に男性、女性のどちらが担う方が

よいと思うかでは、「男性・女性が分担して担う」が 86.1％と最も多く、次いで「主として女

性が担う」が 6.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答

86.1%

89.3%

84.7%

85.7%

98.0%

90.7%

89.7%

91.5%

89.3%

76.4%

69.2%

6.5%

5.1%

6.8%

14.3%

5.1%

6.4%

7.1%

7.3%

17.9%

4.6%

6.3%

8.0%

5.1%

3.6%

7.3% 9.1%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 1 358 27 19 11 416

女性 0 192 11 6 6 215

男性 1 161 13 12 3 190

無回答 0 5 3 1 2 11

18～19歳 0 6 1 0 0 7

20～29歳 0 49 0 1 0 50

30～39歳 0 68 1 6 0 75

40～49歳 0 70 4 4 0 78

50～59歳 1 43 3 0 0 47

60～69歳 0 50 4 2 0 56

70～79歳 0 42 4 4 5 55

80歳以上 0 27 7 1 4 39

無回答 0 3 3 1 2 9

全体（n=416） 0.2% 86.1% 6.5% 4.6% 2.6% 100.0%

女性（n=215） 0.0% 89.3% 5.1% 2.8% 2.8% 100.0%

男性（n=190） 0.5% 84.7% 6.8% 6.3% 1.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 45.5% 27.3% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 98.0% 0.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 90.7% 1.3% 8.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 0.0% 89.7% 5.1% 5.1% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 91.5% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 89.3% 7.1% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 0.0% 76.4% 7.3% 7.3% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 69.2% 17.9% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 33.3% 33.3% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など）】 

介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など）について、主に男性、女性のどちらが担う

方がよいと思うかでは、「男性・女性が分担して担う」が 81.5％と最も多く、次いで「主とし

て女性が担う」が 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答

81.5%

83.7%

80.5%

71.4%

92.0%

84.0%

85.9%

83.0%

91.1%

67.3%

66.7%

4.3%

5.3%

14.3%

6.4%

7.3%

12.8%

10.8%

8.8%

13.2%

14.3%

6.0%

14.7%

11.5%

10.6%

7.1%

12.7%

10.3%

3.1%

4.2%

12.7%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 1 339 18 45 13 416

女性 1 180 6 19 9 215

男性 0 153 10 25 2 190

無回答 0 6 2 1 2 11

18～19歳 0 5 1 1 0 7

20～29歳 0 46 1 3 0 50

30～39歳 0 63 1 11 0 75

40～49歳 1 67 1 9 0 78

50～59歳 0 39 3 5 0 47

60～69歳 0 51 1 4 0 56

70～79歳 0 37 4 7 7 55

80歳以上 0 26 5 4 4 39

無回答 0 5 1 1 2 9

全体（n=416） 0.2% 81.5% 4.3% 10.8% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 0.5% 83.7% 2.8% 8.8% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 0.0% 80.5% 5.3% 13.2% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 71.4% 14.3% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 92.0% 2.0% 6.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 84.0% 1.3% 14.7% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 1.3% 85.9% 1.3% 11.5% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 0.0% 83.0% 6.4% 10.6% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 91.1% 1.8% 7.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 0.0% 67.3% 7.3% 12.7% 12.7% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 66.7% 12.8% 10.3% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 55.6% 11.1% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④地域の行事への参加】 

地域の行事への参加について、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思うかでは、「男

性・女性が分担して担う」が 82.2％と最も多く、次いで「主として男性が担う」が 4.6％、

「主として女性が担う」が 4.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6%

5.6%

8.0%

3.8%

3.6%

15.4%

82.2%

82.8%

83.7%

85.7%

86.0%

86.7%

85.9%

83.0%

92.9%

80.0%

56.4%

4.1%

3.3%

4.7%

14.3%

3.8%

4.3%

7.3%

12.8%

6.5%

5.1%

7.9%

4.0%

13.3%

6.4%

10.6%

3.6%

3.6%

3.3%

7.3%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答
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主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 19 342 17 27 11 416

女性 12 178 7 11 7 215

男性 5 159 9 15 2 190

無回答 2 5 1 1 2 11

18～19歳 0 6 1 0 0 7

20～29歳 4 43 1 2 0 50

30～39歳 0 65 0 10 0 75

40～49歳 3 67 3 5 0 78

50～59歳 1 39 2 5 0 47

60～69歳 2 52 0 2 0 56

70～79歳 1 44 4 2 4 55

80歳以上 6 22 5 1 5 39

無回答 2 4 1 0 2 9

全体（n=416） 4.6% 82.2% 4.1% 6.5% 2.6% 100.0%

女性（n=215） 5.6% 82.8% 3.3% 5.1% 3.3% 100.0%

男性（n=190） 2.6% 83.7% 4.7% 7.9% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 45.5% 9.1% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 8.0% 86.0% 2.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 86.7% 0.0% 13.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 3.8% 85.9% 3.8% 6.4% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 83.0% 4.3% 10.6% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 92.9% 0.0% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 80.0% 7.3% 3.6% 7.3% 100.0%

80歳以上（n=39） 15.4% 56.4% 12.8% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 44.4% 11.1% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤自治会、ＰＴＡ活動】 

自治会、ＰＴＡ活動について、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思うかでは、「男

性・女性が分担して担う」が 80.5％と最も多く、次いで「主として女性が担う」が 7.2％、

「主として男性が担う」が 2.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答

6.0%

3.6%

3.6%

5.1%

80.5%

81.9%

81.6%

71.4%

88.0%

82.7%

83.3%

87.2%

91.1%

72.7%

59.0%

7.2%

7.4%

6.8%

28.6%

4.0%

9.0%

4.3%

9.1%

20.5%

6.5%

5.1%

7.9%

4.0%

13.3%

6.4%

8.5%

5.5%

5.1%

3.1%

3.3%

9.1%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 11 335 30 27 13 416

女性 5 176 16 11 7 215

男性 4 155 13 15 3 190

無回答 2 4 1 1 3 11

18～19歳 0 5 2 0 0 7

20～29歳 3 44 1 2 0 50

30～39歳 0 62 3 10 0 75

40～49歳 1 65 7 5 0 78

50～59歳 0 41 2 4 0 47

60～69歳 2 51 1 1 1 56

70～79歳 2 40 5 3 5 55

80歳以上 2 23 8 2 4 39

無回答 1 4 1 0 3 9

全体（n=416） 2.6% 80.5% 7.2% 6.5% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 2.3% 81.9% 7.4% 5.1% 3.3% 100.0%

男性（n=190） 2.1% 81.6% 6.8% 7.9% 1.6% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 9.1% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 6.0% 88.0% 2.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 82.7% 4.0% 13.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 1.3% 83.3% 9.0% 6.4% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 0.0% 87.2% 4.3% 8.5% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 91.1% 1.8% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 72.7% 9.1% 5.5% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 59.0% 20.5% 5.1% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 44.4% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥生活費の確保】 

生活費の確保について、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思うかでは、「男性・女性

が分担して担う」が 62.5％と最も多く、次いで「主として男性が担う」が 25.0％「主として

女性が担う」が 3.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0%

20.5%

30.0%

14.3%

14.0%

20.0%

17.9%

27.7%

26.8%

30.9%

51.3%

62.5%

66.0%

60.0%

85.7%

80.0%

66.7%

75.6%

68.1%

60.7%

45.5%

28.2%

3.4%

4.2%

7.1%

7.3%

7.7%

6.5%

6.5%

6.3%

4.0%

12.0%

6.4%

5.4%

7.3%

5.1%

9.1%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答
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  主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 104 260 14 27 11 416

女性 44 142 9 14 6 215

男性 57 114 5 12 2 190

無回答 3 4 0 1 3 11

18～19歳 1 6 0 0 0 7

20～29歳 7 40 1 2 0 50

30～39歳 15 50 1 9 0 75

40～49歳 14 59 0 5 0 78

50～59歳 13 32 1 1 0 47

60～69歳 15 34 4 3 0 56

70～79歳 17 25 4 4 5 55

80歳以上 20 11 3 2 3 39

無回答 2 3 0 1 3 9

全体（n=416） 25.0% 62.5% 3.4% 6.5% 2.6% 100.0%

女性（n=215） 20.5% 66.0% 4.2% 6.5% 2.8% 100.0%

男性（n=190） 30.0% 60.0% 2.6% 6.3% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 27.3% 36.4% 0.0% 9.1% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 14.0% 80.0% 2.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 20.0% 66.7% 1.3% 12.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 17.9% 75.6% 0.0% 6.4% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 27.7% 68.1% 2.1% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 26.8% 60.7% 7.1% 5.4% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 30.9% 45.5% 7.3% 7.3% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 51.3% 28.2% 7.7% 5.1% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 33.3% 0.0% 11.1% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦高額な商品や土地、家屋の購入の決定】 

高額な商品や土地、家屋の購入の決定について、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと

思うかでは、「男性・女性が分担して担う」が 70.0％と最も多く、次いで「主として男性が担

う」が 19.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主として男性が担う
男性・女性が分担し

て担う
主として女性が担う その他 無回答

19.7%

20.0%

18.4%

14.3%

16.0%

12.0%

14.1%

21.3%

25.0%

29.1%

25.6%

70.0%

69.3%

72.1%

85.7%

78.0%

76.0%

78.2%

76.6%

69.6%

52.7%

56.4%

3.6%

6.7%

6.5%

7.4%

4.0%

12.0%

7.7%

5.4%

3.6%

7.7%

3.7%

10.9%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  主として男
性が担う

男性・女性
が分担して
担う

主として女
性が担う

その他 無回答 回答者数

全体 82 291 3 28 12 416

女性 43 149 1 14 8 215

男性 35 137 2 14 2 190

無回答 4 5 0 0 2 11

18～19歳 1 6 0 0 0 7

20～29歳 8 39 1 2 0 50

30～39歳 9 57 0 9 0 75

40～49歳 11 61 0 6 0 78

50～59歳 10 36 0 1 0 47

60～69歳 14 39 0 3 0 56

70～79歳 16 29 2 2 6 55

80歳以上 10 22 0 3 4 39

無回答 3 2 0 2 2 9

全体（n=416） 19.7% 70.0% 0.7% 6.7% 2.9% 100.0%

女性（n=215） 20.0% 69.3% 0.5% 6.5% 3.7% 100.0%

男性（n=190） 18.4% 72.1% 1.1% 7.4% 1.1% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 45.5% 0.0% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 16.0% 78.0% 2.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 76.0% 0.0% 12.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 14.1% 78.2% 0.0% 7.7% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 21.3% 76.6% 0.0% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 25.0% 69.6% 0.0% 5.4% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 52.7% 3.6% 3.6% 10.9% 100.0%

80歳以上（n=39） 25.6% 56.4% 0.0% 7.7% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 22.2% 0.0% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問５ 家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方について、あなたは「現実」では何を優先し

ていますか。また、「希望」では何を優先したいですか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

家庭生活の優先度についての現実と希望を比較すると、【現実】の全体では、「仕事や自分の

活動と家庭生活を同時に重視」が 23.1％で最も高くなっており、次いで「どちらかといえば、

家庭生活より仕事や自分の活動を優先」が 19.0％となっています。男女別でみると、「どちら

かといえば、仕事や自分の活動よりも家庭生活を優先」が女性 20.0％、男性 4.2％となって

おり、男女差がありことがわかります。【希望】では男女ともに「仕事や自分の活動と家庭生活

を同時に重視」が最も高くなっています。 

 

課 題 
 希望=現実となることが理想であるとの観点からは、希望に反する現実となっている状態が、

特に 20～49歳代で見られます。是正に対する取組が必要です。 

 

【現実】 

家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方について、「現実」では何を優先しているかでは、

「仕事や自分の活動と家庭生活を同時に重視」が 23.1％と最も多く、次いで「どちらかとい

えば、家庭生活より仕事や自分の活動を優先」が 19.0％、「どちらかといえば、仕事や自分の

活動よりも家庭生活を優先」が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.9%

5.1%

11.1%

28.6%

22.0%

9.3%

7.7%

5.4%

19.0%

12.1%

27.4%

42.9%

26.0%

21.3%

19.2%

25.5%

14.3%

12.7%

10.3%

23.1%

16.7%

31.1%

14.3%

22.0%

24.0%

21.8%

40.4%

23.2%

12.7%

23.1%

12.5%

20.0%

4.2%

6.0%

13.3%

11.5%

10.6%

16.1%

18.2%

12.8%

6.5%

12.1%

6.0%

10.7%

7.7%

5.5%

10.3%

31.0%

34.0%

25.8%

14.3%

18.0%

21.3%

32.1%

19.1%

39.3%

49.1%

41.0%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

仕事や趣味・ボランティ
アなどの自分の活動に
専念

どちらかといえば、家庭
生活より仕事や自分の
活動を優先

仕事や自分の活動と家
庭生活を同時に重視

どちらかといえば、仕事
や自分の活動よりも家
庭生活を優先

家庭生活（家事・子育
て・介護）に専念

無回答
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仕事や趣味・ボラ
ンティアなどの自
分の活動に専念

どちらかといえ
ば、家庭生活より
仕事や自分の活

動を優先

仕事や自分の活
動と家庭生活を
同時に重視

どちらかといえ
ば、仕事や自分
の活動よりも家庭
生活を優先

家庭生活（家事・
子育て・介護）に

専念
無回答 回答者数

全体 33 79 96 52 27 129 416

女性 11 26 36 43 26 73 215

男性 21 52 59 8 1 49 190

無回答 1 1 1 1 0 7 11

18～19歳 2 3 1 0 0 1 7

20～29歳 11 13 11 3 3 9 50

30～39歳 7 16 18 10 8 16 75

40～49歳 6 15 17 9 6 25 78

50～59歳 1 12 19 5 1 9 47

60～69歳 3 8 13 9 1 22 56

70～79歳 1 7 7 10 3 27 55

80歳以上 1 4 9 5 4 16 39

無回答 1 1 1 1 1 4 9

全体（n=416） 7.9% 19.0% 23.1% 12.5% 6.5% 31.0% 100.0%

女性（n=215） 5.1% 12.1% 16.7% 20.0% 12.1% 34.0% 100.0%

男性（n=190） 11.1% 27.4% 31.1% 4.2% 0.5% 25.8% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 63.6% 100.0%

18～19歳（n=7） 28.6% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 22.0% 26.0% 22.0% 6.0% 6.0% 18.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 9.3% 21.3% 24.0% 13.3% 10.7% 21.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 7.7% 19.2% 21.8% 11.5% 7.7% 32.1% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 25.5% 40.4% 10.6% 2.1% 19.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 14.3% 23.2% 16.1% 1.8% 39.3% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 12.7% 12.7% 18.2% 5.5% 49.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 10.3% 23.1% 12.8% 10.3% 41.0% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1% 44.4% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【希望】 

家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方について、「希望」では何を優先したいかでは、「仕

事や自分の活動と家庭生活を同時に重視」が 39.7％と最も多く、次いで「どちらかといえば、

仕事や自分の活動よりも家庭生活を優先」が 9.1％、「仕事や趣味・ボランティアなどの自分の

活動に専念」が 7.7％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事や趣味・ボランティ
アなどの自分の活動に
専念

どちらかといえば、家庭
生活より仕事や自分の
活動を優先

仕事や自分の活動と家
庭生活を同時に重視

どちらかといえば、仕事
や自分の活動よりも家
庭生活を優先

家庭生活（家事・子育
て・介護）に専念

無回答

7.7%

7.9%

7.9%

10.0%

8.0%

6.4%

14.9%

5.4%

5.5%

7.7%

4.3%

3.7%

5.3%

14.3%

8.0%

6.4%

8.5%

3.6%

39.7%

36.3%

44.2%

57.1%

54.0%

52.0%

39.7%

42.6%

32.1%

27.3%

20.5%

9.1%

9.3%

9.5%

14.3%

8.0%

14.7%

12.8%

6.4%

8.9%

3.6%

3.3%

5.3%

7.3%

5.1%

36.3%

39.5%

30.5%

14.3%

20.0%

18.7%

32.1%

27.7%

50.0%

54.5%

64.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）



 

62 

  
仕事や趣味・ボラ
ンティアなどの自
分の活動に専念

どちらかといえ
ば、家庭生活より
仕事や自分の活

動を優先

仕事や自分の活
動と家庭生活を
同時に重視

どちらかといえ
ば、仕事や自分
の活動よりも家庭
生活を優先

家庭生活（家事・
子育て・介護）に

専念
無回答 回答者数

全体 32 18 165 38 12 151 416

女性 17 8 78 20 7 85 215

男性 15 10 84 18 5 58 190

無回答 0 0 3 0 0 8 11

18～19歳 0 1 4 1 0 1 7

20～29歳 5 4 27 4 0 10 50

30～39歳 6 1 39 11 4 14 75

40～49歳 5 5 31 10 2 25 78

50～59歳 7 4 20 3 0 13 47

60～69歳 3 2 18 5 0 28 56

70～79歳 3 1 15 2 4 30 55

80歳以上 3 0 8 1 2 25 39

無回答 0 0 3 1 0 5 9

全体（n=416） 7.7% 4.3% 39.7% 9.1% 2.9% 36.3% 100.0%

女性（n=215） 7.9% 3.7% 36.3% 9.3% 3.3% 39.5% 100.0%

男性（n=190） 7.9% 5.3% 44.2% 9.5% 2.6% 30.5% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 27.3% 0.0% 0.0% 72.7% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 57.1% 14.3% 0.0% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 10.0% 8.0% 54.0% 8.0% 0.0% 20.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 8.0% 1.3% 52.0% 14.7% 5.3% 18.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 6.4% 6.4% 39.7% 12.8% 2.6% 32.1% 100.0%

50～59歳（n=47） 14.9% 8.5% 42.6% 6.4% 0.0% 27.7% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 3.6% 32.1% 8.9% 0.0% 50.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 1.8% 27.3% 3.6% 7.3% 54.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 0.0% 20.5% 2.6% 5.1% 64.1% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 0.0% 55.6% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎子育ての経験のある方にお聞きしました（子育て経験のない方は問７へ） 

問６ あなたと配偶者・パートナーの、子育てへのかかわりは十分である（あった）と思いま

すか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

【あなた】の「子育てへのかかわりが十分であった」「ある程度十分であった」と答えた方

は、67.0%、【配偶者】では 64.6%でした。一方で、「十分でない」と答えた方の理由は、「仕

事が忙しすぎる(た)」がともに最も多く、【あなた】は 38.2％、【配偶者・パートナー】は 26.4％

となっています。また、【配偶者・パートナー】では、「子どものことや家庭のことにあまり関

心がない(なかった)」12.7％であるのに対し、【あなた】は 0.0％という結果が出ており、本

人は「子どものことや家庭のことにあまり関心がない（なかった）」とは思っていないが、配偶

者・パートナーには、そのように感じるかかわり方である(あった)と言えます。 

 男女別でみると、「あまり十分ではない（なかった）」「十分ではない（なかった）」を合わせ

た「十分ではない（なかった」は、【あなた】女性 13.4％、男性 34.1％【配偶者・パートナ

ー】女性 36.3％、男性 4.0％であることから、女性に比べ、男性の子育てへのかかわりが少

ない結果となっています。 

 

課題 

 男性が子育てへかかわれるような、職場や社会の環境づくりや取組が引き続き必要です。 
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【①あなた】 

あなたの子育てへのかかわりは十分である（あった）と思うかでは、「ある程度は十分であ

る（あった）」が 41.9％、次いで「十分である（あった）」25.1％、「あまり十分ではない（な

かった）」が 16.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

十分である
（あった）

ある程度は十分
である（あった）

あまり十分では
ない（なかった）

十分ではない
（なかった）

わからない 無回答

25.1%

36.9%

10.3%

4.0%

29.3%

20.5%

25.5%

17.9%

18.2%

7.7%

41.9%

42.0%

44.4%

4.0%

25.3%

29.5%

38.3%

46.4%

34.5%

38.5%

16.5%

11.5%

23.0%

6.7%

14.1%

10.6%

21.4%

12.7%

20.5%

6.9%

11.1%

2.7%

6.4%

12.7%

7.7%

14.3%

3.8%

7.6%

5.1%

9.5%

85.7%

88.0%

32.0%

25.6%

23.4%

12.5%

18.2%

20.5%

全体（n=291）

【性別】

女性（n=157）

男性（n=126）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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十分である

ある程度は十
分である

あまり十分で
はない

十分ではない わからない 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 73 122 48 20 6 22 291 0 291

女性 58 66 18 3 4 8 157 0 157

男性 13 56 29 14 2 12 126 0 126

無回答 2 0 1 3 0 2 8 0 8

18～19歳 0 0 0 0 1 6 7 0 7

20～29歳 2 2 0 0 2 44 50 0 50

30～39歳 22 19 5 2 3 24 75 0 75

40～49歳 16 23 11 5 3 20 78 0 78

50～59歳 12 18 5 1 0 11 47 0 47

60～69歳 10 26 12 0 1 7 56 0 56

70～79歳 10 19 7 7 2 10 55 0 55

80歳以上 3 15 8 3 2 8 39 0 39

無回答 1 1 2 3 0 2 9 0 9

全体（n=291） 25.1% 41.9% 16.5% 6.9% 2.1% 7.6%

女性（n=157） 36.9% 42.0% 11.5% 1.9% 2.5% 5.1%

男性（n=126） 10.3% 44.4% 23.0% 11.1% 1.6% 9.5%

無回答（n=8） 25.0% 0.0% 12.5% 37.5% 0.0% 25.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 85.7%

20～29歳（n=50） 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% 4.0% 88.0%

30～39歳（n=75） 29.3% 25.3% 6.7% 2.7% 4.0% 32.0%

40～49歳（n=78） 20.5% 29.5% 14.1% 6.4% 3.8% 25.6%

50～59歳（n=47） 25.5% 38.3% 10.6% 2.1% 0.0% 23.4%

60～69歳（n=56） 17.9% 46.4% 21.4% 0.0% 1.8% 12.5%

70～79歳（n=55） 18.2% 34.5% 12.7% 12.7% 3.6% 18.2%

80歳以上（n=39） 7.7% 38.5% 20.5% 7.7% 5.1% 20.5%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 22.2% 33.3% 0.0% 22.2%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②配偶者・パートナー】 

配偶者・パートナーの子育てへのかかわりは十分である（あった）と思うかでは、「ある程度

は十分である（あった）」が 33.7％、次いで「十分である（あった）」30.9％、「あまり十分で

はない（なかった）」が 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分である

（あった）

ある程度は十分

である（あった）

あまり十分では

ない（なかった）

十分ではない

（なかった）
わからない 無回答

30.9%

15.3%

51.6%

32.0%

35.9%

19.1%

19.6%

29.1%

33.7%

35.7%

31.7%

6.0%

24.0%

14.1%

34.0%

33.9%

30.9%

38.5%

15.5%

25.5%

6.7%

14.1%

12.8%

19.6%

7.3%

12.8%

6.5%

10.8%

3.8%

10.6%

10.7%

5.5%

7.7%

3.2%

14.3%

5.5%

5.1%

11.3%

9.6%

11.9%

85.7%

88.0%

33.3%

29.5%

14.3%

21.8%

30.8%

全体（n=291）

【性別】

女性（n=157）

男性（n=126）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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十分である

ある程度は十
分である

あまり十分で
はない

十分ではない わからない 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 90 98 45 19 6 33 291 0 291

女性 24 56 40 17 5 15 157 0 157

男性 65 40 3 2 1 15 126 0 126

無回答 1 2 2 0 0 3 8 0 8

18～19歳 0 0 0 0 1 6 7 0 7

20～29歳 0 3 1 0 2 44 50 0 50

30～39歳 24 18 5 0 3 25 75 0 75

40～49歳 28 11 11 3 2 23 78 0 78

50～59歳 9 16 6 5 0 11 47 0 47

60～69歳 11 19 11 6 1 8 56 0 56

70～79歳 16 17 4 3 3 12 55 0 55

80歳以上 2 15 5 3 2 12 39 0 39

無回答 1 2 3 0 0 3 9 0 9

全体（n=291） 30.9% 33.7% 15.5% 6.5% 2.1% 11.3%

女性（n=157） 15.3% 35.7% 25.5% 10.8% 3.2% 9.6%

男性（n=126） 51.6% 31.7% 2.4% 1.6% 0.8% 11.9%

無回答（n=8） 12.5% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 37.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 85.7%

20～29歳（n=50） 0.0% 6.0% 2.0% 0.0% 4.0% 88.0%

30～39歳（n=75） 32.0% 24.0% 6.7% 0.0% 4.0% 33.3%

40～49歳（n=78） 35.9% 14.1% 14.1% 3.8% 2.6% 29.5%

50～59歳（n=47） 19.1% 34.0% 12.8% 10.6% 0.0% 23.4%

60～69歳（n=56） 19.6% 33.9% 19.6% 10.7% 1.8% 14.3%

70～79歳（n=55） 29.1% 30.9% 7.3% 5.5% 5.5% 21.8%

80歳以上（n=39） 5.1% 38.5% 12.8% 7.7% 5.1% 30.8%

無回答（n=9） 11.1% 22.2% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問６で、「あまり十分ではない（なかった）」または「十分ではない（なかった）」に１つで

も回答した方にお聞きしました 

問６-1 【あなた】もしくは【配偶者・パートナー】で、かかわりが十分でない（なかった）のは

何が原因であると思いますか。（１つだけに○） 

 

【あなた】 

あなたのかかわりが十分でない（なかった）のは何が原因であると思うかでは、「仕事が忙

しすぎる（た）」が 38.2％と最も多く、次いで「子育ての大変さを理解していない（かった）」

が 7. 3％、「子育てに関する知識や情報が乏しい（かった）」が 4.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

仕事が忙しすぎ
る（た）

育児休業制度が
不十分または利
用しにくい（かっ
た）

趣味や自分の個
人的な楽しみの
方を大切にする
（した）

子どものことや家
庭のことにあまり
関心がない（かっ
た）

子どもの世話が
面倒だと考えて
いる（いた）

子育ての大変さ
を理解していない
（かった）

子どもとどのよう
に接したらよいか
わからない（かっ
た）

子育てに関する
知識や情報が乏
しい（かった）

その他 無回答

38.2%

16.1%

70.5%

70.0%

29.2%

18.8%

40.0%

52.6%

30.8%

8.3%

4.0%

6.3%

7.7%

7.3%

4.8%

9.1%

12.5%

21.1%

7.7%

4.2%

7.7%

4.5%

8.1%

0.0%

4.2%

6.3%

8.0%

7.7%

6.4%

4.8%

9.1%

12.5%

12.5%

10.5%

36.4%

62.9%

100.0%

30.0%

29.2%

56.3%

48.0%

15.8%

38.5%

全体（n=110）

【性別】

女性（n=62）

男性（n=44）

【年齢別】

18～19歳（n=0）

20～29歳（n=1）

30～39歳（n=10）

40～49歳（n=24）

50～59歳（n=16）

60～69歳（n=25）

70～79歳（n=19）

80歳以上（n=13）
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仕事が忙
しすぎる
（た）

育児休業
制度が不
十分また
は利用し
にくい
（かった）

趣味や自
分の個人
的な楽し
みの方を
大切にす
る（した）

子どもの
ことや家
庭のこと
にあまり
関心がな
い（かっ
た）

子どもの
世話が面
倒だと考
えている
（いた）

子育ての
大変さを
理解して
いない
（かった）

子どもと
どのよう
に接した
らよいか
わからな
い（かっ
た）

子育てに
関する知
識や情報
が乏しい
（かった）

その他 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 42 3 2 0 1 8 2 5 7 40 110 306 416

女性 10 1 0 0 0 3 1 5 3 39 62 153 215
男性 31 1 1 0 1 4 1 0 4 1 44 146 190
無回答 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 7 11

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
20～29歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 49 50
30～39歳 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 65 75
40～49歳 7 2 0 0 0 3 1 1 3 7 24 54 78
50～59歳 3 0 1 0 0 0 0 1 2 9 16 31 47
60～69歳 10 1 0 0 0 0 0 2 0 12 25 31 56
70～79歳 10 0 0 0 0 4 0 0 2 3 19 36 55
80歳以上 4 0 0 0 1 1 1 1 0 5 13 26 39
無回答 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 6 3 9
全体（n=110） 38.2% 2.7% 1.8% 0.0% 0.9% 7.3% 1.8% 4.5% 6.4% 36.4%

女性（n=62） 16.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 1.6% 8.1% 4.8% 62.9%
男性（n=44） 70.5% 2.3% 2.3% 0.0% 2.3% 9.1% 2.3% 0.0% 9.1% 2.3%
無回答（n=4） 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18～19歳（n=0） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20～29歳（n=1） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
30～39歳（n=10） 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0%
40～49歳（n=24） 29.2% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 4.2% 4.2% 12.5% 29.2%
50～59歳（n=16） 18.8% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 56.3%
60～69歳（n=25） 40.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.0% 0.0% 48.0%
70～79歳（n=19） 52.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.1% 0.0% 0.0% 10.5% 15.8%
80歳以上（n=13） 30.8% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 0.0% 38.5%
無回答（n=6） 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【配偶者・パートナー】 

配偶者・パートナーのかかわりが十分でない（なかった）のは何が原因であると思うかでは、

「仕事が忙しすぎる（た）」が 26.4％と最も多く、次いで「子どものことや家庭のことにあま

り関心がない（かった）」が 12.7％、「趣味や自分の個人的な楽しみの方を大切にする（した）」

が 7.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仕事が忙しすぎ
る（た）

育児休業制度が
不十分または利
用しにくい（かっ
た）

趣味や自分の個
人的な楽しみの
方を大切にする
（した）

子どものことや家
庭のことにあまり
関心がない（かっ
た）

子どもの世話が
面倒だと考えて
いる（いた）

子育ての大変さ
を理解していない
（かった）

子どもとどのよう
に接したらよいか
わからない（かっ
た）

子育てに関する
知識や情報が乏
しい（かった）

その他 無回答

26.4%

41.9%

100.0%

30.0%

12.5%

25.0%

32.0%

21.1%

30.8%

8.0%

7.3%

12.9%

10.0%

8.3%

6.3%

16.0%

7.7%

12.7%

21.0%

20.8%

31.3%

8.0%

5.3%

5.5%

6.5%

4.5%

10.0%

8.3%

5.3%

15.4%

3.2%

4.2%

5.3%

7.7%

4.0% 4.0%

41.8%

9.7%

86.4%

0.0%

50.0%

45.8%

37.5%

28.0%

63.2%

38.5%

全体（n=110）

【性別】

女性（n=62）

男性（n=44）

【年齢別】

18～19歳（n=0）

20～29歳（n=1）

30～39歳（n=10）

40～49歳（n=24）

50～59歳（n=16）

60～69歳（n=25）

70～79歳（n=19）

80歳以上（n=13）
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仕事が忙
しすぎる
（た）

育児休業
制度が不
十分また
は利用し
にくい
（かった）

趣味や自
分の個人
的な楽し
みの方を
大切にす
る（した）

子どもの
ことや家
庭のこと
にあまり
関心がな
い（かっ
た）

子どもの
世話が面
倒だと考
えている
（いた）

子育ての
大変さを
理解して
いない
（かった）

子どもと
どのよう
に接した
らよいか
わからな
い（かっ
た）

子育てに
関する知
識や情報
が乏しい
（かった）

その他 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 29 2 8 14 0 6 3 1 1 46 110 306 416

女性 26 1 8 13 0 4 2 1 1 6 62 153 215
男性 1 1 0 1 0 2 1 0 0 38 44 146 190
無回答 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 11

18～19歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
20～29歳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 50
30～39歳 3 0 1 0 0 1 0 0 0 5 10 65 75
40～49歳 3 0 2 5 0 2 1 0 0 11 24 54 78
50～59歳 4 0 1 5 0 0 0 0 0 6 16 31 47
60～69歳 8 2 4 2 0 0 0 1 1 7 25 31 56
70～79歳 4 0 0 1 0 1 1 0 0 12 19 36 55
80歳以上 4 0 1 0 0 2 1 0 0 5 13 26 39
無回答 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 3 9
全体（n=110） 26.4% 1.8% 7.3% 12.7% 0.0% 5.5% 2.7% 0.9% 0.9% 41.8%

女性（n=62） 41.9% 1.6% 12.9% 21.0% 0.0% 6.5% 3.2% 1.6% 1.6% 9.7%
男性（n=44） 2.3% 2.3% 0.0% 2.3% 0.0% 4.5% 2.3% 0.0% 0.0% 86.4%
無回答（n=4） 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

18～19歳（n=0） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20～29歳（n=1） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
30～39歳（n=10） 30.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
40～49歳（n=24） 12.5% 0.0% 8.3% 20.8% 0.0% 8.3% 4.2% 0.0% 0.0% 45.8%
50～59歳（n=16） 25.0% 0.0% 6.3% 31.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5%
60～69歳（n=25） 32.0% 8.0% 16.0% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 4.0% 28.0%
70～79歳（n=19） 21.1% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 5.3% 5.3% 0.0% 0.0% 63.2%
80歳以上（n=13） 30.8% 0.0% 7.7% 0.0% 0.0% 15.4% 7.7% 0.0% 0.0% 38.5%
無回答（n=6） 50.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎結婚されている方（事実婚を含む）にお聞きしました（結婚していない方は問８へ） 

問７ コロナ禍により、家で過ごす時間が長くなりました。家庭生活（家事・子育て・介護）に

ついて、夫婦間の役割分担のやり方を工夫するようになりましたか。（例えば、固定的

な役割分担の柔軟化、夫婦間のより丁寧な相談等）（1つだけに〇） 

 

コロナ禍により、家庭生活（家事・子育て・介護）について、夫婦間の役割分担のやり方を

工夫するようになったかでは、「感染症拡大前から変化ない」が 69.1％と最も多く、次いで「感

染症拡大前よりも工夫するようになった」が 24.7％、「わからない」が 2.7％となっています。 

年代別でみると、感染リスクの高い高齢者の方が、感染拡大前よりも工夫するようになって

おり、固定的な役割分担の柔軟化がみられます。 

 

課 題 
固定的役割分担意識が強いといわれている高齢者で、夫婦間の役割分担のやり方を工夫する

ようになり、良い傾向にあります。一方、感染拡大前から変化がない方も多くいることから、

さらに固定的役割分担の柔軟化を促進することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症拡大前よりも工夫する
ようになった

感染症拡大前から変化ない わからない 無回答

24.7%

25.0%

25.4%

10.0%

15.5%

22.6%

20.5%

28.9%

32.6%

44.8%

69.1%

69.7%

67.9%

90.0%

79.3%

75.8%

76.9%

64.4%

58.1%

37.9%

3.0%

3.4%

4.4%

10.3%

3.4%

3.7%

7.0%

6.9%

全体（n=291）

【性別】

女性（n=152）

男性（n=134）

【年齢別】

18～19歳（n=0）

20～29歳（n=10）

30～39歳（n=58）

40～49歳（n=62）

50～59歳（n=39）

60～69歳（n=45）

70～79歳（n=43）

80歳以上（n=29）
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  感染症拡
大前よりも
工夫するよ
うになった

感染症拡
大前から変
化ない

わからない 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 72 201 8 10 291 125 416

女性 38 106 4 4 152 63 215
男性 34 91 4 5 134 56 190
無回答 0 4 0 1 5 6 11

18～19歳 0 0 0 0 0 7 7
20～29歳 1 9 0 0 10 40 50
30～39歳 9 46 2 1 58 17 75
40～49歳 14 47 0 1 62 16 78
50～59歳 8 30 0 1 39 8 47
60～69歳 13 29 2 1 45 11 56
70～79歳 14 25 1 3 43 12 55
80歳以上 13 11 3 2 29 10 39
無回答 0 4 0 1 5 4 9
全体（n=291） 24.7% 69.1% 2.7% 3.4%

女性（n=152） 25.0% 69.7% 2.6% 2.6%
男性（n=134） 25.4% 67.9% 3.0% 3.7%
無回答（n=5） 0.0% 80.0% 0.0% 20.0%

18～19歳（n=0） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
20～29歳（n=10） 10.0% 90.0% 0.0% 0.0%
30～39歳（n=58） 15.5% 79.3% 3.4% 1.7%
40～49歳（n=62） 22.6% 75.8% 0.0% 1.6%
50～59歳（n=39） 20.5% 76.9% 0.0% 2.6%
60～69歳（n=45） 28.9% 64.4% 4.4% 2.2%
70～79歳（n=43） 32.6% 58.1% 2.3% 7.0%
80歳以上（n=29） 44.8% 37.9% 10.3% 6.9%
無回答（n=5） 0.0% 80.0% 0.0% 20.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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男女の就業・仕事について 

 

問８ あなたの働き方は、「現実」にはどうですか（どうでしたか）。また、「理想」はどうある

べきだと思いますか。男性は、配偶者・パートナーについてお答えください。※結婚に

は事実婚を含みます。（それぞれ１つずつに○） 

 

 「子育ての時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続けている（いた）」において、

全体で【現実】2.9％、【理想】11.3％と、理想より現実が低い結果となっており、「結婚や出

産の有無にかかわらず、仕事を続けている（いた）」では、【現実】31.0％【理想】17.8％と

なっており、理想と現実に差がでています。男女別でみると、【理想】では、「結婚や出産の有

無にかかわらず仕事をつづけている（いた）」が、女性 18.6％、男性 17.9％と男女とも最も

多く回答されています。 

   

課 題 
 結婚や出産の有無に関わらず、全ての人が【理想】の働き方ができる環境を整備することが

必要です。本人の希望以外の、制度的要因によるものがないか、さらに検証等が必要です。 

 

【現実】 

「現実」の働き方については、「結婚や出産の有無にかかわらず、仕事を続けている（いた）」

が 31.0％と最も多く、次いで「子育ての時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を

続けている（いた）」が 20.0％、「子どもができるまでは仕事をもち、子どもができたら家事

や子育てに専念している（いた）」が 11.3％となっています。 
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結婚や出産の有無にか
かわらず、仕事を続けて
いる（いた）

子育ての時期だけ一時
やめ、その後はフルタイ
ムで仕事を続けている
（いた）

子育ての時期だけ一時
やめ、その後はパートタイ
ムで仕事を続けている
（いた）

結婚後または子育て終
了時から仕事をもってい
る（いた）

子どもができるまでは仕
事をもち、子どもができた
ら家事や子育てに専念し
ている（いた）

無回答

31.0%

27.4%

36.3%

14.3%

46.0%

41.3%

32.1%

34.0%

26.8%

12.7%

23.1%

4.2%

5.3%

8.5%

20.0%

20.5%

19.5%

14.3%

10.0%

17.3%

33.3%

29.8%

16.1%

10.9%

20.5%

3.3%

3.8%

3.6%

5.5%

11.3%

14.0%

8.4%

4.0%

12.0%

10.3%

6.4%

17.9%

16.4%

10.3%

32.5%

33.0%

30.0%

71.4%

40.0%

22.7%

17.9%

21.3%

33.9%

52.7%

43.6%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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結婚や出
産の有無
にかかわら
ず、仕事を
続けている
（いた）

子育ての
時期だけ
一時やめ、
その後はフ
ルタイムで
仕事を続け
ている（い
た）

子育ての
時期だけ
一時やめ、
その後は
パートタイ
ムで仕事を
続けている
（いた）

結婚後また
は子育て
終了時から
仕事をもっ
ている（い
た）

子どもがで
きるまでは
仕事をも
ち、子ども
ができたら
家事や子
育てに専
念している
（いた）

無回答 回答者数

全体 129 12 83 10 47 135 416

女性 59 4 44 7 30 71 215

男性 69 8 37 3 16 57 190

無回答 1 0 2 0 1 7 11

18～19歳 1 0 1 0 0 5 7

20～29歳 23 0 5 0 2 20 50

30～39歳 31 4 13 1 9 17 75

40～49歳 25 2 26 3 8 14 78

50～59歳 16 4 14 0 3 10 47

60～69歳 15 1 9 2 10 19 56

70～79歳 7 1 6 3 9 29 55

80歳以上 9 0 8 1 4 17 39

無回答 2 0 1 0 2 4 9

全体（n=416） 31.0% 2.9% 20.0% 2.4% 11.3% 32.5% 100.0%

女性（n=215） 27.4% 1.9% 20.5% 3.3% 14.0% 33.0% 100.0%

男性（n=190） 36.3% 4.2% 19.5% 1.6% 8.4% 30.0% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 18.2% 0.0% 9.1% 63.6% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 71.4% 100.0%

20～29歳（n=50） 46.0% 0.0% 10.0% 0.0% 4.0% 40.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 41.3% 5.3% 17.3% 1.3% 12.0% 22.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 32.1% 2.6% 33.3% 3.8% 10.3% 17.9% 100.0%

50～59歳（n=47） 34.0% 8.5% 29.8% 0.0% 6.4% 21.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 26.8% 1.8% 16.1% 3.6% 17.9% 33.9% 100.0%

70～79歳（n=55） 12.7% 1.8% 10.9% 5.5% 16.4% 52.7% 100.0%

80歳以上（n=39） 23.1% 0.0% 20.5% 2.6% 10.3% 43.6% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 11.1% 0.0% 22.2% 44.4% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【理想】 

「理想」の働き方については、「結婚や出産の有無にかかわらず、仕事を続けている（いた）」

が 17.8％と最も多く、次いで「子育ての時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を

続けている（いた）」が 15.1％、「子育ての時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を

続けている（いた）」が 11.3％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚や出産の有無にか
かわらず、仕事を続けて
いる（いた）

子育ての時期だけ一時
やめ、その後はフルタイ
ムで仕事を続けている
（いた）

子育ての時期だけ一時
やめ、その後はパートタイ
ムで仕事を続けている
（いた）

結婚後または子育て終
了時から仕事をもってい
る（いた）

子どもができるまでは仕
事をもち、子どもができた
ら家事や子育てに専念し
ている（いた）

無回答

17.8%

18.6%

17.9%

14.3%

20.0%

28.0%

21.8%

25.5%

14.3%

3.6%

7.7%

11.3%

9.8%

13.2%

42.9%

10.0%

10.7%

12.8%

19.1%

8.9%

7.3%

7.7%

15.1%

14.9%

16.3%

18.0%

22.7%

17.9%

17.0%

10.7%

7.3%

12.8%

3.8%

5.3%

4.0%

5.4%
3.6%

5.1%

10.8%

10.7%

11.6%

14.0%

14.7%

12.8%

10.6%

8.9%

7.3%

5.1%

41.1%

44.2%

35.8%

42.9%

34.0%

21.3%

32.1%

25.5%

51.8%

70.9%

61.5%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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結婚や出
産の有無
にかかわら
ず、仕事を
続けている
（いた）

子育ての
時期だけ
一時やめ、
その後はフ
ルタイムで
仕事を続け
ている（い
た）

子育ての
時期だけ
一時やめ、
その後は
パートタイ
ムで仕事を
続けている
（いた）

結婚後また
は子育て
終了時から
仕事をもっ
ている（い
た）

子どもがで
きるまでは
仕事をも
ち、子ども
ができたら
家事や子
育てに専
念している
（いた）

無回答 回答者数

全体 74 47 63 16 45 171 416

女性 40 21 32 4 23 95 215

男性 34 25 31 10 22 68 190

無回答 0 1 0 2 0 8 11

18～19歳 1 3 0 0 0 3 7

20～29歳 10 5 9 2 7 17 50

30～39歳 21 8 17 2 11 16 75

40～49歳 17 10 14 2 10 25 78

50～59歳 12 9 8 1 5 12 47

60～69歳 8 5 6 3 5 29 56

70～79歳 2 4 4 2 4 39 55

80歳以上 3 3 5 2 2 24 39

無回答 0 0 0 2 1 6 9

全体（n=416） 17.8% 11.3% 15.1% 3.8% 10.8% 41.1% 100.0%

女性（n=215） 18.6% 9.8% 14.9% 1.9% 10.7% 44.2% 100.0%

男性（n=190） 17.9% 13.2% 16.3% 5.3% 11.6% 35.8% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 9.1% 0.0% 18.2% 0.0% 72.7% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 100.0%

20～29歳（n=50） 20.0% 10.0% 18.0% 4.0% 14.0% 34.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 28.0% 10.7% 22.7% 2.7% 14.7% 21.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 21.8% 12.8% 17.9% 2.6% 12.8% 32.1% 100.0%

50～59歳（n=47） 25.5% 19.1% 17.0% 2.1% 10.6% 25.5% 100.0%

60～69歳（n=56） 14.3% 8.9% 10.7% 5.4% 8.9% 51.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 7.3% 7.3% 3.6% 7.3% 70.9% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 7.7% 12.8% 5.1% 5.1% 61.5% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 11.1% 66.7% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問９ あなたの職場では、仕事の内容や待遇面で、女性に対して次のようなことがあります

か（ありましたか）。（あてはまるものすべてに○） 

 

職場での仕事の内容や待遇面で、女性に対してどのようなことがあるか（あったか）では、

「特にない」が 34.6％と最も多く、次いで「男性に比べて女性の採用が少ない」が 23.8％、

「昇進、昇給、評価に男女差がある」が 21.4％となっています。 

埼玉県意識調査では、「特にない」が 28.2％「賃金に男女差がある」が 30.4％「昇進、昇

給に男女差がある」が 28.3％の順となっており、「特にない」と感じている方は、宮代町が 6.4

ポイント高くなっています。 

男女別でみると、男性の方がより男女差を感じている結果が出ています。特に、「男性に比

べて女性の採用が少ない」では、女性 13.5％（県 13.5％）、男性 35.3％（県 34.0％）、宮代

町では 21.8ポイント、県意識調査では 20.5ポイントの差があります。 

 

課 題 
 仕事内容や待遇についての男女差は、男性の方がより厳しい目を向けていることがわかりま

す。女性の中に刷り込まれた先入観や前提はないか、検証が必要です。 
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就労経験は
ない

賃金に男女
差がある

男性に比べ
て女性の採
用が少ない

昇進、昇給、
評価に男女
差がある

補助的な仕
事しか任され
ていない等、
配置場所が
限られている

企画会議な
どの意思決
定の場に女
性が参加で
きない傾向
がある

女性を幹部
職員に登用
しない

有給休暇や
育児・介護休
業が取得し
にくい

短時間勤務
が認められ
ない

結婚や出産
で退職しなけ
ればならない
ような雰囲気
がある

中高年以上
の女性に退
職を勧奨する
ような雰囲気
がある

教育・研修を
受ける機会
が少ない

その他 特にない 無回答

3.1%

4.2%

42.9%

6.0%

3.6%

21.2%

17.7%

23.7%

8.0%

13.3%

11.5%

23.4%

33.9%

32.7%

38.5%

23.8%

13.5%

35.3%

10.0%

26.7%

20.5%

23.4%

35.7%

30.9%

17.9%

21.4%

17.2%

25.3%

12.0%

17.3%

15.4%

17.0%

32.1%

36.4%

25.6%

12.0%

9.3%

15.3%

10.7%

9.0%

12.8%

14.3%

18.2%

23.1%

8.9%

8.4%

8.9%

4.0%

5.3%

3.8%

14.9%

12.5%

18.2%

5.1%

12.0%

7.9%

15.8%

6.0%

8.0%

11.5%

17.0%

14.3%

16.4%

10.3%

13.0%

14.4%

10.0%

6.0%

14.7%

11.5%

19.1%

10.7%

10.9%

17.9%

8.7%

7.9%

9.5%

6.0%

8.0%

9.0%

10.6%

7.1%

12.7%

5.1%

7.9%

9.8%

5.3%

4.0%

8.0%

5.1%

10.6%

5.4%

7.3%

17.9% 7.7%

9.4%

8.4%

11.1%

10.0%

9.3%

3.8%

10.6%

14.3%

7.3%

15.4%

3.8%

5.6%

4.0%

4.0%

3.8%

4.3%

34.6%

37.2%

33.2%

42.9%

50.0%

40.0%

38.5%

42.6%

21.4%

20.0%

30.8%

9.6%

10.7%

8.4%

14.3%

12.0%

7.7%

10.7%

20.0%

20.5%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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就労経
験はな
い

賃金に
男女差
がある

男性に
比べて
女性の
採用が
少ない

昇進、
昇給、
評価に
男女差
がある

補助的
な仕事
しか任
されて
いない
等、配
置場所
が限ら
れてい
る

企画会
議など
の意思
決定の
場に女
性が参
加でき
ない傾
向があ
る

女性を
幹部職
員に登
用しな
い

有給休
暇や育
児・介
護休業
が取得
しにくい

短時間
勤務が
認めら
れない

結婚や
出産で
退職し
なけれ
ばなら
ないよ
うな雰
囲気が
ある

中高年
以上の
女性に
退職を
勧奨す
るよう
な雰囲
気があ
る

教育・
研修を
受ける
機会が
少ない

その他
特にな
い

無回答
回答者
数

全体 13 88 99 89 50 37 50 54 36 33 10 39 16 144 40 416

女性 5 38 29 37 20 18 17 31 17 21 5 18 12 80 23 215

男性 8 45 67 48 29 17 30 19 18 10 3 21 3 63 16 190

無回答 0 5 3 4 1 2 3 4 1 2 2 0 1 1 1 11

18～19歳 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7

20～29歳 3 4 5 6 1 2 3 3 3 2 0 5 2 25 6 50

30～39歳 2 10 20 13 8 4 6 11 6 6 1 7 3 30 1 75

40～49歳 2 9 16 12 7 3 9 9 7 4 1 3 3 30 6 78

50～59歳 1 11 11 8 6 7 8 9 5 5 1 5 2 20 0 47

60～69歳 0 19 20 18 8 7 8 6 4 3 1 8 1 12 6 56

70～79歳 2 18 17 20 10 10 9 6 7 4 1 4 4 11 11 55

80歳以上 0 15 7 10 9 2 4 7 2 7 3 6 0 12 8 39

無回答 0 2 3 2 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 9

全体（n=416） 3.1% 21.2% 23.8% 21.4% 12.0% 8.9% 12.0% 13.0% 8.7% 7.9% 2.4% 9.4% 3.8% 34.6% 9.6%

女性（n=215） 2.3% 17.7% 13.5% 17.2% 9.3% 8.4% 7.9% 14.4% 7.9% 9.8% 2.3% 8.4% 5.6% 37.2% 10.7%

男性（n=190） 4.2% 23.7% 35.3% 25.3% 15.3% 8.9% 15.8% 10.0% 9.5% 5.3% 1.6% 11.1% 1.6% 33.2% 8.4%

無回答（n=11） 0.0% 45.5% 27.3% 36.4% 9.1% 18.2% 27.3% 36.4% 9.1% 18.2% 18.2% 0.0% 9.1% 9.1% 9.1%

18～19歳（n=7） 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.9% 14.3%

20～29歳（n=50） 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 2.0% 4.0% 6.0% 6.0% 6.0% 4.0% 0.0% 10.0% 4.0% 50.0% 12.0%

30～39歳（n=75） 2.7% 13.3% 26.7% 17.3% 10.7% 5.3% 8.0% 14.7% 8.0% 8.0% 1.3% 9.3% 4.0% 40.0% 1.3%

40～49歳（n=78） 2.6% 11.5% 20.5% 15.4% 9.0% 3.8% 11.5% 11.5% 9.0% 5.1% 1.3% 3.8% 3.8% 38.5% 7.7%

50～59歳（n=47） 2.1% 23.4% 23.4% 17.0% 12.8% 14.9% 17.0% 19.1% 10.6% 10.6% 2.1% 10.6% 4.3% 42.6% 0.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 33.9% 35.7% 32.1% 14.3% 12.5% 14.3% 10.7% 7.1% 5.4% 1.8% 14.3% 1.8% 21.4% 10.7%

70～79歳（n=55） 3.6% 32.7% 30.9% 36.4% 18.2% 18.2% 16.4% 10.9% 12.7% 7.3% 1.8% 7.3% 7.3% 20.0% 20.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 38.5% 17.9% 25.6% 23.1% 5.1% 10.3% 17.9% 5.1% 17.9% 7.7% 15.4% 0.0% 30.8% 20.5%

無回答（n=9） 0.0% 22.2% 33.3% 22.2% 11.1% 22.2% 33.3% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 11.1% 11.1% 11.1% 11.1%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１０ 育児や家族介護を行うために、法律に基づき育児休業や介護休業を取得できる制

度があります。あなたは、この制度を活用して、男性が育児休業や介護休業を取得

することをどのように思いますか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

 【育児休業】【介護休業】ともに、『取得した方がよい』と考えている方が多い結果となって

います。 

年代別でみると、18～19歳代が 20～49歳の代よりも「どちらかといえば取得しない方が

よい」「わからない」という意見が多いです。 

 男女別でみると、女性よりも男性の方が「どちらかといえば取得した方がよい」の回答が多

く、取得した方がよいと思うが、積極的にとは考えていない、もしくは考えられない要因があ

ることが伺えます。 

 

課題 

若年層で肯定的な回答が少ないことから、若年からの教育がさらに求められます。 

また、男性も「積極的」に取得することが可能になるような、職場環境の整備や社会全体へ

の啓発が必要です。 

 

【①育児休業】 

男性が育児休業を取得することをどのように思うかでは、「積極的に取得した方がよい

（50.2％）」「どちらかといえば取得した方がよい（29.8％）」を合わせた『育児休業を取得し

た方がよい』の回答が 80.0％となっています。 

また、「取得しない方がよい（1.9％）」「どちらかといえば取得しない方がよい（3.6％）」を

合わせた『育児休業を取得しない方がよい』の回答が 5.5％となっています。 
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積極的に取得した
方がよい

どちらかといえば取
得した方がよい

どちらかといえば取
得しない方がよい

取得しない方がよい わからない 無回答

50.2%

54.4%

46.3%

57.1%

74.0%

64.0%

48.7%

48.9%

53.6%

32.7%

20.5%

29.8%

24.7%

36.3%

14.0%

25.3%

41.0%

31.9%

21.4%

40.0%

38.5%

3.6%

3.7%

3.7%

14.3%

4.0%

5.4%

10.3%

7.1%

9.1%

9.3%

8.9%

28.6%

6.0%

6.7%

3.8%

12.8%

10.7%

10.9%

17.9%

5.3%

5.6%

3.2%

4.3%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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積極的に
取得した
方がよい

どちらかと
いえば取
得した方
がよい

どちらかと
いえば取
得しない
方がよい

取得しない
方がよい

わからない 無回答 回答者数

全体 209 124 15 8 38 22 416

女性 117 53 8 5 20 12 215

男性 88 69 7 3 17 6 190

無回答 4 2 0 0 1 4 11

18～19歳 4 0 1 0 2 0 7

20～29歳 37 7 2 0 3 1 50

30～39歳 48 19 2 0 5 1 75

40～49歳 38 32 2 2 3 1 78

50～59歳 23 15 0 1 6 2 47

60～69歳 30 12 3 4 6 1 56

70～79歳 18 22 0 1 6 8 55

80歳以上 8 15 4 0 7 5 39

無回答 3 2 1 0 0 3 9

全体（n=416） 50.2% 29.8% 3.6% 1.9% 9.1% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 54.4% 24.7% 3.7% 2.3% 9.3% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 46.3% 36.3% 3.7% 1.6% 8.9% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 18.2% 0.0% 0.0% 9.1% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 0.0% 14.3% 0.0% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 74.0% 14.0% 4.0% 0.0% 6.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 64.0% 25.3% 2.7% 0.0% 6.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 48.7% 41.0% 2.6% 2.6% 3.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 48.9% 31.9% 0.0% 2.1% 12.8% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 53.6% 21.4% 5.4% 7.1% 10.7% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 32.7% 40.0% 0.0% 1.8% 10.9% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 38.5% 10.3% 0.0% 17.9% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 22.2% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【年齢別】

【性別】

【性別】

【年齢別】
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【②介護休業】 

男性が介護休業を取得することをどのように思うかでは、「積極的に取得した方がよい

（50.5％）」「どちらかといえば取得した方がよい（30.8％）」を合わせた『介護休業を取得し

た方がよい』の回答が 81.3％となっています。 

また、「取得しない方がよい（1.7％）」「どちらかといえば取得しない方がよい（3.1％）」を

合わせた『介護休業を取得しない方がよい』の回答が 4.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

積極的に取得した
方がよい

どちらかといえば取
得した方がよい

どちらかといえば取
得しない方がよい

取得しない方がよい わからない 無回答

50.5%

59.5%

41.6%

42.9%

60.0%

61.3%

52.6%

48.9%

60.7%

34.5%

30.8%

30.8%

23.3%

39.5%

14.3%

26.0%

30.7%

37.2%

38.3%

23.2%

30.9%

30.8%

3.1%

4.7%

14.3%

4.0%

3.6%

5.5%

5.1%

3.8%

5.4%

8.2%

7.9%

8.9%

28.6%

8.0%

5.3%

5.1%

8.5%

5.4%

10.9%

17.9%

5.8%

6.5%

3.2%

4.3%

18.2%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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積極的に
取得した
方がよい

どちらかと
いえば取
得した方
がよい

どちらかと
いえば取
得しない
方がよい

取得しな
い方がよ
い

わからな
い

無回答 回答者数

全体 210 128 13 7 34 24 416

女性 128 50 3 3 17 14 215

男性 79 75 9 4 17 6 190

無回答 3 3 1 0 0 4 11

18～19歳 3 1 1 0 2 0 7

20～29歳 30 13 2 0 4 1 50

30～39歳 46 23 1 0 4 1 75

40～49歳 41 29 0 3 4 1 78

50～59歳 23 18 0 0 4 2 47

60～69歳 34 13 2 3 3 1 56

70～79歳 19 17 3 0 6 10 55

80歳以上 12 12 2 1 7 5 39

無回答 2 2 2 0 0 3 9

全体（n=416） 50.5% 30.8% 3.1% 1.7% 8.2% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 59.5% 23.3% 1.4% 1.4% 7.9% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 41.6% 39.5% 4.7% 2.1% 8.9% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 27.3% 27.3% 9.1% 0.0% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 14.3% 14.3% 0.0% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 60.0% 26.0% 4.0% 0.0% 8.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 61.3% 30.7% 1.3% 0.0% 5.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 52.6% 37.2% 0.0% 3.8% 5.1% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 48.9% 38.3% 0.0% 0.0% 8.5% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 60.7% 23.2% 3.6% 5.4% 5.4% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 34.5% 30.9% 5.5% 0.0% 10.9% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 30.8% 30.8% 5.1% 2.6% 17.9% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【年齢別】

【性別】

【性別】

【年齢別】
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問１１ あなたは、女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるためには、どのようなこと

が重要だと思いますか。次の①～⑧のそれぞれについて、あなたの考えに近いも
のを選んでください。（それぞれ１つずつに〇） 

 

全体で「とても重要」の回答が最も多かったのは、「配偶者・パートナー（男性）の理解や家

事・育児などへの参加」となっており、次いで「企業経営者や職場の理解」となっています。 

男女別でみると、「配偶者・パートナー（男性）の理解や家事・育児などへの参加」は、女性

73.0％、男性 60.5％、「企業経営者や職場の理解」は、女性 64.2％、男性 60.5％となって

います。年代別でみると、「とても重要」の回答で、「配偶者・パートナー（男性）の理解や家

事・育児などへの参加」と「保育施設や学童保育の充実」の差について、ほとんどの世代で「配

偶者・パートナー（男性）の理解や家事・育児などへの参加」の方が 10ポイント以上多く回

答されているのに対し、幼い子どもを育児されていると考えられる年代の、30～39歳代では

1.4ポイントとあまり差がなく、その親世代の 60～69歳代においては「保育施設や学童保育

の充実」の方が、5.3ポイント上回っている結果が出ています。出産後、育児をしながら女性

が働き続けるためには、「配偶者・パートナー（男性）の理解や家事・育児などへの参加」、「企

業経営者や職場の理解」と共に、「保育施設や学童保育の充実」が重要であることがわかりま

す。 

 

課 題 
 「保育施設や学童保育の充実」、「企業経営者や職場の理解」の要望が高いことから、配偶者・

パートナー・職場の理解とともに、女性が働き続けられる環境整備が必要です。 

 

【①配偶者・パートナー（男性）の理解や家事・育児などへの参加】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、配偶者・パートナー（男性）の理解

や家事・育児などへの参加が重要だと思うかでは、「とても重要（65.9％）」「重要（26.2％）」

を合わせた『重要』の回答が 92.1％となっています。 

また、「あまり重要でない（1.9％）」「まったく重要でない（1.4％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 3.3％となっています。 
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とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

65.9%

73.0%

60.5%

85.7%

84.0%

78.7%

82.1%

74.5%

53.6%

38.2%

38.5%

26.2%

19.1%

34.2%

14.3%

14.0%

20.0%

16.7%

23.4%

39.3%

41.8%

38.5%

3.6%

5.1%

3.6%

5.1%

4.6%

4.7%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 274 109 8 6 19 416

女性 157 41 5 2 10 215

男性 115 65 1 4 5 190

無回答 2 3 2 0 4 11

18～19歳 6 1 0 0 0 7

20～29歳 42 7 0 0 1 50

30～39歳 59 15 0 0 1 75

40～49歳 64 13 0 1 0 78

50～59歳 35 11 1 0 0 47

60～69歳 30 22 2 1 1 56

70～79歳 21 23 1 2 8 55

80歳以上 15 15 2 2 5 39

無回答 2 2 2 0 3 9

全体（n=416） 65.9% 26.2% 1.9% 1.4% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 73.0% 19.1% 2.3% 0.9% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 60.5% 34.2% 0.5% 2.1% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 27.3% 18.2% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 84.0% 14.0% 0.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 78.7% 20.0% 0.0% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 82.1% 16.7% 0.0% 1.3% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 74.5% 23.4% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 53.6% 39.3% 3.6% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 38.2% 41.8% 1.8% 3.6% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 38.5% 38.5% 5.1% 5.1% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 22.2% 22.2% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②配偶者・パートナー（男性）以外の家族の理解や家事・育児などへの参加】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、配偶者・パートナー（男性）以外の

家族の理解や家事・育児などへの参加が重要だと思うかでは、「とても重要（34.6％）」「重要

（50.0％）」を合わせた『重要』の回答が 84.6％となっています。 

また、「あまり重要でない（9.1％）」「まったく重要でない（1.4％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 10.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

34.6%

37.2%

32.6%

71.4%

44.0%

34.7%

52.6%

27.7%

28.6%

21.8%

15.4%

50.0%

48.4%

52.6%

28.6%

50.0%

52.0%

39.7%

57.4%

57.1%

43.6%

66.7%

9.1%

8.4%

10.0%

4.0%

10.7%

7.7%

14.9%

10.7%

10.9%

5.1%

3.6%

5.1%

4.8%

5.1%

20.0%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 144 208 38 6 20 416

女性 80 104 18 2 11 215

男性 62 100 19 4 5 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 5 2 0 0 0 7

20～29歳 22 25 2 0 1 50

30～39歳 26 39 8 1 1 75

40～49歳 41 31 6 0 0 78

50～59歳 13 27 7 0 0 47

60～69歳 16 32 6 1 1 56

70～79歳 12 24 6 2 11 55

80歳以上 6 26 2 2 3 39

無回答 3 2 1 0 3 9

全体（n=416） 34.6% 50.0% 9.1% 1.4% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 37.2% 48.4% 8.4% 0.9% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 32.6% 52.6% 10.0% 2.1% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 44.0% 50.0% 4.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 34.7% 52.0% 10.7% 1.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 52.6% 39.7% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 27.7% 57.4% 14.9% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 28.6% 57.1% 10.7% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 21.8% 43.6% 10.9% 3.6% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 15.4% 66.7% 5.1% 5.1% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 22.2% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③保育施設や学童保育の充実】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、保育施設や学童保育の充実が重要だ

と思うかでは、「とても重要（59.4％）」「重要（32.0％）」を合わせた『重要』の回答が 91.4％

となっています。また、「あまり重要でない（2.4％）」「まったく重要でない（1.2％）」を合わ

せた『重要でない』の回答が 3.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.4%

64.7%

55.3%

71.4%

74.0%

77.3%

66.7%

59.6%

58.9%

34.5%

28.2%

32.0%

28.4%

36.8%

28.6%

24.0%

18.7%

30.8%

36.2%

37.5%

41.8%

48.7%

3.2%

4.3%

7.7%

3.6%

5.1%

5.0%

5.1%

3.2%

20.0%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答
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とても重要 重要
あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 247 133 10 5 21 416

女性 139 61 3 1 11 215

男性 105 70 6 3 6 190

無回答 3 2 1 1 4 11

18～19歳 5 2 0 0 0 7

20～29歳 37 12 0 0 1 50

30～39歳 58 14 2 0 1 75

40～49歳 52 24 2 0 0 78

50～59歳 28 17 2 0 0 47

60～69歳 33 21 1 0 1 56

70～79歳 19 23 0 2 11 55

80歳以上 11 19 3 2 4 39

無回答 4 1 0 1 3 9

全体（n=416） 59.4% 32.0% 2.4% 1.2% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 64.7% 28.4% 1.4% 0.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 55.3% 36.8% 3.2% 1.6% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 27.3% 18.2% 9.1% 9.1% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 74.0% 24.0% 0.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 77.3% 18.7% 2.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 66.7% 30.8% 2.6% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 59.6% 36.2% 4.3% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 58.9% 37.5% 1.8% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 34.5% 41.8% 0.0% 3.6% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 28.2% 48.7% 7.7% 5.1% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 11.1% 0.0% 11.1% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④福祉施設やホームヘルパーの充実】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、福祉施設やホームヘルパーの充実が

重要だと思うかでは、「とても重要（44.5％）」「重要（41.6％）」を合わせた『重要』の回答

が 86.1％となっています。 

また、「あまり重要でない（7.5％）」「まったく重要でない（1.2％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 8.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

44.5%

51.2%

38.4%

42.9%

46.0%

50.7%

56.4%

46.8%

50.0%

29.1%

20.5%

41.6%

37.2%

46.8%

42.9%

44.0%

32.0%

37.2%

42.6%

44.6%

47.3%

53.8%

7.5%

6.0%

8.9%

14.3%

8.0%

13.3%

6.4%

10.6%
3.6%

10.3%

3.6%

5.3%

5.1%

3.7%

20.0%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要
あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 185 173 31 5 22 416

女性 110 80 13 1 11 215

男性 73 89 17 4 7 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 3 3 1 0 0 7

20～29歳 23 22 4 0 1 50

30～39歳 38 24 10 2 1 75

40～49歳 44 29 5 0 0 78

50～59歳 22 20 5 0 0 47

60～69歳 28 25 2 0 1 56

70～79歳 16 26 0 2 11 55

80歳以上 8 21 4 1 5 39

無回答 3 3 0 0 3 9

全体（n=416） 44.5% 41.6% 7.5% 1.2% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 51.2% 37.2% 6.0% 0.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 38.4% 46.8% 8.9% 2.1% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 46.0% 44.0% 8.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 50.7% 32.0% 13.3% 2.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 56.4% 37.2% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 46.8% 42.6% 10.6% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 44.6% 3.6% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 47.3% 0.0% 3.6% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 53.8% 10.3% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤労働時間の短縮、フレックスタイム制度の導入】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、労働時間の短縮、フレックスタイム

制度の導入が重要だと思うかでは、「とても重要（43.0％）」「重要（44.7％）」を合わせた『重

要』の回答が 87.7％となっています。 

また、「あまり重要でない（5.5％）」「まったく重要でない（1.2％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 6.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

43.0%

46.5%

40.5%

42.9%

62.0%

62.7%

60.3%

38.3%

26.8%

16.4%

15.4%

44.7%

44.7%

45.3%

42.9%

34.0%

29.3%

38.5%

48.9%

60.7%

56.4%

59.0%

5.5%

8.9%

14.3%

6.7%

12.8%

8.9%
3.6%

7.7%

3.6%

5.5%

5.6%

3.7%

20.0%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 179 186 23 5 23 416

女性 100 96 5 2 12 215

男性 77 86 17 3 7 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 3 3 1 0 0 7

20～29歳 31 17 1 0 1 50

30～39歳 47 22 5 0 1 75

40～49歳 47 30 0 1 0 78

50～59歳 18 23 6 0 0 47

60～69歳 15 34 5 1 1 56

70～79歳 9 31 2 2 11 55

80歳以上 6 23 3 1 6 39

無回答 3 3 0 0 3 9

全体（n=416） 43.0% 44.7% 5.5% 1.2% 5.5% 100.0%

女性（n=215） 46.5% 44.7% 2.3% 0.9% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 40.5% 45.3% 8.9% 1.6% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 62.0% 34.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 62.7% 29.3% 6.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 60.3% 38.5% 0.0% 1.3% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 38.3% 48.9% 12.8% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 26.8% 60.7% 8.9% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 16.4% 56.4% 3.6% 3.6% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 15.4% 59.0% 7.7% 2.6% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥企業経営者や職場の理解】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、企業経営者や職場の理解が重要だと

思うかでは、「とても重要（61.8％）」「重要（30.0％）」を合わせた『重要』の回答が 91.8％

となっています。 

また、「あまり重要でない（1.7％）」「まったく重要でない（0.7％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 2.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

61.8%

64.2%

60.5%

100.0%

70.0%

86.7%

79.5%

57.4%

58.9%

29.1%

17.9%

30.0%

27.4%

33.2%

26.0%

10.7%

20.5%

40.4%

37.5%

41.8%

61.5%

3.6%

5.1%

3.6%

5.8%

6.5%
3.2%

21.8%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 257 125 7 3 24 416

女性 138 59 3 1 14 215

男性 115 63 4 2 6 190

無回答 4 3 0 0 4 11

18～19歳 7 0 0 0 0 7

20～29歳 35 13 1 0 1 50

30～39歳 65 8 1 0 1 75

40～49歳 62 16 0 0 0 78

50～59歳 27 19 0 0 1 47

60～69歳 33 21 1 0 1 56

70～79歳 16 23 2 2 12 55

80歳以上 7 24 2 1 5 39

無回答 5 1 0 0 3 9

全体（n=416） 61.8% 30.0% 1.7% 0.7% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 64.2% 27.4% 1.4% 0.5% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 60.5% 33.2% 2.1% 1.1% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 27.3% 0.0% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 70.0% 26.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 86.7% 10.7% 1.3% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 79.5% 20.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 57.4% 40.4% 0.0% 0.0% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 58.9% 37.5% 1.8% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 41.8% 3.6% 3.6% 21.8% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 61.5% 5.1% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦育児・介護休業などの休業制度の充実】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、育児・介護休業などの休業制度の充

実が重要だと思うかでは、「とても重要（55.8％）」「重要（34.6％）」を合わせた『重要』の

回答が 90.4％となっています。 

また、「あまり重要でない（2.9％）」「まったく重要でない（1.0％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 3.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.8%

61.4%

51.6%

100.0%

74.0%

72.0%

69.2%

46.8%

50.0%

29.1%

34.6%

30.2%

39.5%

22.0%

22.7%

28.2%

46.8%

42.9%

45.5%

3.7%

6.4%

5.4%

3.6%

5.8%

6.0%

3.7%

21.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 232 144 12 4 24 416

女性 132 65 4 1 13 215

男性 98 75 7 3 7 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 7 0 0 0 0 7

20～29歳 37 11 1 0 1 50

30～39歳 54 17 2 0 2 75

40～49歳 54 22 1 1 0 78

50～59歳 22 22 3 0 0 47

60～69歳 28 24 3 0 1 56

70～79歳 16 25 0 2 12 55

80歳以上 11 20 2 1 5 39

無回答 3 3 0 0 3 9

全体（n=416） 55.8% 34.6% 2.9% 1.0% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 61.4% 30.2% 1.9% 0.5% 6.0% 100.0%

男性（n=190） 51.6% 39.5% 3.7% 1.6% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 74.0% 22.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 72.0% 22.7% 2.7% 0.0% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 69.2% 28.2% 1.3% 1.3% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 46.8% 46.8% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 42.9% 5.4% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 45.5% 0.0% 3.6% 21.8% 100.0%

80歳以上（n=39） 28.2% 51.3% 5.1% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑧昇進・昇給などの職場での男女平等の確保】 

女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために、昇進・昇給などの職場での男女平等

の確保が重要だと思うかでは、「とても重要（37.3％）」「重要（44.5％）」を合わせた『重要』

の回答が 81.8％となっています。 

また、「あまり重要でない（11.1％）」「まったく重要でない（1.4％）」を合わせた『重要で

ない』の回答が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37.3%

39.5%

35.8%

57.1%

50.0%

54.7%

50.0%

31.9%

30.4%

12.7%

12.8%

44.5%

44.7%

44.7%

42.9%

42.0%

28.0%

34.6%

55.3%

55.4%

56.4%

56.4%

11.1%

9.3%

13.2%

6.0%

13.3%

14.1%

12.8%

12.5%
3.6%

15.4%

3.6%

5.8%

6.0%
3.7%

23.6%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答
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とても重要 重要
あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 155 185 46 6 24 416

女性 85 96 20 1 13 215

男性 68 85 25 5 7 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 4 3 0 0 0 7

20～29歳 25 21 3 0 1 50

30～39歳 41 21 10 2 1 75

40～49歳 39 27 11 1 0 78

50～59歳 15 26 6 0 0 47

60～69歳 17 31 7 0 1 56

70～79歳 7 31 2 2 13 55

80歳以上 5 22 6 1 5 39

無回答 2 3 1 0 3 9

全体（n=416） 37.3% 44.5% 11.1% 1.4% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 39.5% 44.7% 9.3% 0.5% 6.0% 100.0%

男性（n=190） 35.8% 44.7% 13.2% 2.6% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 50.0% 42.0% 6.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 54.7% 28.0% 13.3% 2.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 50.0% 34.6% 14.1% 1.3% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 31.9% 55.3% 12.8% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 30.4% 55.4% 12.5% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 12.7% 56.4% 3.6% 3.6% 23.6% 100.0%

80歳以上（n=39） 12.8% 56.4% 15.4% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 33.3% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１２ あなたは、女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するためには、どのよ

うなことが重要だと思いますか。次の①～⑦のそれぞれについて、あなたの考えに

近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに〇） 

 

 全体で「とても重要」の回答が最も多いのは、「家族の理解や家事・育児などへの参加」とな

っています。年代別でみると、再就職の当事者になると思われる 49 歳までが「とても重要」

と、特に多く回答しています。また、「企業経営者や職場の理解」「企業等が再就職を希望する

人を雇用する制度の充実」、「フレックスタイム制度、短時間勤務制度の導入や介護休業などの

制度の充実」において、69歳までのほぼ全ての年代で「重要」が 9割を超えています。 

 

課 題 
 性別・年代問わず、女性が再就職することへの理解や家族の家事・育児への参加について、

引き続き啓発していくことが重要です。 

 また、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育て支援に積極的に取り組

む企業などへ「くるみん・プラチナくるみんマーク認定」、女性活躍推進法における、女性の活

躍推進に関する状況が優良である等、一定の条件を満たした企業へ「えるぼし・プラチナえる

ぼし認定」の取組を行っています。女性が再就職するには、「企業経営者や職場の理解」「企業

等が再就職を希望する人を雇用する制度の充実」、「フレックスタイム制度、短時間勤務制度の

導入や介護休業などの制度の充実」を「重要」と考えている方が、働く世代で 9割を超えてい

ることから、働く世代のこのような要望や、「くるみん・えるぼし認定」などの取組について、

企業経営者へ引き続き周知していくことが必要です。 
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【①家族の理解や家事・育児などへの参加】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、家族の理解や家事・育児など

への参加が重要だと思うかでは、「とても重要（67.8％）」「重要（25.7％）」を合わせた『重

要』の回答が 93.5％となっています。 

また、「あまり重要でない（2.2％）」「まったく重要でない（0.2％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 2.4％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

67.8%

74.0%

62.6%

85.7%

80.0%

76.0%

84.6%

63.8%

58.9%

52.7%

41.0%

25.7%

20.9%

31.6%

14.3%

16.0%

18.7%

15.4%

31.9%

37.5%

29.1%

48.7%

3.2%

4.0%

4.3%

3.6%

4.1%

3.7%

14.5%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 282 107 9 1 17 416

女性 159 45 2 1 8 215

男性 119 60 6 0 5 190

無回答 4 2 1 0 4 11

18～19歳 6 1 0 0 0 7

20～29歳 40 8 1 0 1 50

30～39歳 57 14 3 0 1 75

40～49歳 66 12 0 0 0 78

50～59歳 30 15 2 0 0 47

60～69歳 33 21 1 0 1 56

70～79歳 29 16 2 0 8 55

80歳以上 16 19 0 1 3 39

無回答 5 1 0 0 3 9

全体（n=416） 67.8% 25.7% 2.2% 0.2% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 74.0% 20.9% 0.9% 0.5% 3.7% 100.0%

男性（n=190） 62.6% 31.6% 3.2% 0.0% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 18.2% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 80.0% 16.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 76.0% 18.7% 4.0% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 84.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 63.8% 31.9% 4.3% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 58.9% 37.5% 1.8% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 52.7% 29.1% 3.6% 0.0% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 41.0% 48.7% 0.0% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる施設の充実】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、子どもや介護を必要とする人

などを預かってくれる施設の充実が重要だと思うかでは、「とても重要（63.7％）」「重要

（30.0％）」を合わせた『重要』の回答が 93.7％となっています。 

また、「あまり重要でない（1.7％）」「まったく重要でない（0.2％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 1.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.7%

66.5%

62.1%

85.7%

74.0%

84.0%

78.2%

61.7%

46.4%

47.3%

30.8%

30.0%

28.4%

33.2%

14.3%

24.0%

13.3%

20.5%

34.0%

48.2%

36.4%

59.0%

4.3%

4.3%

4.2%

3.6%

14.5%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 265 125 7 1 18 416

女性 143 61 1 1 9 215

男性 118 63 4 0 5 190

無回答 4 1 2 0 4 11

18～19歳 6 1 0 0 0 7

20～29歳 37 12 0 0 1 50

30～39歳 63 10 1 0 1 75

40～49歳 61 16 1 0 0 78

50～59歳 29 16 2 0 0 47

60～69歳 26 27 1 0 2 56

70～79歳 26 20 1 0 8 55

80歳以上 12 23 0 1 3 39

無回答 5 0 1 0 3 9

全体（n=416） 63.7% 30.0% 1.7% 0.2% 4.3% 100.0%

女性（n=215） 66.5% 28.4% 0.5% 0.5% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 62.1% 33.2% 2.1% 0.0% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 9.1% 18.2% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 74.0% 24.0% 0.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 84.0% 13.3% 1.3% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 78.2% 20.5% 1.3% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 61.7% 34.0% 4.3% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 46.4% 48.2% 1.8% 0.0% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 47.3% 36.4% 1.8% 0.0% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 30.8% 59.0% 0.0% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 0.0% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③就職情報や職業紹介などの相談機関の充実】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、就職情報や職業紹介などの相

談機関の充実が重要だと思うかでは、「とても重要（31.0％）」「重要（51.7％）」を合わせた

『重要』の回答が 82.7％となっています。 

また、「あまり重要でない（11.3％）」「まったく重要でない（1.2％）」を合わせた『重要で

ない』の回答が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.0%

32.6%

30.0%

71.4%

36.0%

38.7%

43.6%

27.7%

19.6%

23.6%

7.7%

51.7%

52.1%

53.2%

28.6%

54.0%

38.7%

43.6%

53.2%

69.6%

54.5%

69.2%

11.3%

9.8%

12.1%

8.0%

17.3%

10.3%

19.1%

8.9%

5.5%

10.3%

4.0%

4.8%

5.1%

16.4%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 129 215 47 5 20 416

女性 70 112 21 1 11 215

男性 57 101 23 4 5 190

無回答 2 2 3 0 4 11

18～19歳 5 2 0 0 0 7

20～29歳 18 27 4 0 1 50

30～39歳 29 29 13 3 1 75

40～49歳 34 34 8 1 1 78

50～59歳 13 25 9 0 0 47

60～69歳 11 39 5 0 1 56

70～79歳 13 30 3 0 9 55

80歳以上 3 27 4 1 4 39

無回答 3 2 1 0 3 9

全体（n=416） 31.0% 51.7% 11.3% 1.2% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 32.6% 52.1% 9.8% 0.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 30.0% 53.2% 12.1% 2.1% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 18.2% 27.3% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 36.0% 54.0% 8.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 38.7% 38.7% 17.3% 4.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 43.6% 43.6% 10.3% 1.3% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 27.7% 53.2% 19.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 19.6% 69.6% 8.9% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 23.6% 54.5% 5.5% 0.0% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 69.2% 10.3% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 22.2% 11.1% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④技能習得のための職業訓練の充実】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、技能習得のための職業訓練の

充実が重要だと思うかでは、「とても重要（23.1％）」「重要（47.8％）」を合わせた『重要』

の回答が 70.9％となっています。 

また、「あまり重要でない（21.9％）」「まったく重要でない（2.4％）」を合わせた『重要で

ない』の回答が 24.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

23.1%

24.2%

22.6%

28.6%

18.0%

32.0%

32.1%

17.0%

16.1%

25.5%

10.3%

47.8%

49.3%

47.4%

71.4%

62.0%

37.3%

39.7%

42.6%

62.5%

40.0%

61.5%

21.9%

19.1%

24.7%

18.0%

24.0%

26.9%

36.2%

17.9%

14.5%

15.4%

5.3%

4.3%

4.8%

5.1%

18.2%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 96 199 91 10 20 416

女性 52 106 41 5 11 215

男性 43 90 47 5 5 190

無回答 1 3 3 0 4 11

18～19歳 2 5 0 0 0 7

20～29歳 9 31 9 0 1 50

30～39歳 24 28 18 4 1 75

40～49歳 25 31 21 1 0 78

50～59歳 8 20 17 2 0 47

60～69歳 9 35 10 1 1 56

70～79歳 14 22 8 1 10 55

80歳以上 4 24 6 1 4 39

無回答 1 3 2 0 3 9

全体（n=416） 23.1% 47.8% 21.9% 2.4% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 24.2% 49.3% 19.1% 2.3% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 22.6% 47.4% 24.7% 2.6% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 27.3% 27.3% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 18.0% 62.0% 18.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 32.0% 37.3% 24.0% 5.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 32.1% 39.7% 26.9% 1.3% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 17.0% 42.6% 36.2% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 16.1% 62.5% 17.9% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 25.5% 40.0% 14.5% 1.8% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 61.5% 15.4% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 33.3% 22.2% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤企業経営者や職場の理解】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、企業経営者や職場の理解が重

要だと思うかでは、「とても重要（55.5％）」「重要（37.5％）」を合わせた『重要』の回答が

93.0％となっています。 

また、「あまり重要でない（2.2％）」「まったく重要でない（0.2％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 2.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

55.5%

58.6%

54.2%

100.0%

66.0%

74.7%

69.2%

48.9%

50.0%

36.4%

17.9%

37.5%

36.3%

38.9%

28.0%

22.7%

29.5%

44.7%

46.4%

49.1%

64.1%

3.7%

6.4%

5.1%

4.6%

4.2%

3.2%

4.0%

14.5%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 231 156 9 1 19 416

女性 126 78 1 1 9 215

男性 103 74 7 0 6 190

無回答 2 4 1 0 4 11

18～19歳 7 0 0 0 0 7

20～29歳 33 14 1 0 2 50

30～39歳 56 17 1 0 1 75

40～49歳 54 23 1 0 0 78

50～59歳 23 21 3 0 0 47

60～69歳 28 26 1 0 1 56

70～79歳 20 27 0 0 8 55

80歳以上 7 25 2 1 4 39

無回答 3 3 0 0 3 9

全体（n=416） 55.5% 37.5% 2.2% 0.2% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 58.6% 36.3% 0.5% 0.5% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 54.2% 38.9% 3.7% 0.0% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 36.4% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 66.0% 28.0% 2.0% 0.0% 4.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 74.7% 22.7% 1.3% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 69.2% 29.5% 1.3% 0.0% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 48.9% 44.7% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 46.4% 1.8% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 36.4% 49.1% 0.0% 0.0% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 64.1% 5.1% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥企業等が再就職を希望する人を雇用する制度の充実】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、企業等が再就職を希望する人

を雇用する制度の充実が重要だと思うかでは、「とても重要（49.8％）」「重要（41.3％）」を

合わせた『重要』の回答が 91.1％となっています。 

また、「あまり重要でない（3.8％）」「まったく重要でない（0.5％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

49.8%

51.2%

48.9%

100.0%

68.0%

62.7%

57.7%

46.8%

41.1%

29.1%

20.5%

41.3%

42.3%

41.6%

30.0%

26.7%

35.9%

46.8%

55.4%

52.7%

66.7%

3.8%

6.3%

9.3%

3.8%

6.4%

4.6%

4.7%

16.4%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 207 172 16 2 19 416

女性 110 91 3 1 10 215

男性 93 79 12 1 5 190

無回答 4 2 1 0 4 11

18～19歳 7 0 0 0 0 7

20～29歳 34 15 0 0 1 50

30～39歳 47 20 7 0 1 75

40～49歳 45 28 3 1 1 78

50～59歳 22 22 3 0 0 47

60～69歳 23 31 1 0 1 56

70～79歳 16 29 1 0 9 55

80歳以上 8 26 1 1 3 39

無回答 5 1 0 0 3 9

全体（n=416） 49.8% 41.3% 3.8% 0.5% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 51.2% 42.3% 1.4% 0.5% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 48.9% 41.6% 6.3% 0.5% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 18.2% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 68.0% 30.0% 0.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 62.7% 26.7% 9.3% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 57.7% 35.9% 3.8% 1.3% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 46.8% 46.8% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 41.1% 55.4% 1.8% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 52.7% 1.8% 0.0% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 66.7% 2.6% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦フレックスタイム制度、短時間勤務制度の導入や介護休業などの制度の充実】 

女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するために、フレックスタイム制度、短時

間勤務制度の導入や介護休業などの制度の充実が重要だと思うかでは、「とても重要（48.8％）」

「重要（40.9％）」を合わせた『重要』の回答が 89.7％となっています。 

また、「あまり重要でない（4.8％）」「まったく重要でない（0.7％）」を合わせた『重要でな

い』の回答が 5.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

とても重要 重要 あまり重要でない まったく重要でない 無回答

48.8%

51.2%

46.8%

85.7%

72.0%

69.3%

59.0%

36.2%

35.7%

29.1%

12.8%

40.9%

40.9%

42.1%

14.3%

24.0%

26.7%

34.6%

55.3%

57.1%

47.3%

64.1%

4.8%

7.4%

8.5%

5.4%

5.5%

12.8%

4.8%

5.1%

18.2%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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とても重要 重要

あまり重要
でない

まったく重
要でない

無回答 回答者数

全体 203 170 20 3 20 416

女性 110 88 5 1 11 215

男性 89 80 14 2 5 190

無回答 4 2 1 0 4 11

18～19歳 6 1 0 0 0 7

20～29歳 36 12 1 0 1 50

30～39歳 52 20 2 0 1 75

40～49歳 46 27 2 2 1 78

50～59歳 17 26 4 0 0 47

60～69歳 20 32 3 0 1 56

70～79歳 16 26 3 0 10 55

80歳以上 5 25 5 1 3 39

無回答 5 1 0 0 3 9

全体（n=416） 48.8% 40.9% 4.8% 0.7% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 51.2% 40.9% 2.3% 0.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 46.8% 42.1% 7.4% 1.1% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 18.2% 9.1% 0.0% 36.4% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 72.0% 24.0% 2.0% 0.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 69.3% 26.7% 2.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 59.0% 34.6% 2.6% 2.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 36.2% 55.3% 8.5% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 35.7% 57.1% 5.4% 0.0% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 29.1% 47.3% 5.5% 0.0% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 12.8% 64.1% 12.8% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１３ あなたは、男女が共に仕事と家庭の両立をしていくために、どのような条件が必要

だと思いますか。（〇は３つまで） 

 

男女が共に仕事と家庭の両立をしていくために、どのような条件が必要だと思うかでは、「代

替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること」が 45.7％

と最も多く、次いで「在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、柔軟な勤務制

度を導入すること」が 42.8％、「女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力があること」

が 37.7％となっています。 

世代別でみると、59 歳までの年代で「代替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を利

用できる職場環境をつくること」「在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、

柔軟な勤務制度を導入すること」が必要という回答が多い状況です。 

 

課 題 
 59歳までの働く世代に、「代替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を利用できる職場

環境をすること」「在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、柔軟な勤務制度

を導入すること」の必要性が高いことについて、企業への働きかけが求められます。 
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給与等の男女
間格差をなくす
こと

代替要員の確
保など、育児休
業・介護休業
制度を利用で
きる職場環境
をつくること

育児や介護の
ために退職し
た職員をもとの
会社で再雇用
する制度を導
入すること

育児休業・介
護休業中の賃
金その他の給
与を充実するこ
と

地域の保育施
設や保育時間
の延長など保
育内容を充実
すること

在宅勤務やフ
レックスタイム
制度、短時間
勤務制度など、
柔軟な勤務制
度を導入するこ
と

職業上、必要
な知識・技術
等の職業訓練
を充実すること

女性が働くこと
に対し、家族や
周囲の理解と
協力があること

男性が家事や
育児を行うこと
に対し、職場や
周囲の理解と
協力があること

その他 わからない 無回答

24.8%

22.3%

25.8%

28.6%

30.0%

13.3%

21.8%

23.4%

30.4%

25.5%

33.3%

45.7%

46.5%

46.8%

42.9%

42.0%

57.3%

53.8%

40.4%

46.4%

43.6%

25.6%

28.4%

29.3%

27.4%

71.4%

24.0%

14.7%

20.5%

40.4%

32.1%

29.1%

46.2%

29.6%

30.7%

28.9%

14.3%

32.0%

38.7%

26.9%

31.9%

26.8%

23.6%

28.2%

31.7%

31.6%

33.2%

14.3%

28.0%

30.7%

35.9%

27.7%

51.8%

32.7%

12.8%

42.8%

45.1%

41.6%

28.6%

64.0%

56.0%

51.3%

46.8%

35.7%

27.3%

12.8%

5.3%

4.7%

5.8%

14.3%

12.7%

12.8%

37.7%

39.1%

35.8%

28.6%

32.0%

25.3%

42.3%

34.0%

41.1%

38.2%

59.0%

35.6%

33.5%

38.4%

57.1%

36.0%

50.7%

42.3%

34.0%

21.4%

21.8%

33.3%

7.3%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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給与等の男女間
格差をなくすこと

代替要員の確保
など、育児休業・
介護休業制度を
利用できる職場
環境をつくること

育児や介護のた
めに退職した職
員をもとの会社
で再雇用する制
度を導入するこ

と

育児休業・介護
休業中の賃金そ
の他の給与を充
実すること

地域の保育施設
や保育時間の延
長など保育内容
を充実すること

在宅勤務やフ
レックスタイム制
度、短時間勤務
制度など、柔軟
な勤務制度を導
入すること

全体 103 190 118 123 132 178

【性別】

女性 48 100 63 66 68 97

男性 49 89 52 55 63 79

無回答 6 1 3 2 1 2

【年齢別】

18～19歳 2 3 5 1 1 2

20～29歳 15 21 12 16 14 32

30～39歳 10 43 11 29 23 42

40～49歳 17 42 16 21 28 40

50～59歳 11 19 19 15 13 22

60～69歳 17 26 18 15 29 20

70～79歳 14 24 16 13 18 15

80歳以上 13 10 18 11 5 5

無回答 4 2 3 2 1 0

全体（n=416） 24.8% 45.7% 28.4% 29.6% 31.7% 42.8%

【性別】

女性（n=215） 22.3% 46.5% 29.3% 30.7% 31.6% 45.1%

男性（n=190） 25.8% 46.8% 27.4% 28.9% 33.2% 41.6%

無回答（n=11） 54.5% 9.1% 27.3% 18.2% 9.1% 18.2%

【年齢別】

18～19歳（n=7） 28.6% 42.9% 71.4% 14.3% 14.3% 28.6%

20～29歳（n=50） 30.0% 42.0% 24.0% 32.0% 28.0% 64.0%

30～39歳（n=75） 13.3% 57.3% 14.7% 38.7% 30.7% 56.0%

40～49歳（n=78） 21.8% 53.8% 20.5% 26.9% 35.9% 51.3%

50～59歳（n=47） 23.4% 40.4% 40.4% 31.9% 27.7% 46.8%

60～69歳（n=56） 30.4% 46.4% 32.1% 26.8% 51.8% 35.7%

70～79歳（n=55） 25.5% 43.6% 29.1% 23.6% 32.7% 27.3%

80歳以上（n=39） 33.3% 25.6% 46.2% 28.2% 12.8% 12.8%

無回答（n=9） 44.4% 22.2% 33.3% 22.2% 11.1% 0.0%
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職業上、必要な
知識・技術等の
職業訓練を充実

すること

女性が働くことに
対し、家族や周
囲の理解と協力
があること

男性が家事や育
児を行うことに対
し、職場や周囲
の理解と協力が

あること

その他 わからない 無回答 回答者数

22 157 148 2 4 12 416

10 84 72 1 2 6 215

11 68 73 1 2 3 190

1 5 3 0 0 3 11

1 2 4 0 0 0 7

2 16 18 0 1 1 50

2 19 38 1 1 1 75

2 33 33 0 0 0 78

2 16 16 0 0 0 47

1 23 12 0 0 1 56

7 21 12 1 1 4 55

5 23 13 0 1 2 39

0 4 2 0 0 3 9

5.3% 37.7% 35.6% 0.5% 1.0% 2.9%

4.7% 39.1% 33.5% 0.5% 0.9% 2.8%

5.8% 35.8% 38.4% 0.5% 1.1% 1.6%

9.1% 45.5% 27.3% 0.0% 0.0% 27.3%

14.3% 28.6% 57.1% 0.0% 0.0% 0.0%

4.0% 32.0% 36.0% 0.0% 2.0% 2.0%

2.7% 25.3% 50.7% 1.3% 1.3% 1.3%

2.6% 42.3% 42.3% 0.0% 0.0% 0.0%

4.3% 34.0% 34.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1.8% 41.1% 21.4% 0.0% 0.0% 1.8%

12.7% 38.2% 21.8% 1.8% 1.8% 7.3%

12.8% 59.0% 33.3% 0.0% 2.6% 5.1%

0.0% 44.4% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3%
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女性の社会参画について 

 

問１４ あなたは、地方自治体（県や市町村）などの施策について、女性の意見や考え方が
どの程度反映されていると思いますか。（１つだけに○） 

 

地方自治体（県や市町村）などの施策について、女性の意見や考え方がどの程度反映されて

いると思うかでは、「ある程度反映されている」が 39.2％と最も多く、次いで「どちらともい

えない」が 30.3％、「あまり反映されていない」が 18.0％となっています。県意識調査では、

「どちらともいえない」が 35.1％「ある程度反映されている」が 30.6％、「あまり反映され

ていない」23.5％となっています。県と比較をすると、「ある程度反映されている」は、宮代

町の方が 8.6ポイント高くなっています。 

年代別でみると、「あまり反映されていない」「ほとんど反映されていない」を合わせた「反

映されていない」が、50歳以上で増加しています。 

また、反映されていない理由は、「男性の意識、理解が足りない」が男女別でも 50％を超え

ている結果となっています。 

 

課 題 
50 歳以上で「女性の意見や考え方が反映されていない」と感じている方が多いことや反映

されていない理由として、「男性の意識、理解が足りない」という回答が多く、男性や高齢者へ

さらなる意識啓発をすることが必要です。 
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十分反映されている
ある程度反映され
ている

あまり反映されて
いない

ほとんど反映され
ていない

どちらともいえない 無回答

14.3%

4.0%

6.4%

39.2%

38.6%

41.1%

28.6%

34.0%

42.7%

34.6%

46.8%

39.3%

32.7%

53.8%

18.0%

18.1%

18.4%

14.3%

12.0%

13.3%

15.4%

25.5%

26.8%

25.5%

12.8%

4.8%

4.2%

5.3%

4.0%

6.7%

6.4%

4.3%

3.6%

5.5%

30.3%

31.6%

28.4%

42.9%

44.0%

34.7%

38.5%

17.0%

28.6%

12.7%

25.6%

6.0%

6.5%

4.2%

3.8%

23.6%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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十分反映
されている

ある程度
反映され
ている

あまり反
映されて
いない

ほとんど反
映されて
いない

どちらとも
いえない

無回答 回答者数

全体 7 163 75 20 126 25 416

女性 2 83 39 9 68 14 215

男性 5 78 35 10 54 8 190

無回答 0 2 1 1 4 3 11

18～19歳 1 2 1 0 3 0 7

20～29歳 2 17 6 2 22 1 50

30～39歳 0 32 10 5 26 2 75

40～49歳 1 27 12 5 30 3 78

50～59歳 3 22 12 2 8 0 47

60～69歳 0 22 15 2 16 1 56

70～79歳 0 18 14 3 7 13 55

80歳以上 0 21 5 0 10 3 39

無回答 0 2 0 1 4 2 9

全体（n=416） 1.7% 39.2% 18.0% 4.8% 30.3% 6.0% 100.0%

女性（n=215） 0.9% 38.6% 18.1% 4.2% 31.6% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 2.6% 41.1% 18.4% 5.3% 28.4% 4.2% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 18.2% 9.1% 9.1% 36.4% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 4.0% 34.0% 12.0% 4.0% 44.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 42.7% 13.3% 6.7% 34.7% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 1.3% 34.6% 15.4% 6.4% 38.5% 3.8% 100.0%

50～59歳（n=47） 6.4% 46.8% 25.5% 4.3% 17.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 0.0% 39.3% 26.8% 3.6% 28.6% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 0.0% 32.7% 25.5% 5.5% 12.7% 23.6% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 53.8% 12.8% 0.0% 25.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 22.2% 0.0% 11.1% 44.4% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問１４で、「３．あまり反映されていない」または「４．ほとんど反映されていない」を回

答した方にお聞きしました 

 

問１４－１ 反映されていない理由は何だと思いますか。（〇は３つまで） 

 

反映されていない理由については、「男性の意識、理解が足りない」が 49.5％と最も多く、

次いで「社会のしくみが女性に不利」が 46.3％、「女性議員が少ない」が 44.2％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性議員が少ない 行政機関の管理職
に女性が少ない

審議会や自治会等
に女性が少ない

女性自身が消極
的、又は意欲や責
任感が乏しい

男性の意識、理解
が足りない

社会のしくみが女
性に不利

女性の能力に対す
る偏見がある

その他 無回答

44.2%

43.8%

44.4%

100.0%

37.5%

40.0%

35.3%

42.9%

41.2%

58.8%

40.0%

36.8%

37.5%

35.6%

100.0%

62.5%

40.0%

52.9%

21.4%

23.5%

35.3%

20.0%

17.9%

14.6%

20.0%

6.7%

11.8%

35.7%

17.6%

11.8%

60.0%

28.4%

29.2%

28.9%

25.0%

20.0%

29.4%

28.6%

41.2%

17.6%

60.0%

49.5%

50.0%

51.1%

50.0%

60.0%

47.1%

71.4%

35.3%

47.1%

40.0%

46.3%

41.7%

48.9%

62.5%

40.0%

58.8%

21.4%

41.2%

64.7%

20.0%

27.4%

18.8%

37.8%

12.5%

33.3%

11.8%

28.6%

35.3%

35.3%

40.0%

4.2%

4.2%

4.4%

6.7%

14.3%

5.9%

全体（n=95）

【性別】

女性（n=48）

男性（n=45）

【年齢別】

18～19歳（n=1）

20～29歳（n=8）

30～39歳（n=15）

40～49歳（n=17）

50～59歳（n=14）

60～69歳（n=17）

70～79歳（n=17）

80歳以上（n=5）
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女性議
員が少
ない

行政機
関の管
理職に
女性が
少ない

審議会
や自治
会等に
女性が
少ない

女性自
身が消
極的、又
は意欲
や責任
感が乏し
い

男性の
意識、理
解が足り
ない

社会のし
くみが女
性に不
利

女性の
能力に
対する
偏見が
ある

その他 無回答
回答者
数

非該当 合計

全体 42 35 17 27 47 44 26 4 0 95 321 416

女性 21 18 7 14 24 20 9 2 0 48 167 215

男性 20 16 9 13 23 22 17 2 0 45 145 190

無回答 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 9 11

18～19歳 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7

20～29歳 3 5 0 2 4 5 1 0 0 8 42 50

30～39歳 6 6 1 3 9 6 5 1 0 15 60 75

40～49歳 6 9 2 5 8 10 2 0 0 17 61 78

50～59歳 6 3 5 4 10 3 4 2 0 14 33 47

60～69歳 7 4 3 7 6 7 6 1 0 17 39 56

70～79歳 10 6 2 3 8 11 6 0 0 17 38 55

80歳以上 2 1 3 3 2 1 2 0 0 5 34 39

無回答 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 8 9

全体（n=95） 44.2% 36.8% 17.9% 28.4% 49.5% 46.3% 27.4% 4.2% 0.0%

女性（n=48） 43.8% 37.5% 14.6% 29.2% 50.0% 41.7% 18.8% 4.2% 0.0%

男性（n=45） 44.4% 35.6% 20.0% 28.9% 51.1% 48.9% 37.8% 4.4% 0.0%

無回答（n=2） 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

18～19歳（n=1） 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=8） 37.5% 62.5% 0.0% 25.0% 50.0% 62.5% 12.5% 0.0% 0.0%

30～39歳（n=15） 40.0% 40.0% 6.7% 20.0% 60.0% 40.0% 33.3% 6.7% 0.0%

40～49歳（n=17） 35.3% 52.9% 11.8% 29.4% 47.1% 58.8% 11.8% 0.0% 0.0%

50～59歳（n=14） 42.9% 21.4% 35.7% 28.6% 71.4% 21.4% 28.6% 14.3% 0.0%

60～69歳（n=17） 41.2% 23.5% 17.6% 41.2% 35.3% 41.2% 35.3% 5.9% 0.0%

70～79歳（n=17） 58.8% 35.3% 11.8% 17.6% 47.1% 64.7% 35.3% 0.0% 0.0%

80歳以上（n=5） 40.0% 20.0% 60.0% 60.0% 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0%

無回答（n=1） 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１５ あなたは、今後どのような分野で、特に女性の参画が進むべきだと思いますか。（あ
てはまるものすべてに○） 

 

今後どのような分野で、特に女性の参画が進むべきだと思うかでは、「職場等での管理職」

が 57.5％と最も多く、次いで「市町村議会等の議員」が 55.8％、「弁護士、医師などの専門

職」が 29.8％となっています。県意識調査では、「国会・県議会・市町村議会等の議員」66.8％、

「国の省庁、県庁、市町村の役所」51.0％、「企業の管理職、労働組合の幹部」48.3％となっ

ています。 

 

課 題 
国では、2003年に「社会のあらゆる分野において、2020 年までに、指導的地位に女性が

占める割合が、少なくとも 30％程度となるよう期待する」との目標を掲げてきましたが、2020

年に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダー・ギャップ指数 2020」では、日本は 153か

国中 121位となり、国際社会の進捗状況と比較すると非常に遅れている現状があります。 

宮代町でも、「市町村議会等の議員」で女性の参画が進むべきと考えている方が 55.8％おり、

引き続き女性活躍推進の取組を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市町村議会等の議員 職場等での管理職 弁護士、医師などの
専門職

自治会、PTAなどの
役員

建設業や理工系など
の女性の少ない職場

その他 無回答

55.8%

54.9%

58.4%

42.9%

48.0%

66.7%

53.8%

55.3%

62.5%

56.4%

48.7%

57.5%

56.3%

59.5%

57.1%

70.0%

58.7%

55.1%

55.3%

57.1%

56.4%

53.8%

29.8%

31.6%

28.4%

42.0%

29.3%

32.1%

27.7%

19.6%

32.7%

30.8%

16.8%

10.7%

23.7%

20.0%

17.3%

17.9%

17.0%

10.7%

16.4%

20.5%

24.3%

21.9%

28.4%

28.6%

26.0%

22.7%

24.4%

17.0%

32.1%

21.8%

28.2%

5.0%

4.7%

5.8%

6.0%

5.3%

10.6%

3.6%

12.8%

11.1%

13.0%

7.9%

8.0%

6.7%

14.1%

10.6%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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市町村議
会等の議
員

職場等で
の管理職

弁護士、
医師など
の専門職

自治会、
PTAなど
の役員

建設業や
理工系な
どの女性
の少ない
職場

その他 無回答 回答者数

全体 232 239 124 70 101 21 46 416

女性 118 121 68 23 47 10 28 215

男性 111 113 54 45 54 11 15 190

無回答 3 5 2 2 0 0 3 11

18～19歳 3 4 0 0 2 0 0 7

20～29歳 24 35 21 10 13 3 4 50

30～39歳 50 44 22 13 17 4 5 75

40～49歳 42 43 25 14 19 1 11 78

50～59歳 26 26 13 8 8 5 5 47

60～69歳 35 32 11 6 18 1 6 56

70～79歳 31 31 18 9 12 2 7 55

80歳以上 19 21 12 8 11 5 5 39

無回答 2 3 2 2 1 0 3 9

全体（n=416） 55.8% 57.5% 29.8% 16.8% 24.3% 5.0% 11.1%

女性（n=215） 54.9% 56.3% 31.6% 10.7% 21.9% 4.7% 13.0%

男性（n=190） 58.4% 59.5% 28.4% 23.7% 28.4% 5.8% 7.9%

無回答（n=11） 27.3% 45.5% 18.2% 18.2% 0.0% 0.0% 27.3%

18～19歳（n=7） 42.9% 57.1% 0.0% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=50） 48.0% 70.0% 42.0% 20.0% 26.0% 6.0% 8.0%

30～39歳（n=75） 66.7% 58.7% 29.3% 17.3% 22.7% 5.3% 6.7%

40～49歳（n=78） 53.8% 55.1% 32.1% 17.9% 24.4% 1.3% 14.1%

50～59歳（n=47） 55.3% 55.3% 27.7% 17.0% 17.0% 10.6% 10.6%

60～69歳（n=56） 62.5% 57.1% 19.6% 10.7% 32.1% 1.8% 10.7%

70～79歳（n=55） 56.4% 56.4% 32.7% 16.4% 21.8% 3.6% 12.7%

80歳以上（n=39） 48.7% 53.8% 30.8% 20.5% 28.2% 12.8% 12.8%

無回答（n=9） 22.2% 33.3% 22.2% 22.2% 11.1% 0.0% 33.3%

【性別】

【年齢別】

【年齢別】

【性別】
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男女間における暴力について 
 

問１６ あなたは、次の①～⑪のようなことが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われ

た場合、それをどのように感じますか。あなたの考えに近いものを選んでください。 

（それぞれ１つずつに〇） 

 

身体的な暴行については、全体で 90％以上が「暴力にあたる」と回答していますが、心理

的な攻撃や経済的圧迫については、「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」と回答も多

くあります。 

年代別でみると、多くの項目において 70歳以上の高齢者世代で「暴力にあたる場合とそう

でない場合がある」「暴力とは思わない」の回答が他の世代よりも多い傾向にあります。 

 

課 題 
 高齢者への積極的な是正を図るとともに、身体的な暴行以外もＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス）であることを、性別・年代問わず周知し、啓発することが必要です。 
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【①平手でぶつ、殴る、蹴る、突き飛ばす、髪をつかんで引きずり回す】 

平手でぶつ、殴る、蹴る、突き飛ばす、髪をつかんで引きずり回すことが夫婦（事実婚や別

居中を含む）の間で行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力に

あたる」が 92.1％と最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 3.8％、

「暴力とは思わない」が 0.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

92.1%

91.6%

93.7%

100.0%

98.0%

94.7%

89.7%

97.9%

96.4%

80.0%

89.7%

3.8%

3.3%

4.2%

4.0%

9.0%

3.6%

3.6%

3.6%

4.2%

14.5%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 383 16 2 15 416

女性 197 7 2 9 215

男性 178 8 0 4 190

無回答 8 1 0 2 11

18～19歳 7 0 0 0 7

20～29歳 49 1 0 0 50

30～39歳 71 3 0 1 75

40～49歳 70 7 0 1 78

50～59歳 46 1 0 0 47

60～69歳 54 2 0 0 56

70～79歳 44 2 1 8 55

80歳以上 35 0 1 3 39

無回答 7 0 0 2 9

全体（n=416） 92.1% 3.8% 0.5% 3.6% 100.0%

女性（n=215） 91.6% 3.3% 0.9% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 93.7% 4.2% 0.0% 2.1% 100.0%

無回答（n=11） 72.7% 9.1% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 98.0% 2.0% 0.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 94.7% 4.0% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 89.7% 9.0% 0.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 96.4% 3.6% 0.0% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 80.0% 3.6% 1.8% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 89.7% 0.0% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 77.8% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②殴るふりしておどす、包丁を突き付けておどす】 

殴るふりしておどす、包丁を突き付けておどすことが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で

行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 90.4％と

最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 4.8％、「暴力とは思わな

い」が 0.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.4%

88.8%

93.2%

100.0%

94.0%

96.0%

96.2%

97.9%

94.6%

70.9%

76.9%

4.8%

5.1%

4.2%

6.0%

5.4%

10.9%

10.3%

3.6%

4.1%

4.7%

14.5%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 376 20 3 17 416

女性 191 11 3 10 215

男性 177 8 0 5 190

無回答 8 1 0 2 11

18～19歳 7 0 0 0 7

20～29歳 47 3 0 0 50

30～39歳 72 2 0 1 75

40～49歳 75 1 0 2 78

50～59歳 46 1 0 0 47

60～69歳 53 3 0 0 56

70～79歳 39 6 2 8 55

80歳以上 30 4 1 4 39

無回答 7 0 0 2 9

全体（n=416） 90.4% 4.8% 0.7% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 88.8% 5.1% 1.4% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 93.2% 4.2% 0.0% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 72.7% 9.1% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 94.0% 6.0% 0.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 96.0% 2.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 96.2% 1.3% 0.0% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 94.6% 5.4% 0.0% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 70.9% 10.9% 3.6% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 76.9% 10.3% 2.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 77.8% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③大声でどなる、物を投げつける、ドアをける、大切な物を壊す】 

大声でどなる、物を投げつける、ドアをける、大切な物を壊すことが夫婦（事実婚や別居中

を含む）の間で行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあた

る」が 75.5％と最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 18.8％、

「暴力とは思わない」が 1.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

75.5%

76.7%

75.3%

57.1%

76.0%

80.0%

79.5%

80.9%

80.4%

65.5%

66.7%

18.8%

16.7%

21.1%

42.9%

24.0%

18.7%

16.7%

17.0%

19.6%

14.5%

17.9%

5.5%

4.6%

5.1%

3.2%

3.8%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 314 78 5 19 416

女性 165 36 3 11 215

男性 143 40 1 6 190

無回答 6 2 1 2 11

18～19歳 4 3 0 0 7

20～29歳 38 12 0 0 50

30～39歳 60 14 0 1 75

40～49歳 62 13 0 3 78

50～59歳 38 8 1 0 47

60～69歳 45 11 0 0 56

70～79歳 36 8 3 8 55

80歳以上 26 7 1 5 39

無回答 5 2 0 2 9

全体（n=416） 75.5% 18.8% 1.2% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 76.7% 16.7% 1.4% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 75.3% 21.1% 0.5% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 76.0% 24.0% 0.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 80.0% 18.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 79.5% 16.7% 0.0% 3.8% 100.0%

50～59歳（n=47） 80.9% 17.0% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 80.4% 19.6% 0.0% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 65.5% 14.5% 5.5% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 66.7% 17.9% 2.6% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 22.2% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④「誰のおかげで生活しているんだ」「甲斐性なし」などという】 

「誰のおかげで生活しているんだ」「甲斐性なし」などということが夫婦（事実婚や別居中

を含む）の間で行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあた

る」が 70.0％と最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 22.6％、

「暴力とは思わない」が 3.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.0%

71.6%

68.9%

71.4%

80.0%

74.7%

71.8%

80.9%

75.0%

54.5%

46.2%

22.6%

21.4%

23.7%

28.6%

18.0%

22.7%

25.6%

19.1%

19.6%

27.3%

25.6%

3.1%

4.2%

5.4%

3.6%

15.4%

4.3%

4.7%

3.2%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 291 94 13 18 416

女性 154 46 5 10 215

男性 131 45 8 6 190

無回答 6 3 0 2 11

18～19歳 5 2 0 0 7

20～29歳 40 9 1 0 50

30～39歳 56 17 1 1 75

40～49歳 56 20 0 2 78

50～59歳 38 9 0 0 47

60～69歳 42 11 3 0 56

70～79歳 30 15 2 8 55

80歳以上 18 10 6 5 39

無回答 6 1 0 2 9

全体（n=416） 70.0% 22.6% 3.1% 4.3% 100.0%

女性（n=215） 71.6% 21.4% 2.3% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 68.9% 23.7% 4.2% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 27.3% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 80.0% 18.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 74.7% 22.7% 1.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 71.8% 25.6% 0.0% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 80.9% 19.1% 0.0% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 75.0% 19.6% 5.4% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 54.5% 27.3% 3.6% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 46.2% 25.6% 15.4% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 66.7% 11.1% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤何を言っても長時間無視し続ける】 

何を言っても長時間無視し続けることが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われた場合、

それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 45.7％と最も多く、次い

で「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 41.1％、「暴力とは思わない」が 9.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

45.7%

44.2%

47.4%

28.6%

56.0%

53.3%

53.8%

53.2%

50.0%

25.5%

17.9%

41.1%

43.7%

38.4%

71.4%

40.0%

42.7%

35.9%

36.2%

44.6%

43.6%

46.2%

9.4%

7.9%

11.6%

4.0%

9.0%

10.6%

5.4%

16.4%

25.6%

3.8%

4.2%

14.5%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 190 171 39 16 416

女性 95 94 17 9 215

男性 90 73 22 5 190

無回答 5 4 0 2 11

18～19歳 2 5 0 0 7

20～29歳 28 20 2 0 50

30～39歳 40 32 2 1 75

40～49歳 42 28 7 1 78

50～59歳 25 17 5 0 47

60～69歳 28 25 3 0 56

70～79歳 14 24 9 8 55

80歳以上 7 18 10 4 39

無回答 4 2 1 2 9

全体（n=416） 45.7% 41.1% 9.4% 3.8% 100.0%

女性（n=215） 44.2% 43.7% 7.9% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 47.4% 38.4% 11.6% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 36.4% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 28.6% 71.4% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 56.0% 40.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 53.3% 42.7% 2.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 53.8% 35.9% 9.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 53.2% 36.2% 10.6% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 50.0% 44.6% 5.4% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 25.5% 43.6% 16.4% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 46.2% 25.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 22.2% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑥外で働くことを許さない、仕事をやめさせる】 

外で働くことを許さない、仕事をやめさせることが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行

われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 52.9％と最

も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 34.1％、「暴力とは思わない」

が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

52.9%

54.9%

50.5%

57.1%

74.0%

66.7%

65.4%

51.1%

44.6%

30.9%

20.5%

34.1%

31.6%

37.9%

42.9%

22.0%

29.3%

30.8%

46.8%

48.2%

32.7%

35.9%

8.4%

8.4%

8.4%

4.0%

7.1%

21.8%

25.6%

4.6%

5.1%

3.2%

14.5%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 220 142 35 19 416

女性 118 68 18 11 215

男性 96 72 16 6 190

無回答 6 2 1 2 11

18～19歳 4 3 0 0 7

20～29歳 37 11 2 0 50

30～39歳 50 22 2 1 75

40～49歳 51 24 2 1 78

50～59歳 24 22 1 0 47

60～69歳 25 27 4 0 56

70～79歳 17 18 12 8 55

80歳以上 8 14 10 7 39

無回答 4 1 2 2 9

全体（n=416） 52.9% 34.1% 8.4% 4.6% 100.0%

女性（n=215） 54.9% 31.6% 8.4% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 50.5% 37.9% 8.4% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 42.9% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 74.0% 22.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 66.7% 29.3% 2.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 65.4% 30.8% 2.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 51.1% 46.8% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 44.6% 48.2% 7.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 30.9% 32.7% 21.8% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 20.5% 35.9% 25.6% 17.9% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 11.1% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑦関係や、行き先、電話、メールを細かく監視する】 

関係や、行き先、電話、メールを細かく監視することが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間

で行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 50.7％

と最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 37.5％、「暴力とは思わ

ない」が 7.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

50.7%

52.1%

48.9%

42.9%

56.0%

54.7%

57.7%

57.4%

53.6%

38.2%

30.8%

37.5%

35.3%

40.5%

42.9%

42.0%

40.0%

37.2%

36.2%

42.9%

27.3%

38.5%

7.7%

8.4%

7.4%

14.3%

4.0%

3.8%

6.4%

3.6%

20.0%

17.9%

4.1%

4.2%

3.2%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 211 156 32 17 416

女性 112 76 18 9 215

男性 93 77 14 6 190

無回答 6 3 0 2 11

18～19歳 3 3 1 0 7

20～29歳 28 21 1 0 50

30～39歳 41 30 3 1 75

40～49歳 45 29 3 1 78

50～59歳 27 17 3 0 47

60～69歳 30 24 2 0 56

70～79歳 21 15 11 8 55

80歳以上 12 15 7 5 39

無回答 4 2 1 2 9

全体（n=416） 50.7% 37.5% 7.7% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 52.1% 35.3% 8.4% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 48.9% 40.5% 7.4% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 27.3% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 56.0% 42.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 54.7% 40.0% 4.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 57.7% 37.2% 3.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 57.4% 36.2% 6.4% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 53.6% 42.9% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 38.2% 27.3% 20.0% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 30.8% 38.5% 17.9% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 22.2% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑧必要な生活費を渡さない】 

必要な生活費を渡さないことが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われた場合、それを

どのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 70.4％と最も多く、次いで「暴

力にあたる場合とそうでない場合がある」が 19.2％、「暴力とは思わない」が 6.0％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.4%

72.1%

69.5%

71.4%

86.0%

74.7%

79.5%

76.6%

75.0%

50.9%

43.6%

19.2%

18.1%

20.5%

28.6%

8.0%

22.7%

16.7%

19.1%

19.6%

20.0%

28.2%

6.0%

5.1%

6.8%

6.0%

4.3%

5.4%

14.5%

15.4%

4.3%

4.7%

3.2%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 293 80 25 18 416

女性 155 39 11 10 215

男性 132 39 13 6 190

無回答 6 2 1 2 11

18～19歳 5 2 0 0 7

20～29歳 43 4 3 0 50

30～39歳 56 17 1 1 75

40～49歳 62 13 1 2 78

50～59歳 36 9 2 0 47

60～69歳 42 11 3 0 56

70～79歳 28 11 8 8 55

80歳以上 17 11 6 5 39

無回答 4 2 1 2 9

全体（n=416） 70.4% 19.2% 6.0% 4.3% 100.0%

女性（n=215） 72.1% 18.1% 5.1% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 69.5% 20.5% 6.8% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 86.0% 8.0% 6.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 74.7% 22.7% 1.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 79.5% 16.7% 1.3% 2.6% 100.0%

50～59歳（n=47） 76.6% 19.1% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 75.0% 19.6% 5.4% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 50.9% 20.0% 14.5% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 43.6% 28.2% 15.4% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 22.2% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑨嫌がるのに性的な行為を強要する】 

嫌がるのに性的な行為を強要することが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われた場合、

それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 83.2％と最も多く、次い

で「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 9.9％、「暴力とは思わない」が 2.6％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

83.2%

84.2%

82.6%

100.0%

94.0%

89.3%

96.2%

89.4%

83.9%

63.6%

53.8%

9.9%

8.8%

11.1%

4.0%

8.0%

8.5%

14.3%

18.2%

17.9%

3.2%

3.6%

12.8%

4.3%

4.7%

3.2%

14.5%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 346 41 11 18 416

女性 181 19 5 10 215

男性 157 21 6 6 190

無回答 8 1 0 2 11

18～19歳 7 0 0 0 7

20～29歳 47 2 1 0 50

30～39歳 67 6 1 1 75

40～49歳 75 2 0 1 78

50～59歳 42 4 1 0 47

60～69歳 47 8 1 0 56

70～79歳 35 10 2 8 55

80歳以上 21 7 5 6 39

無回答 5 2 0 2 9

全体（n=416） 83.2% 9.9% 2.6% 4.3% 100.0%

女性（n=215） 84.2% 8.8% 2.3% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 82.6% 11.1% 3.2% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 72.7% 9.1% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 94.0% 4.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 89.3% 8.0% 1.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 96.2% 2.6% 0.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 89.4% 8.5% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 83.9% 14.3% 1.8% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 63.6% 18.2% 3.6% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 53.8% 17.9% 12.8% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 22.2% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑩見たくないと言っているのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる】 

見たくないと言っているのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せることが夫婦（事実婚や別居

中を含む）の間で行われた場合、それをどのように感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあ

たる」が 74.0％と最も多く、次いで「暴力にあたる場合とそうでない場合がある」が 15.6％、

「暴力とは思わない」が 6.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

74.0%

74.9%

74.7%

71.4%

86.0%

85.3%

89.7%

76.6%

82.1%

50.9%

33.3%

15.6%

13.5%

17.4%

28.6%

12.0%

10.7%

5.1%

21.3%

14.3%

21.8%

33.3%

6.0%

6.5%

5.3%

3.8%

3.6%

12.7%

17.9%

4.3%

5.1%

14.5%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 308 65 25 18 416

女性 161 29 14 11 215

男性 142 33 10 5 190

無回答 5 3 1 2 11

18～19歳 5 2 0 0 7

20～29歳 43 6 1 0 50

30～39歳 64 8 2 1 75

40～49歳 70 4 3 1 78

50～59歳 36 10 1 0 47

60～69歳 46 8 2 0 56

70～79歳 28 12 7 8 55

80歳以上 13 13 7 6 39

無回答 3 2 2 2 9

全体（n=416） 74.0% 15.6% 6.0% 4.3% 100.0%

女性（n=215） 74.9% 13.5% 6.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 74.7% 17.4% 5.3% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 27.3% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 86.0% 12.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 85.3% 10.7% 2.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 89.7% 5.1% 3.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 76.6% 21.3% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 82.1% 14.3% 3.6% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 50.9% 21.8% 12.7% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 33.3% 33.3% 17.9% 15.4% 100.0%

無回答（n=9） 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑪避妊に協力しない】 

避妊に協力しないことが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われた場合、それをどのよ

うに感じるかでは、「どんな場合でも暴力にあたる」が 73.1％と最も多く、次いで「暴力にあ

たる場合とそうでない場合がある」が 18.3％、「暴力とは思わない」が 4.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

どんな場合でも暴力にあたる
暴力にあたる場合とそうでない

場合がある
暴力とは思わない 無回答

73.1%

77.2%

69.5%

85.7%

90.0%

86.7%

85.9%

80.9%

73.2%

49.1%

28.2%

18.3%

15.3%

21.1%

14.3%

8.0%

10.7%

10.3%

17.0%

19.6%

23.6%

51.3%

4.6%

6.8%

7.1%

12.7%

7.7%

4.1%

4.7%

14.5%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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どんな場合でも
暴力にあたる

暴力にあたる
場合とそうでな
い場合がある

暴力とは思わ
ない

無回答 回答者数

全体 304 76 19 17 416

女性 166 33 6 10 215

男性 132 40 13 5 190

無回答 6 3 0 2 11

18～19歳 6 1 0 0 7

20～29歳 45 4 1 0 50

30～39歳 65 8 1 1 75

40～49歳 67 8 2 1 78

50～59歳 38 8 1 0 47

60～69歳 41 11 4 0 56

70～79歳 27 13 7 8 55

80歳以上 11 20 3 5 39

無回答 4 3 0 2 9

全体（n=416） 73.1% 18.3% 4.6% 4.1% 100.0%

女性（n=215） 77.2% 15.3% 2.8% 4.7% 100.0%

男性（n=190） 69.5% 21.1% 6.8% 2.6% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 27.3% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 90.0% 8.0% 2.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 86.7% 10.7% 1.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 85.9% 10.3% 2.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 80.9% 17.0% 2.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 73.2% 19.6% 7.1% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 49.1% 23.6% 12.7% 14.5% 100.0%

80歳以上（n=39） 28.2% 51.3% 7.7% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 33.3% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１７ あなたはこれまでに、あなたの配偶者から①～④のような行為をされたことがあり

ますか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

「身体的暴行」及び「心理的攻撃」を配偶者からされた経験がある人が「性的強要」及び「経

済的圧迫」よりもやや多く、性別でみると、男性の方が配偶者から行為をされた経験があると

回答した人が多い状況です。 

また、問 18のＤＶを受けた時の相談先については、全体では相談しなかった人のほうが多

くなっており、年代別にみると 30～69歳までの約２～３割程度の人が相談したと回答してい

ます。 

 

課 題 
県意識調査では、「身体的暴行」「心理的攻撃」「性的強要」「経済的圧迫」の全ての項目にお

いて、女性の方が配偶者からされた経験が多いですが、宮代町においては、男性におけるＤＶ

経験者も多くなっていることから、性別や年齢を問わず暴力防止に係る取組を推進していくこ

とや、すべての人が相談できる場の拡充、被害者が気軽に相談できる環境を整備・構築してい

くことが必要です。 
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【①身体的暴行】 

これまでに、配偶者から身体的暴行（例えば、殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたり、突

き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行）をされたことがあるかでは、「まったくない」が

77.4％と最も多く、次いで「一、二度あった」が 9.6％、「何度もあった」が 3.1％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一、二度あった 何度もあった まったくない 無回答

9.6%

7.4%

12.1%

12.0%

4.0%

6.4%

12.8%

12.5%

9.1%

17.9%

3.1%

4.2%

14.3%

4.3%

8.9%

5.1%

77.4%

77.2%

78.4%

71.4%

60.0%

85.3%

85.9%

80.9%

76.8%

74.5%

71.8%

9.9%

11.2%

7.4%

14.3%

26.0%

9.3%

6.4%

16.4%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  一、二度
あった

何度もあっ
た

まったくない 無回答 回答者数

全体 40 13 322 41 416

女性 16 9 166 24 215

男性 23 4 149 14 190

無回答 1 0 7 3 11

18～19歳 0 1 5 1 7

20～29歳 6 1 30 13 50

30～39歳 3 1 64 7 75

40～49歳 5 1 67 5 78

50～59歳 6 2 38 1 47

60～69歳 7 5 43 1 56

70～79歳 5 0 41 9 55

80歳以上 7 2 28 2 39

無回答 1 0 6 2 9

全体（n=416） 9.6% 3.1% 77.4% 9.9% 100.0%

女性（n=215） 7.4% 4.2% 77.2% 11.2% 100.0%

男性（n=190） 12.1% 2.1% 78.4% 7.4% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 63.6% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 71.4% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 12.0% 2.0% 60.0% 26.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 4.0% 1.3% 85.3% 9.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 6.4% 1.3% 85.9% 6.4% 100.0%

50～59歳（n=47） 12.8% 4.3% 80.9% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 12.5% 8.9% 76.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 9.1% 0.0% 74.5% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 5.1% 71.8% 5.1% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 66.7% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②心理的攻撃】 

これまでに、配偶者から心理的攻撃（例えば、人格を否定するような暴言、交友関係や行き

先、電話・メールなどを細かく監視したり、長期間無視するなどの精神的な嫌がらせなど）を

されたことがあるかでは、「まったくない」が 74.8％と最も多く、次いで「一、二度あった」

が 10.3％、「何度もあった」が 5.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、二度あった 何度もあった まったくない 無回答

10.3%

8.8%

12.1%

8.0%

8.0%

10.3%

17.0%

12.5%

3.6%

17.9%

5.0%

5.1%

5.3%

14.3%

4.0%

5.1%

10.6%

5.4%

3.6%

5.1%

74.8%

74.9%

75.3%

71.4%

62.0%

80.0%

78.2%

70.2%

80.4%

76.4%

71.8%

9.9%

11.2%

7.4%

14.3%

26.0%

9.3%

6.4%

16.4%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  一、二度
あった

何度もあっ
た

まったくない 無回答 回答者数

全体 43 21 311 41 416

女性 19 11 161 24 215

男性 23 10 143 14 190

無回答 1 0 7 3 11

18～19歳 0 1 5 1 7

20～29歳 4 2 31 13 50

30～39歳 6 2 60 7 75

40～49歳 8 4 61 5 78

50～59歳 8 5 33 1 47

60～69歳 7 3 45 1 56

70～79歳 2 2 42 9 55

80歳以上 7 2 28 2 39

無回答 1 0 6 2 9

全体（n=416） 10.3% 5.0% 74.8% 9.9% 100.0%

女性（n=215） 8.8% 5.1% 74.9% 11.2% 100.0%

男性（n=190） 12.1% 5.3% 75.3% 7.4% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 63.6% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 71.4% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 8.0% 4.0% 62.0% 26.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 8.0% 2.7% 80.0% 9.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 10.3% 5.1% 78.2% 6.4% 100.0%

50～59歳（n=47） 17.0% 10.6% 70.2% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 12.5% 5.4% 80.4% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 3.6% 76.4% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 5.1% 71.8% 5.1% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 66.7% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③性的強要】 

これまでに、配偶者から性的強要（例えば、いやがっているのに、性的な行為を強要される、

見たくないのにポルノ映像等を見せられる、避妊に協力しないなど）をされたことがあるかで

は、「まったくない」が 84.9％と最も多く、次いで「一、二度あった」が 3.6％、「何度もあっ

た」が 1.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、二度あった 何度もあった まったくない 無回答

3.6%

5.6%

4.0%

3.8%

5.4%

3.6%

7.7%

8.9%

84.9%

80.5%

91.1%

85.7%

74.0%

86.7%

89.7%

93.6%

83.9%

80.0%

87.2%

9.9%

11.2%

7.4%

14.3%

26.0%

9.3%

6.4%

16.4%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  一、二度
あった

何度もあっ
た

まったくない 無回答 回答者数

全体 15 7 353 41 416

女性 12 6 173 24 215

男性 3 0 173 14 190

無回答 0 1 7 3 11

18～19歳 0 0 6 1 7

20～29歳 0 0 37 13 50

30～39歳 3 0 65 7 75

40～49歳 3 0 70 5 78

50～59歳 1 1 44 1 47

60～69歳 3 5 47 1 56

70～79歳 2 0 44 9 55

80歳以上 3 0 34 2 39

無回答 0 1 6 2 9

全体（n=416） 3.6% 1.7% 84.9% 9.9% 100.0%

女性（n=215） 5.6% 2.8% 80.5% 11.2% 100.0%

男性（n=190） 1.6% 0.0% 91.1% 7.4% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 9.1% 63.6% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 85.7% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 0.0% 74.0% 26.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 4.0% 0.0% 86.7% 9.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 3.8% 0.0% 89.7% 6.4% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 2.1% 93.6% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 8.9% 83.9% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 3.6% 0.0% 80.0% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 0.0% 87.2% 5.1% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 66.7% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④経済的圧迫】 

これまでに、配偶者から経済的圧迫（例えば、生活費を渡されない、貯金を勝手に使われる、

外で働くことを妨害されるなど）をされたことがあるかでは、「まったくない」が 86.5％と最

も多く、次いで「一、二度あった」が 2.4％、「何度もあった」が 1.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.7%

3.6%

5.1%

6.4%

86.5%

83.3%

91.1%

85.7%

74.0%

89.3%

89.7%

89.4%

92.9%

81.8%

89.7%

9.9%

11.2%

7.4%

14.3%

26.0%

9.3%

6.4%

16.4%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

一、二度あった 何度もあった まったくない 無回答
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  一、二度
あった

何度もあっ
た

まったくない 無回答 回答者数

全体 10 5 360 41 416

女性 8 4 179 24 215

男性 2 1 173 14 190

無回答 0 0 8 3 11

18～19歳 0 0 6 1 7

20～29歳 0 0 37 13 50

30～39歳 1 0 67 7 75

40～49歳 2 1 70 5 78

50～59歳 1 3 42 1 47

60～69歳 2 1 52 1 56

70～79歳 1 0 45 9 55

80歳以上 2 0 35 2 39

無回答 1 0 6 2 9

全体（n=416） 2.4% 1.2% 86.5% 9.9% 100.0%

女性（n=215） 3.7% 1.9% 83.3% 11.2% 100.0%

男性（n=190） 1.1% 0.5% 91.1% 7.4% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 72.7% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 85.7% 14.3% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 0.0% 74.0% 26.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 1.3% 0.0% 89.3% 9.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 2.6% 1.3% 89.7% 6.4% 100.0%

50～59歳（n=47） 2.1% 6.4% 89.4% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 1.8% 92.9% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 0.0% 81.8% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 0.0% 89.7% 5.1% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 66.7% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問１８ あなたは、相手から受けた行為について、誰かに打ち明けたり、相談したりしました
か。（１つだけに○） 

 

相手から受けた行為について、誰かに打ち明けたり、相談したりしたかでは、「相談しよう

とは思わなかった」が 35.3％と最も多く、次いで「相談した」が 21.4％、「相談できなかっ

た」が 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談した 相談できなかった
相談しようとは思わな

かった
無回答

21.4%

27.9%

15.3%

42.9%

18.0%

25.3%

24.4%

23.4%

28.6%

14.5%

7.7%

4.3%

4.7%

4.2%

4.0%

4.0%

6.4%

3.6%

5.5%

5.1%

35.3%

23.3%

48.9%

14.3%

28.0%

34.7%

38.5%

36.2%

30.4%

40.0%

41.0%

38.9%

44.2%

31.6%

42.9%

50.0%

36.0%

30.8%

38.3%

37.5%

40.0%

46.2%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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相談した
相談できな
かった

相談しようと
は思わな
かった

無回答 回答者数

全体 89 18 147 162 416

女性 60 10 50 95 215

男性 29 8 93 60 190

無回答 0 0 4 7 11

18～19歳 3 0 1 3 7

20～29歳 9 2 14 25 50

30～39歳 19 3 26 27 75

40～49歳 19 5 30 24 78

50～59歳 11 1 17 18 47

60～69歳 16 2 17 21 56

70～79歳 8 3 22 22 55

80歳以上 3 2 16 18 39

無回答 1 0 4 4 9

全体（n=416） 21.4% 4.3% 35.3% 38.9% 100.0%

女性（n=215） 27.9% 4.7% 23.3% 44.2% 100.0%

男性（n=190） 15.3% 4.2% 48.9% 31.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 36.4% 63.6% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 0.0% 14.3% 42.9% 100.0%

20～29歳（n=50） 18.0% 4.0% 28.0% 50.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 25.3% 4.0% 34.7% 36.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 24.4% 6.4% 38.5% 30.8% 100.0%

50～59歳（n=47） 23.4% 2.1% 36.2% 38.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 28.6% 3.6% 30.4% 37.5% 100.0%

70～79歳（n=55） 14.5% 5.5% 40.0% 40.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 5.1% 41.0% 46.2% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 44.4% 44.4% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問１８で、「１．相談した」と回答した方にお聞きしました 

問１８－１ あなたが、相談した人（場所）を教えてください。（あてはまるものすべてに○） 

 

相談した人（場所）については、「家族・親せき」が 62.9％と最も多く、次いで「友人・知

人」が 61.8％、「国・県・町の相談窓口・電話相談など」が 4.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族・親せき 友人・知人 警察 国・県・町の相談窓口・
電話相談など

弁護士 医師・カウンセラー 民間の相談機関 その他 無回答

62.9%

66.7%

55.2%

100.0%

55.6%

52.6%

57.9%

54.5%

68.8%

87.5%

66.7%

61.8%

60.0%

65.5%

33.3%

77.8%

57.9%

73.7%

72.7%

50.0%

62.5%

33.3%

6.9%

11.1%

5.3%

9.1%

12.5%

6.3%

12.5%

5.0%

33.3%

5.3%

9.1%

全体（n=89）

【性別】

女性（n=60）

男性（n=29）

【年齢別】

18～19歳（n=3）

20～29歳（n=9）

30～39歳（n=19）

40～49歳（n=19）

50～59歳（n=11）

60～69歳（n=16）

70～79歳（n=8）

80歳以上（n=3）
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家族・親せ
き

友人・知人 警察

国・県・町
の相談窓
口・電話相
談など

弁護士
医師・カウ
ンセラー

民間の相
談機関

その他 無回答 回答者数 非該当 合計

全体 56 55 0 4 2 3 1 0 0 89 327 416

女性 40 36 0 2 1 3 1 0 0 60 155 215

男性 16 19 0 2 1 0 0 0 0 29 161 190

無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 11

18～19歳 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 7

20～29歳 5 7 0 1 0 0 0 0 0 9 41 50

30～39歳 10 11 0 0 0 1 0 0 0 19 56 75

40～49歳 11 14 0 1 0 0 0 0 0 19 59 78

50～59歳 6 8 0 1 0 1 0 0 0 11 36 47

60～69歳 11 8 0 0 1 0 0 0 0 16 40 56

70～79歳 7 5 0 1 1 0 1 0 0 8 47 55

80歳以上 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 36 39

無回答 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9

全体（n=89） 62.9% 61.8% 0.0% 4.5% 2.2% 3.4% 1.1% 0.0% 0.0%

女性（n=60） 66.7% 60.0% 0.0% 3.3% 1.7% 5.0% 1.7% 0.0% 0.0%

男性（n=29） 55.2% 65.5% 0.0% 6.9% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

無回答（n=2） 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

18～19歳（n=3） 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=9） 55.6% 77.8% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30～39歳（n=19） 52.6% 57.9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0%

40～49歳（n=19） 57.9% 73.7% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

50～59歳（n=11） 54.5% 72.7% 0.0% 9.1% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0%

60～69歳（n=16） 68.8% 50.0% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

70～79歳（n=8） 87.5% 62.5% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%

80歳以上（n=3） 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

無回答（n=1） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【年齢別】

【性別】

【年齢別】

【性別】
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◎問１８で、「２．相談できなかった」または「３．相談しようとは思わなかった」と回答し

た方にお聞きしました 

問１８-２ あなたが、誰（どこ）にも相談できなかったのはなぜですか。（あてはまるものす

べてに○） 

 

誰（どこ）にも相談できなかった理由については、「相談するほどのことではないと思った」

が 57.0％と最も多く、次いで「自分に悪いところがあると思った」が 18.8％、「相談しても

無駄だと思った」、「自分さえ我慢すれば、このまま何とかやっていくことができると思った」

が 18.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰（どこ）に相談
してよいのかわ
からなかった

恥ずかしくて誰
にも言えなかっ
た

相談しても無駄
だと思った

相談したことが
わかると、仕返
しを受けたり、
もっとひどい暴
力を振るわれる
と思った

相談窓口の担
当者の言動によ
り、不快な思い
をすると思った

自分さえ我慢す
れば、このまま
何とかやってい
くことができると
思った

他人を巻き込み
たくない

思い出したくない 自分に悪いとこ
ろがあると思っ
た

相談するほどの
ことではないと
思った

その他 無回答

8.5%

13.3%

5.0%

12.5%

10.3%

5.7%

11.1%

10.5%

12.0%

9.7%

10.0%

9.9%

12.5%

10.3%

11.1%

21.1%

12.0%

5.6%

18.2%

18.3%

18.8%

100.0%

12.5%

13.8%

8.6%

26.3%

32.0%

33.3%

3.6%

3.3%

4.0%

8.6%

5.6%

8.0%

3.3%

6.3%

5.7%

4.0%

18.2%

26.7%

12.9%

6.9%

11.4%

11.1%

31.6%

28.0%

38.9%

12.1%

10.0%

13.9%

6.3%

3.4%

5.6%

21.1%

28.0%

27.8%

9.1%

13.3%

6.9%

6.3%

6.9%

8.6%

16.7%

10.5%

8.0%

11.1%

18.8%

8.3%

23.8%

25.0%

13.8%

8.6%

22.2%

15.8%

12.0%

44.4%

57.0%

51.7%

60.4%

50.0%

48.3%

51.4%

66.7%

57.9%

72.0%

61.1%

16.4%

21.7%

13.9%

25.0%

37.9%

20.0%

11.1%

5.3%

8.0%

全体（n=165）

【性別】

女性（n=60）

男性（n=101）

【年齢別】

18～19歳（n=1）

20～29歳（n=16）

30～39歳（n=29）

40～49歳（n=35）

50～59歳（n=18）

60～69歳（n=19）

70～79歳（n=25）

80歳以上（n=18）



 

168 

 

  誰（どこ）に相談し
てよいのかわから

なかった

恥ずかしくて誰にも
言えなかった

相談しても無駄だ
と思った

相談したことがわ
かると、仕返しを受
けたり、もっとひど
い暴力を振るわれ

ると思った

相談窓口の担当者
の言動により、不
快な思いをすると

思った

自分さえ我慢すれ
ば、このまま何とか
やっていくことがで
きると思った

全体 14 16 30 6 4 30

【性別】

女性 8 6 11 2 2 16

男性 5 10 19 4 2 13

無回答 1 0 0 0 0 1

【年齢別】

18～19歳 0 0 1 0 0 0

20～29歳 2 2 2 0 1 0

30～39歳 3 3 4 0 0 2

40～49歳 2 1 3 3 2 4

50～59歳 2 2 0 1 0 2

60～69歳 2 4 5 0 0 6

70～79歳 3 3 8 2 1 7

80歳以上 0 1 6 0 0 7

無回答 0 0 1 0 0 2

全体（n=165） 8.5% 9.7% 18.2% 3.6% 2.4% 18.2%

【性別】

女性（n=60） 13.3% 10.0% 18.3% 3.3% 3.3% 26.7%

男性（n=101） 5.0% 9.9% 18.8% 4.0% 2.0% 12.9%

無回答（n=4） 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%

【年齢別】

18～19歳（n=1） 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20～29歳（n=16） 12.5% 12.5% 12.5% 0.0% 6.3% 0.0%

30～39歳（n=29） 10.3% 10.3% 13.8% 0.0% 0.0% 6.9%

40～49歳（n=35） 5.7% 2.9% 8.6% 8.6% 5.7% 11.4%

50～59歳（n=18） 11.1% 11.1% 0.0% 5.6% 0.0% 11.1%

60～69歳（n=19） 10.5% 21.1% 26.3% 0.0% 0.0% 31.6%

70～79歳（n=25） 12.0% 12.0% 32.0% 8.0% 4.0% 28.0%

80歳以上（n=18） 0.0% 5.6% 33.3% 0.0% 0.0% 38.9%

無回答（n=4） 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 50.0%
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他人を巻き込みた
くない

思い出したくない
自分に悪いところ
があると思った

相談するほどのこ
とではないと思った

その他 無回答 回答者数

20 15 31 94 27 3 165

6 8 5 31 13 0 60

14 7 24 61 14 3 101

0 0 2 2 0 0 4

0 0 0 0 0 0 1

1 1 4 8 4 0 16

1 2 4 14 11 1 29

1 3 3 18 7 1 35

1 3 4 12 2 0 18

4 2 3 11 1 0 19

7 2 3 18 2 1 25

5 2 8 11 0 0 18

0 0 2 2 0 0 4

12.1% 9.1% 18.8% 57.0% 16.4% 1.8%

10.0% 13.3% 8.3% 51.7% 21.7% 0.0%

13.9% 6.9% 23.8% 60.4% 13.9% 3.0%

0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6.3% 6.3% 25.0% 50.0% 25.0% 0.0%

3.4% 6.9% 13.8% 48.3% 37.9% 3.4%

2.9% 8.6% 8.6% 51.4% 20.0% 2.9%

5.6% 16.7% 22.2% 66.7% 11.1% 0.0%

21.1% 10.5% 15.8% 57.9% 5.3% 0.0%

28.0% 8.0% 12.0% 72.0% 8.0% 4.0%

27.8% 11.1% 44.4% 61.1% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%
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問１９ 次のような行為（不愉快な行為）について、あなたの経験を教えてください。（それ
ぞれあてはまるものすべてに〇） 

 

【①卑わいな話をする】 

卑わいな話をするという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 41.3％と最も

多く、次いで「見聞きしたことがある」が 31.5％、「受けたことがある」が 14.7％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答

14.7%

20.9%

8.4%

14.3%

22.0%

29.3%

16.7%

8.5%

12.5%

5.5%

8.9%

4.2%

14.2%

6.0%

12.0%

9.0%

8.5%

12.5%

5.5%

10.3%

31.5%

27.0%

37.4%

42.9%

30.0%

36.0%

35.9%

38.3%

37.5%

20.0%

15.4%

41.3%

42.8%

40.5%

57.1%

38.0%

37.3%

46.2%

38.3%

35.7%

43.6%

51.3%

9.4%

9.3%

7.4%

6.0%

6.4%

7.1%

25.5%

23.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 61 37 131 172 39 416

女性 45 9 58 92 20 215

男性 16 27 71 77 14 190

無回答 0 1 2 3 5 11

18～19歳 1 0 3 4 0 7

20～29歳 11 3 15 19 3 50

30～39歳 22 9 27 28 2 75

40～49歳 13 7 28 36 0 78

50～59歳 4 4 18 18 3 47

60～69歳 7 7 21 20 4 56

70～79歳 3 3 11 24 14 55

80歳以上 0 4 6 20 9 39

無回答 0 0 2 3 4 9

全体（n=416） 14.7% 8.9% 31.5% 41.3% 9.4%

女性（n=215） 20.9% 4.2% 27.0% 42.8% 9.3%

男性（n=190） 8.4% 14.2% 37.4% 40.5% 7.4%

無回答（n=11） 0.0% 9.1% 18.2% 27.3% 45.5%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 42.9% 57.1% 0.0%

20～29歳（n=50） 22.0% 6.0% 30.0% 38.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 29.3% 12.0% 36.0% 37.3% 2.7%

40～49歳（n=78） 16.7% 9.0% 35.9% 46.2% 0.0%

50～59歳（n=47） 8.5% 8.5% 38.3% 38.3% 6.4%

60～69歳（n=56） 12.5% 12.5% 37.5% 35.7% 7.1%

70～79歳（n=55） 5.5% 5.5% 20.0% 43.6% 25.5%

80歳以上（n=39） 0.0% 10.3% 15.4% 51.3% 23.1%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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【②「女（男）のくせに」「女（男）だから」と言う】 

「女（男）のくせに」「女（男）だから」と言う行為の経験があるかでは、「見聞きしたこと

がある」が 36.8％と最も多く、次いで「経験したことはない」が 30.5％、「受けたことがあ

る」が 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9%

22.8%

18.9%

14.3%

30.0%

28.0%

23.1%

21.3%

21.4%

10.9%

5.1%

9.9%

5.1%

15.8%

4.0%

10.7%

14.1%

8.5%

14.3%

7.3%

10.3%

36.8%

38.6%

35.8%

42.9%

30.0%

40.0%

39.7%

36.2%

46.4%

32.7%

30.8%

30.5%

30.2%

31.6%

57.1%

34.0%

37.3%

30.8%

29.8%

19.6%

27.3%

30.8%

8.2%

7.9%

6.3%

6.0%

6.4%

3.6%

21.8%

23.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 87 41 153 127 34 416

女性 49 11 83 65 17 215

男性 36 30 68 60 12 190

無回答 2 0 2 2 5 11

18～19歳 1 0 3 4 0 7

20～29歳 15 2 15 17 3 50

30～39歳 21 8 30 28 1 75

40～49歳 18 11 31 24 0 78

50～59歳 10 4 17 14 3 47

60～69歳 12 8 26 11 2 56

70～79歳 6 4 18 15 12 55

80歳以上 2 4 12 12 9 39

無回答 2 0 1 2 4 9

全体（n=416） 20.9% 9.9% 36.8% 30.5% 8.2%

女性（n=215） 22.8% 5.1% 38.6% 30.2% 7.9%

男性（n=190） 18.9% 15.8% 35.8% 31.6% 6.3%

無回答（n=11） 18.2% 0.0% 18.2% 18.2% 45.5%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 42.9% 57.1% 0.0%

20～29歳（n=50） 30.0% 4.0% 30.0% 34.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 28.0% 10.7% 40.0% 37.3% 1.3%

40～49歳（n=78） 23.1% 14.1% 39.7% 30.8% 0.0%

50～59歳（n=47） 21.3% 8.5% 36.2% 29.8% 6.4%

60～69歳（n=56） 21.4% 14.3% 46.4% 19.6% 3.6%

70～79歳（n=55） 10.9% 7.3% 32.7% 27.3% 21.8%

80歳以上（n=39） 5.1% 10.3% 30.8% 30.8% 23.1%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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【③身体に触れる】 

身体に触れるという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 51.0％と最も多く、

次いで「受けたことがある」が 20.9％、「見聞きしたことがある」が 17.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9%

31.6%

9.5%

14.3%

28.0%

33.3%

29.5%

17.0%

19.6%

3.6%

7.0%

3.3%

11.1%

9.3%

7.7%

14.9%

3.6%

9.1%

17.8%

14.4%

22.1%

28.6%

12.0%

28.0%

19.2%

23.4%

17.9%

7.3%

10.3%

51.0%

47.4%

56.3%

71.4%

54.0%

40.0%

51.3%

38.3%

55.4%

60.0%

66.7%

7.9%

7.4%

6.3%

6.0%

6.4%

3.6%

20.0%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 87 29 74 212 33 416

女性 68 7 31 102 16 215

男性 18 21 42 107 12 190

無回答 1 1 1 3 5 11

18～19歳 1 0 2 5 0 7

20～29歳 14 1 6 27 3 50

30～39歳 25 7 21 30 2 75

40～49歳 23 6 15 40 1 78

50～59歳 8 7 11 18 3 47

60～69歳 11 2 10 31 2 56

70～79歳 2 5 4 33 11 55

80歳以上 1 1 4 26 7 39

無回答 2 0 1 2 4 9

全体（n=416） 20.9% 7.0% 17.8% 51.0% 7.9%

女性（n=215） 31.6% 3.3% 14.4% 47.4% 7.4%

男性（n=190） 9.5% 11.1% 22.1% 56.3% 6.3%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 9.1% 27.3% 45.5%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 28.6% 71.4% 0.0%

20～29歳（n=50） 28.0% 2.0% 12.0% 54.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 33.3% 9.3% 28.0% 40.0% 2.7%

40～49歳（n=78） 29.5% 7.7% 19.2% 51.3% 1.3%

50～59歳（n=47） 17.0% 14.9% 23.4% 38.3% 6.4%

60～69歳（n=56） 19.6% 3.6% 17.9% 55.4% 3.6%

70～79歳（n=55） 3.6% 9.1% 7.3% 60.0% 20.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 2.6% 10.3% 66.7% 17.9%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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【④交際を強く迫る】 

交際を強く迫るという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 74.0％と最も多

く、次いで「見聞きしたことがある」が 12.7％、「受けたことがある」が 3.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4%

5.6%

9.3%

3.6%

3.6%

12.7%

13.0%

12.6%

14.3%

20.0%

13.3%

11.5%

17.0%

16.1%

7.7%

74.0%

73.0%

76.8%

85.7%

74.0%

74.7%

83.3%

72.3%

73.2%

72.7%

66.7%

8.9%

8.4%

7.4%

6.0%

6.4%

5.4%

21.8%

23.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 14 5 53 308 37 416

女性 12 0 28 157 18 215

男性 2 5 24 146 14 190

無回答 0 0 1 5 5 11

18～19歳 0 0 1 6 0 7

20～29歳 0 1 10 37 3 50

30～39歳 7 0 10 56 2 75

40～49歳 2 1 9 65 1 78

50～59歳 1 1 8 34 3 47

60～69歳 1 2 9 41 3 56

70～79歳 2 0 1 40 12 55

80歳以上 1 0 3 26 9 39

無回答 0 0 2 3 4 9

全体（n=416） 3.4% 1.2% 12.7% 74.0% 8.9%

女性（n=215） 5.6% 0.0% 13.0% 73.0% 8.4%

男性（n=190） 1.1% 2.6% 12.6% 76.8% 7.4%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 9.1% 45.5% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 14.3% 85.7% 0.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 2.0% 20.0% 74.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 9.3% 0.0% 13.3% 74.7% 2.7%

40～49歳（n=78） 2.6% 1.3% 11.5% 83.3% 1.3%

50～59歳（n=47） 2.1% 2.1% 17.0% 72.3% 6.4%

60～69歳（n=56） 1.8% 3.6% 16.1% 73.2% 5.4%

70～79歳（n=55） 3.6% 0.0% 1.8% 72.7% 21.8%

80歳以上（n=39） 2.6% 0.0% 7.7% 66.7% 23.1%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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【⑤性的行為を強く迫る】 

性的行為を強く迫るという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 77.6％と最

も多く、次いで「見聞きしたことがある」が 9.4％、「受けたことがある」が 3.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1%

4.7%

8.0%

3.6%

3.6%

5.4%

9.4%

8.8%

10.0%

14.3%

8.0%

12.0%

9.0%

17.0%

10.7%

77.6%

78.6%

78.9%

85.7%

80.0%

77.3%

91.0%

76.6%

76.8%

72.7%

69.2%

8.9%

8.4%

7.4%

8.0%

6.4%

3.6%

20.0%

25.6%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 13 5 39 323 37 416

女性 10 0 19 169 18 215

男性 2 5 19 150 14 190

無回答 1 0 1 4 5 11

18～19歳 0 0 1 6 0 7

20～29歳 1 1 4 40 4 50

30～39歳 6 0 9 58 2 75

40～49歳 0 0 7 71 1 78

50～59歳 0 0 8 36 3 47

60～69歳 2 3 6 43 2 56

70～79歳 2 1 1 40 11 55

80歳以上 1 0 1 27 10 39

無回答 1 0 2 2 4 9

全体（n=416） 3.1% 1.2% 9.4% 77.6% 8.9%

女性（n=215） 4.7% 0.0% 8.8% 78.6% 8.4%

男性（n=190） 1.1% 2.6% 10.0% 78.9% 7.4%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 9.1% 36.4% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 14.3% 85.7% 0.0%

20～29歳（n=50） 2.0% 2.0% 8.0% 80.0% 8.0%

30～39歳（n=75） 8.0% 0.0% 12.0% 77.3% 2.7%

40～49歳（n=78） 0.0% 0.0% 9.0% 91.0% 1.3%

50～59歳（n=47） 0.0% 0.0% 17.0% 76.6% 6.4%

60～69歳（n=56） 3.6% 5.4% 10.7% 76.8% 3.6%

70～79歳（n=55） 3.6% 1.8% 1.8% 72.7% 20.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 0.0% 2.6% 69.2% 25.6%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 22.2% 22.2% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】



 

180 

【⑥性的なうわさをたてる】 

性的なうわさをたてるという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 75.2％と

最も多く、次いで「見聞きしたことがある」が 13.0％、「受けたことがある」が 2.2％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0%

4.0%

13.0%

13.5%

13.2%

28.6%

24.0%

14.7%

7.7%

14.9%

12.5%

7.3%

7.7%

75.2%

74.9%

76.8%

71.4%

66.0%

76.0%

91.0%

78.7%

80.4%

67.3%

64.1%

9.4%

9.3%

7.4%

6.0%

4.0%

6.4%

3.6%

21.8%

28.2%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 9 3 54 313 39 416

女性 5 1 29 161 20 215

男性 3 2 25 146 14 190

無回答 1 0 0 6 5 11

18～19歳 0 0 2 5 0 7

20～29歳 2 0 12 33 3 50

30～39歳 3 1 11 57 3 75

40～49歳 1 0 6 71 1 78

50～59歳 0 0 7 37 3 47

60～69歳 1 1 7 45 2 56

70～79歳 1 1 4 37 12 55

80歳以上 0 0 3 25 11 39

無回答 1 0 2 3 4 9

全体（n=416） 2.2% 0.7% 13.0% 75.2% 9.4%

女性（n=215） 2.3% 0.5% 13.5% 74.9% 9.3%

男性（n=190） 1.6% 1.1% 13.2% 76.8% 7.4%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 54.5% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 28.6% 71.4% 0.0%

20～29歳（n=50） 4.0% 0.0% 24.0% 66.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 4.0% 1.3% 14.7% 76.0% 4.0%

40～49歳（n=78） 1.3% 0.0% 7.7% 91.0% 1.3%

50～59歳（n=47） 0.0% 0.0% 14.9% 78.7% 6.4%

60～69歳（n=56） 1.8% 1.8% 12.5% 80.4% 3.6%

70～79歳（n=55） 1.8% 1.8% 7.3% 67.3% 21.8%

80歳以上（n=39） 0.0% 0.0% 7.7% 64.1% 28.2%

無回答（n=9） 11.1% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】



 

182 

【⑦結婚や交際について聞く】 

結婚や交際について聞くという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 41.3％

と最も多く、次いで「見聞きしたことがある」が 25.2％、「受けたことがある」が 20.0％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.0%

27.9%

11.1%

36.0%

37.3%

24.4%

12.8%

12.5%

3.6%

14.2%

10.2%

19.5%

14.3%

18.0%

20.0%

19.2%

14.9%

7.1%

10.9%

5.1%

25.2%

22.8%

28.4%

28.6%

22.0%

30.7%

21.8%

31.9%

37.5%

20.0%

10.3%

41.3%

40.0%

44.2%

57.1%

36.0%

37.3%

42.3%

36.2%

44.6%

43.6%

53.8%

9.1%

9.3%

6.8%

6.0%

6.4%

3.6%

21.8%

28.2%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 83 59 105 172 38 416

女性 60 22 49 86 20 215

男性 21 37 54 84 13 190

無回答 2 0 2 2 5 11

18～19歳 0 1 2 4 0 7

20～29歳 18 9 11 18 3 50

30～39歳 28 15 23 28 2 75

40～49歳 19 15 17 33 1 78

50～59歳 6 7 15 17 3 47

60～69歳 7 4 21 25 2 56

70～79歳 2 6 11 24 12 55

80歳以上 1 2 4 21 11 39

無回答 2 0 1 2 4 9

全体（n=416） 20.0% 14.2% 25.2% 41.3% 9.1%

女性（n=215） 27.9% 10.2% 22.8% 40.0% 9.3%

男性（n=190） 11.1% 19.5% 28.4% 44.2% 6.8%

無回答（n=11） 18.2% 0.0% 18.2% 18.2% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 57.1% 0.0%

20～29歳（n=50） 36.0% 18.0% 22.0% 36.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 37.3% 20.0% 30.7% 37.3% 2.7%

40～49歳（n=78） 24.4% 19.2% 21.8% 42.3% 1.3%

50～59歳（n=47） 12.8% 14.9% 31.9% 36.2% 6.4%

60～69歳（n=56） 12.5% 7.1% 37.5% 44.6% 3.6%

70～79歳（n=55） 3.6% 10.9% 20.0% 43.6% 21.8%

80歳以上（n=39） 2.6% 5.1% 10.3% 53.8% 28.2%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】



 

184 

【⑧容姿について話題にする】 

容姿について話題にするという行為の経験があるかでは、「経験したことはない」が 36.3％

と最も多く、次いで「見聞きしたことがある」が 30.0％、「受けたことがある」が 20.2％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2%

26.5%

13.7%

14.3%

36.0%

36.0%

21.8%

21.3%

12.5%

3.6%

15.9%

11.6%

21.6%

16.0%

21.3%

17.9%

17.0%

17.9%

10.9%

10.3%

30.0%

30.2%

30.0%

57.1%

20.0%

36.0%

30.8%

29.8%

39.3%

27.3%

20.5%

36.3%

34.4%

39.5%

42.9%

38.0%

33.3%

39.7%

29.8%

32.1%

36.4%

48.7%

8.4%

8.4%

6.3%

6.0%

6.4%

3.6%

21.8%

20.5%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答



 

185 

  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 84 66 125 151 35 416

女性 57 25 65 74 18 215

男性 26 41 57 75 12 190

無回答 1 0 3 2 5 11

18～19歳 1 0 4 3 0 7

20～29歳 18 8 10 19 3 50

30～39歳 27 16 27 25 2 75

40～49歳 17 14 24 31 1 78

50～59歳 10 8 14 14 3 47

60～69歳 7 10 22 18 2 56

70～79歳 2 6 15 20 12 55

80歳以上 0 4 8 19 8 39

無回答 2 0 1 2 4 9

全体（n=416） 20.2% 15.9% 30.0% 36.3% 8.4%

女性（n=215） 26.5% 11.6% 30.2% 34.4% 8.4%

男性（n=190） 13.7% 21.6% 30.0% 39.5% 6.3%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 27.3% 18.2% 45.5%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 57.1% 42.9% 0.0%

20～29歳（n=50） 36.0% 16.0% 20.0% 38.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 36.0% 21.3% 36.0% 33.3% 2.7%

40～49歳（n=78） 21.8% 17.9% 30.8% 39.7% 1.3%

50～59歳（n=47） 21.3% 17.0% 29.8% 29.8% 6.4%

60～69歳（n=56） 12.5% 17.9% 39.3% 32.1% 3.6%

70～79歳（n=55） 3.6% 10.9% 27.3% 36.4% 21.8%

80歳以上（n=39） 0.0% 10.3% 20.5% 48.7% 20.5%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 11.1% 22.2% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】



 

186 

【⑨帰宅途中などに後をつけたり、つきまとったりする】 

帰宅途中などに後をつけたり、つきまとったりするという行為の経験があるかでは、「経験

したことはない」が 76.7％と最も多く、次いで「受けたことがある」が 7.5％、「見聞きした

ことがある」が 7.0％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答

7.5%

13.5%

14.3%

12.0%

12.0%

7.7%

6.4%

5.4%

3.6%

7.0%

4.7%

8.9%

14.3%

8.0%

8.0%

5.1%

12.8%

5.4%

3.6%

76.7%

73.5%

82.6%

71.4%

74.0%

77.3%

85.9%

74.5%

85.7%

69.1%

71.8%

8.7%

7.9%

7.4%

6.0%

6.4%

3.6%

21.8%

23.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 31 2 29 319 36 416

女性 29 2 10 158 17 215

男性 2 0 17 157 14 190

無回答 0 0 2 4 5 11

18～19歳 1 0 1 5 0 7

20～29歳 6 0 4 37 3 50

30～39歳 9 0 6 58 2 75

40～49歳 6 1 4 67 1 78

50～59歳 3 0 6 35 3 47

60～69歳 3 0 3 48 2 56

70～79歳 2 1 2 38 12 55

80歳以上 1 0 1 28 9 39

無回答 0 0 2 3 4 9

全体（n=416） 7.5% 0.5% 7.0% 76.7% 8.7%

女性（n=215） 13.5% 0.9% 4.7% 73.5% 7.9%

男性（n=190） 1.1% 0.0% 8.9% 82.6% 7.4%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 18.2% 36.4% 45.5%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 14.3% 71.4% 0.0%

20～29歳（n=50） 12.0% 0.0% 8.0% 74.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 0.0% 8.0% 77.3% 2.7%

40～49歳（n=78） 7.7% 1.3% 5.1% 85.9% 1.3%

50～59歳（n=47） 6.4% 0.0% 12.8% 74.5% 6.4%

60～69歳（n=56） 5.4% 0.0% 5.4% 85.7% 3.6%

70～79歳（n=55） 3.6% 1.8% 3.6% 69.1% 21.8%

80歳以上（n=39） 2.6% 0.0% 2.6% 71.8% 23.1%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 22.2% 33.3% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】



 

188 

【⑩ヌード写真や卑わいな雑誌を目のつくところに置いたり、貼ったりする】 

ヌード写真や卑わいな雑誌を目のつくところに置いたり、貼ったりするという行為の経験が

あるかでは、「経験したことはない」が 82.9％と最も多く、次いで「見聞きしたことがある」

が 5.8％、「受けたことがある」が 1.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8%

4.3%

5.8%

5.1%

6.3%

14.3%

4.0%

8.0%

3.8%

10.6%

5.4%

3.6%

82.9%

84.7%

83.7%

85.7%

88.0%

88.0%

89.7%

78.7%

91.1%

70.9%

8.7%

7.9%

7.4%

6.0%

6.4%

3.6%

21.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

受けたことがある したことがある 見聞きしたことがある 経験したことはない 無回答



 

189 

  受けたこと
がある

したことが
ある

見聞きした
ことがある

経験したこ
とはない

無回答 回答者数

全体 7 6 24 345 36 416

女性 5 2 11 182 17 215

男性 1 4 12 159 14 190

無回答 1 0 1 4 5 11

18～19歳 0 0 1 6 0 7

20～29歳 1 0 2 44 3 50

30～39歳 0 1 6 66 2 75

40～49歳 3 2 3 70 1 78

50～59歳 2 0 5 37 3 47

60～69歳 0 1 3 51 2 56

70～79歳 1 1 2 39 12 55

80歳以上 0 1 1 28 9 39

無回答 0 0 1 4 4 9

全体（n=416） 1.7% 1.4% 5.8% 82.9% 8.7%

女性（n=215） 2.3% 0.9% 5.1% 84.7% 7.9%

男性（n=190） 0.5% 2.1% 6.3% 83.7% 7.4%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 9.1% 36.4% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 14.3% 85.7% 0.0%

20～29歳（n=50） 2.0% 0.0% 4.0% 88.0% 6.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 1.3% 8.0% 88.0% 2.7%

40～49歳（n=78） 3.8% 2.6% 3.8% 89.7% 1.3%

50～59歳（n=47） 4.3% 0.0% 10.6% 78.7% 6.4%

60～69歳（n=56） 0.0% 1.8% 5.4% 91.1% 3.6%

70～79歳（n=55） 1.8% 1.8% 3.6% 70.9% 21.8%

80歳以上（n=39） 0.0% 2.6% 2.6% 71.8% 23.1%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 11.1% 44.4% 44.4%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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健康について 

 

問２０ あなたは、この 1年間に健康診断や健診を受けましたか。（１つだけに〇） 

 

健康診断の受診の有無については、約８割の人が男女ともに受診しております。女性の健康

増進支援については、20～59歳の幅広い年代において「乳がん・子宮がん検診等、女性に多

い疾病に関する予防対策」が最も多くなっています。また、比較的年代が高い 50歳以上にお

いては「女性のための健康教育・健康相談」が約４～５割と他の年代と比較するとやや多く、

20～39歳においては「妊娠・出産期における母子保健サービスの充実」が多くなっています。 

 

課 題 
生活習慣病等予防の観点から年１回以上の健診を促していくことや、健診結果を参考に自身

の健康管理に役立てていくことが重要です。 

女性の健康増進支援においては、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの考え方に沿って、年

代も考慮し、多種多様な支援策を充実させていくことや支援策の内容を誰もが分かりやすく周

知していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.0%

78.1%

84.7%

85.7%

78.0%

82.7%

82.1%

87.2%

87.5%

74.5%

69.2%

14.9%

17.7%

12.1%

14.3%

22.0%

14.7%

17.9%

10.6%

10.7%

16.4%

12.8%

5.0%

4.2%

3.2%

9.1%

17.9%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

受けた 受けなかった 無回答
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  受けた 受けなかった 無回答 回答者数

全体 333 62 21 416

女性 168 38 9 215

男性 161 23 6 190

無回答 4 1 6 11

18～19歳 6 1 0 7

20～29歳 39 11 0 50

30～39歳 62 11 2 75

40～49歳 64 14 0 78

50～59歳 41 5 1 47

60～69歳 49 6 1 56

70～79歳 41 9 5 55

80歳以上 27 5 7 39

無回答 4 0 5 9

全体（n=416） 80.0% 14.9% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 78.1% 17.7% 4.2% 100.0%

男性（n=190） 84.7% 12.1% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 9.1% 54.5% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 78.0% 22.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 82.7% 14.7% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 82.1% 17.9% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 87.2% 10.6% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 87.5% 10.7% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 74.5% 16.4% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 69.2% 12.8% 17.9% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 0.0% 55.6% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問２１ あなたは、女性の健康増進を支援するために、どのようなことが必要だと思います
か。（〇は２つまで） 

 

女性の健康増進を支援するために、どのようなことが必要だと思うかでは、「乳がん・子宮

頸がん検診等、女性に多い疾病に関する予防対策」が 49.0％と最も多く、次いで「病院・医

院等の、女性スタッフによる女性外来の充実」が 35.3％、「女性のための健康教育・健康相談」

が 34.6％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性のための健康
教育・健康相談

女性の性に関する
相談

乳がん・子宮頸が
ん検診等、女性に
多い疾病に関する
予防対策

病院・医院等の、
女性スタッフによる
女性外来の充実

妊娠・出産期にお
ける母子保健サー
ビスの充実

心の健康に関する
相談

その他 無回答

34.6%

33.5%

37.4%

32.0%

29.3%

20.5%

44.7%

41.1%

50.9%

43.6%

4.6%

8.4%

14.3%

6.0%

6.7%

5.1%

5.5%

49.0%

47.4%

52.6%

57.1%

54.0%

54.7%

53.8%

53.2%

46.4%

36.4%

46.2%

35.3%

40.9%

28.9%

85.7%

30.0%

25.3%

42.3%

38.3%

41.1%

34.5%

35.9%

21.6%

17.7%

27.4%

34.0%

44.0%

16.7%

8.5%

17.9%

14.5%

10.3%

26.0%

27.4%

25.3%

28.6%

20.0%

25.3%

29.5%

25.5%

25.0%

23.6%

33.3%

4.3%

4.7%

4.2%

6.0%

7.7%

4.3%

5.8%

4.7%

4.7%

4.0%

10.9%

15.4%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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女性のための
健康教育・健
康相談

女性の性に関
する相談

乳がん・子宮
頸がん検診
等、女性に多
い疾病に関す
る予防対策

病院・医院等
の、女性スタッ
フによる女性
外来の充実

妊娠・出産期
における母子
保健サービス
の充実

心の健康に関
する相談

その他 無回答 回答者数

全体 144 19 204 147 90 108 18 24 416

女性 72 3 102 88 38 59 10 10 215
男性 71 16 100 55 52 48 8 9 190
無回答 1 0 2 4 0 1 0 5 11

18～19歳 0 1 4 6 0 2 0 0 7
20～29歳 16 3 27 15 17 10 3 2 50
30～39歳 22 5 41 19 33 19 4 1 75
40～49歳 16 4 42 33 13 23 6 1 78
50～59歳 21 1 25 18 4 12 2 1 47
60～69歳 23 1 26 23 10 14 1 2 56
70～79歳 28 3 20 19 8 13 0 6 55
80歳以上 17 1 18 14 4 13 1 6 39
無回答 1 0 1 0 1 2 1 5 9
全体（n=416） 34.6% 4.6% 49.0% 35.3% 21.6% 26.0% 4.3% 5.8%

女性（n=215） 33.5% 1.4% 47.4% 40.9% 17.7% 27.4% 4.7% 4.7%
男性（n=190） 37.4% 8.4% 52.6% 28.9% 27.4% 25.3% 4.2% 4.7%
無回答（n=11） 9.1% 0.0% 18.2% 36.4% 0.0% 9.1% 0.0% 45.5%

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 57.1% 85.7% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0%
20～29歳（n=50） 32.0% 6.0% 54.0% 30.0% 34.0% 20.0% 6.0% 4.0%
30～39歳（n=75） 29.3% 6.7% 54.7% 25.3% 44.0% 25.3% 5.3% 1.3%
40～49歳（n=78） 20.5% 5.1% 53.8% 42.3% 16.7% 29.5% 7.7% 1.3%
50～59歳（n=47） 44.7% 2.1% 53.2% 38.3% 8.5% 25.5% 4.3% 2.1%
60～69歳（n=56） 41.1% 1.8% 46.4% 41.1% 17.9% 25.0% 1.8% 3.6%
70～79歳（n=55） 50.9% 5.5% 36.4% 34.5% 14.5% 23.6% 0.0% 10.9%
80歳以上（n=39） 43.6% 2.6% 46.2% 35.9% 10.3% 33.3% 2.6% 15.4%
無回答（n=9） 11.1% 0.0% 11.1% 0.0% 11.1% 22.2% 11.1% 55.6%

【性別】

【性別】

【年齢別】

【年齢別】
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男女共同参画を推進するための取組について 

 

問２２ あなたは①～⑭の男女共同参画に関する社会の動きや言葉について、知っていま
すか。（それぞれ１つずつに〇） 

 

男女共同参画を推進するための取組において、ジェンダー観、ワーク・ライフ・バランスへ

の理解、セクハラやＤＶへの認識についての項目をみると、全体での性別間の大きな差異はみ

られませんでしたが、年代別にみると、年代が上がるにつれて認識の差があることがうかがえ

ます。 

 

課 題 
男女共同参画社会の実現を困難にしている社会の制度・慣行や固定的性別役割分担意識があ

ることを認識し、ジェンダーにとらわれない男女共同参画の視点に立った意識改革を推進する

とともに、様々な機会において啓発していくことが必要です。 

 

  



 

195 

【①男女共同参画社会基本法】 

男女共同参画社会基本法について知っているかでは、「聞いたことはあるが内容は知らない」

が 45.7％と最も多く、次いで「知らない」が 37.5％、「内容を知っている」が 11.8％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答

11.8%

12.1%

12.1%

57.1%

30.0%

18.7%

5.1%

8.5%

3.6%

5.5%

7.7%

45.7%

41.4%

50.0%

14.3%

46.0%

38.7%

41.0%

46.8%

55.4%

49.1%

56.4%

37.5%

41.4%

33.7%

28.6%

24.0%

40.0%

52.6%

42.6%

37.5%

29.1%

25.6%

5.0%

5.1%

4.2%

3.6%

16.4%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 49 190 156 21 416

女性 26 89 89 11 215

男性 23 95 64 8 190

無回答 0 6 3 2 11

18～19歳 4 1 2 0 7

20～29歳 15 23 12 0 50

30～39歳 14 29 30 2 75

40～49歳 4 32 41 1 78

50～59歳 4 22 20 1 47

60～69歳 2 31 21 2 56

70～79歳 3 27 16 9 55

80歳以上 3 22 10 4 39

無回答 0 3 4 2 9

全体（n=416） 11.8% 45.7% 37.5% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 12.1% 41.4% 41.4% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 12.1% 50.0% 33.7% 4.2% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 54.5% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 14.3% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 30.0% 46.0% 24.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 18.7% 38.7% 40.0% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 5.1% 41.0% 52.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 8.5% 46.8% 42.6% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 55.4% 37.5% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 49.1% 29.1% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 56.4% 25.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 33.3% 44.4% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【②第２次宮代町男女共同参画プラン】 

第２次宮代町男女共同参画プランについて知っているかでは、「知らない」が 74.8％と最も

多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が 19.2％、「内容を知っている」が 1.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6%

19.2%

21.4%

17.4%

10.0%

12.0%

17.9%

23.4%

25.0%

30.9%

25.6%

74.8%

72.1%

77.9%

100.0%

90.0%

86.7%

79.5%

74.5%

67.9%

50.9%

61.5%

4.8%

5.6%

3.2%

3.6%

16.4%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが
内容は知らない

知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 5 80 311 20 416

女性 2 46 155 12 215

男性 3 33 148 6 190

無回答 0 1 8 2 11

18～19歳 0 0 7 0 7

20～29歳 0 5 45 0 50

30～39歳 0 9 65 1 75

40～49歳 1 14 62 1 78

50～59歳 0 11 35 1 47

60～69歳 2 14 38 2 56

70～79歳 1 17 28 9 55

80歳以上 1 10 24 4 39

無回答 0 0 7 2 9

全体（n=416） 1.2% 19.2% 74.8% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 0.9% 21.4% 72.1% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 1.6% 17.4% 77.9% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 9.1% 72.7% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 0.0% 10.0% 90.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 0.0% 12.0% 86.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 1.3% 17.9% 79.5% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 0.0% 23.4% 74.5% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 25.0% 67.9% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 30.9% 50.9% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 25.6% 61.5% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 77.8% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【③男女共同参画社会】 

男女共同参画社会について知っているかでは、「知らない」が 41.3％と最も多く、次いで「聞

いたことはあるが内容は知らない」が 38.0％、「内容を知っている」が 14.9％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9%

14.9%

15.8%

57.1%

30.0%

25.3%

6.4%

10.6%

7.1%

10.9%

10.3%

38.0%

34.4%

42.1%

14.3%

40.0%

28.0%

42.3%

48.9%

46.4%

30.9%

35.9%

41.3%

44.2%

37.9%

28.6%

30.0%

44.0%

50.0%

38.3%

42.9%

38.2%

41.0%

5.8%

6.5%

4.2%

3.6%

20.0%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 62 158 172 24 416

女性 32 74 95 14 215

男性 30 80 72 8 190

無回答 0 4 5 2 11

18～19歳 4 1 2 0 7

20～29歳 15 20 15 0 50

30～39歳 19 21 33 2 75

40～49歳 5 33 39 1 78

50～59歳 5 23 18 1 47

60～69歳 4 26 24 2 56

70～79歳 6 17 21 11 55

80歳以上 4 14 16 5 39

無回答 0 3 4 2 9

全体（n=416） 14.9% 38.0% 41.3% 5.8% 100.0%

女性（n=215） 14.9% 34.4% 44.2% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 15.8% 42.1% 37.9% 4.2% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 36.4% 45.5% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 14.3% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 30.0% 40.0% 30.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 25.3% 28.0% 44.0% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 6.4% 42.3% 50.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 10.6% 48.9% 38.3% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 7.1% 46.4% 42.9% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 10.9% 30.9% 38.2% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 35.9% 41.0% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 33.3% 44.4% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【④ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）】 

ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別）について知っているかでは、「内容を知って

いる」が 45.2％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が 27.2％、「知

らない」が 22.6％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.2%

47.9%

43.7%

71.4%

62.0%

66.7%

61.5%

55.3%

25.0%

16.4%

7.7%

27.2%

25.1%

29.5%

28.6%

30.0%

21.3%

24.4%

31.9%

41.1%

25.5%

20.5%

22.6%

21.4%

23.2%

8.0%

10.7%

12.8%

12.8%

30.4%

38.2%

61.5%

5.0%

5.6%

3.7%

3.6%

20.0%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 188 113 94 21 416

女性 103 54 46 12 215

男性 83 56 44 7 190

無回答 2 3 4 2 11

18～19歳 5 2 0 0 7

20～29歳 31 15 4 0 50

30～39歳 50 16 8 1 75

40～49歳 48 19 10 1 78

50～59歳 26 15 6 0 47

60～69歳 14 23 17 2 56

70～79歳 9 14 21 11 55

80歳以上 3 8 24 4 39

無回答 2 1 4 2 9

全体（n=416） 45.2% 27.2% 22.6% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 47.9% 25.1% 21.4% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 43.7% 29.5% 23.2% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 62.0% 30.0% 8.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 66.7% 21.3% 10.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 61.5% 24.4% 12.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 55.3% 31.9% 12.8% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 25.0% 41.1% 30.4% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 16.4% 25.5% 38.2% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 7.7% 20.5% 61.5% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 11.1% 44.4% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑤ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）】 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について知っているかでは、「内容を知って

いる」が 39.7％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が 28.4％、「知

らない」が 26.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.7%

38.1%

42.6%

85.7%

60.0%

62.7%

53.8%

46.8%

16.1%

12.7%

28.4%

31.2%

25.3%

18.0%

17.3%

23.1%

25.5%

50.0%

43.6%

30.8%

26.9%

24.7%

28.9%

14.3%

22.0%

18.7%

21.8%

25.5%

30.4%

25.5%

56.4%

5.0%

6.0%

3.2%

3.6%

18.2%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

204 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 165 118 112 21 416

女性 82 67 53 13 215

男性 81 48 55 6 190

無回答 2 3 4 2 11

18～19歳 6 0 1 0 7

20～29歳 30 9 11 0 50

30～39歳 47 13 14 1 75

40～49歳 42 18 17 1 78

50～59歳 22 12 12 1 47

60～69歳 9 28 17 2 56

70～79歳 7 24 14 10 55

80歳以上 1 12 22 4 39

無回答 1 2 4 2 9

全体（n=416） 39.7% 28.4% 26.9% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 38.1% 31.2% 24.7% 6.0% 100.0%

男性（n=190） 42.6% 25.3% 28.9% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 27.3% 36.4% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 85.7% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 60.0% 18.0% 22.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 62.7% 17.3% 18.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 53.8% 23.1% 21.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 46.8% 25.5% 25.5% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 16.1% 50.0% 30.4% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 12.7% 43.6% 25.5% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 30.8% 56.4% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 22.2% 44.4% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

205 

【⑥リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ（性と生殖に関する女性の健康・権利）】 

リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ（性と生殖に関する女性の健康・権利）について知って

いるかでは、「知らない」が 71.9％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」

が 17.3％、「内容を知っている」が 5.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3%

6.0%

4.2%

14.3%

10.7%

6.4%

3.6%

5.5%

17.3%

16.3%

18.9%

26.0%

22.7%

10.3%

12.8%

28.6%

9.1%

15.4%

71.9%

71.2%

73.2%

85.7%

72.0%

65.3%

85.9%

78.7%

64.3%

63.6%

71.8%

5.5%

6.5%

3.7%

3.6%

21.8%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

206 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 22 72 299 23 416

女性 13 35 153 14 215

男性 8 36 139 7 190

無回答 1 1 7 2 11

18～19歳 1 0 6 0 7

20～29歳 1 13 36 0 50

30～39歳 8 17 49 1 75

40～49歳 2 8 67 1 78

50～59歳 3 6 37 1 47

60～69歳 2 16 36 2 56

70～79歳 3 5 35 12 55

80歳以上 1 6 28 4 39

無回答 1 1 5 2 9

全体（n=416） 5.3% 17.3% 71.9% 5.5% 100.0%

女性（n=215） 6.0% 16.3% 71.2% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 4.2% 18.9% 73.2% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 63.6% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 85.7% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 2.0% 26.0% 72.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 10.7% 22.7% 65.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 2.6% 10.3% 85.9% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 6.4% 12.8% 78.7% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 3.6% 28.6% 64.3% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 9.1% 63.6% 21.8% 100.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 15.4% 71.8% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 55.6% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

207 

【⑦セクシュアル・ハラスメント（性的な言動による嫌がらせ）】 

セクシュアル・ハラスメント（性的な言動による嫌がらせ）について知っているかでは、「内

容を知っている」が 76.2％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が

14.7％、「知らない」が 4.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.2%

76.3%

77.4%

100.0%

88.0%

94.7%

94.9%

85.1%

69.6%

43.6%

35.9%

14.7%

15.3%

13.7%

8.0%

4.0%

10.6%

23.2%

29.1%

38.5%

4.3%

3.3%

5.3%

4.0%

4.3%

3.6%

10.9%

12.8%

4.8%

5.1%

3.7%

3.6%

16.4%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

208 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 317 61 18 20 416

女性 164 33 7 11 215

男性 147 26 10 7 190

無回答 6 2 1 2 11

18～19歳 7 0 0 0 7

20～29歳 44 4 2 0 50

30～39歳 71 3 0 1 75

40～49歳 74 2 1 1 78

50～59歳 40 5 2 0 47

60～69歳 39 13 2 2 56

70～79歳 24 16 6 9 55

80歳以上 14 15 5 5 39

無回答 4 3 0 2 9

全体（n=416） 76.2% 14.7% 4.3% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 76.3% 15.3% 3.3% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 77.4% 13.7% 5.3% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 88.0% 8.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 94.7% 4.0% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 94.9% 2.6% 1.3% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 85.1% 10.6% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 69.6% 23.2% 3.6% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 43.6% 29.1% 10.9% 16.4% 100.0%

80歳以上（n=39） 35.9% 38.5% 12.8% 12.8% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 33.3% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

209 

【⑧ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス／配偶者等からの暴力）】 

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス／配偶者等からの暴力）について知っているかでは、

「内容を知っている」が 78.1％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」

が 12.0％、「知らない」が 5.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.1%

78.1%

79.5%

100.0%

92.0%

96.0%

94.9%

91.5%

73.2%

47.3%

30.8%

12.0%

12.1%

11.6%

4.0%

3.8%

4.3%

19.6%

21.8%

38.5%

5.0%

4.2%

5.8%

4.0%

4.3%

3.6%

12.7%

20.5%

4.8%

5.6%

3.2%

3.6%

18.2%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

210 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 325 50 21 20 416

女性 168 26 9 12 215

男性 151 22 11 6 190

無回答 6 2 1 2 11

18～19歳 7 0 0 0 7

20～29歳 46 2 2 0 50

30～39歳 72 2 0 1 75

40～49歳 74 3 0 1 78

50～59歳 43 2 2 0 47

60～69歳 41 11 2 2 56

70～79歳 26 12 7 10 55

80歳以上 12 15 8 4 39

無回答 4 3 0 2 9

全体（n=416） 78.1% 12.0% 5.0% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 78.1% 12.1% 4.2% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 79.5% 11.6% 5.8% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 54.5% 18.2% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 92.0% 4.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 96.0% 2.7% 0.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 94.9% 3.8% 0.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 91.5% 4.3% 4.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 73.2% 19.6% 3.6% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 47.3% 21.8% 12.7% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 30.8% 38.5% 20.5% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 33.3% 0.0% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

211 

【⑨デートＤＶ（交際相手からの暴力）】 

デートＤＶ（交際相手からの暴力）について知っているかでは、「内容を知っている」が

46.4％と最も多く、次いで「知らない」が 26.9％、「聞いたことはあるが内容は知らない」が

21.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.4%

52.1%

40.5%

57.1%

58.0%

66.7%

50.0%

59.6%

37.5%

25.5%

15.4%

21.6%

16.3%

27.4%

14.3%

12.0%

14.7%

17.9%

19.1%

35.7%

25.5%

30.8%

26.9%

26.0%

28.4%

28.6%

30.0%

17.3%

30.8%

21.3%

23.2%

29.1%

43.6%

5.0%

5.6%

3.7%

3.6%

20.0%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

212 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 193 90 112 21 416

女性 112 35 56 12 215

男性 77 52 54 7 190

無回答 4 3 2 2 11

18～19歳 4 1 2 0 7

20～29歳 29 6 15 0 50

30～39歳 50 11 13 1 75

40～49歳 39 14 24 1 78

50～59歳 28 9 10 0 47

60～69歳 21 20 13 2 56

70～79歳 14 14 16 11 55

80歳以上 6 12 17 4 39

無回答 2 3 2 2 9

全体（n=416） 46.4% 21.6% 26.9% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 52.1% 16.3% 26.0% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 40.5% 27.4% 28.4% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 36.4% 27.3% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 57.1% 14.3% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 58.0% 12.0% 30.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 66.7% 14.7% 17.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 50.0% 17.9% 30.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 59.6% 19.1% 21.3% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 37.5% 35.7% 23.2% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 25.5% 25.5% 29.1% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 15.4% 30.8% 43.6% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 33.3% 22.2% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

213 

【⑩ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）】 

ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）について知ってい

るかでは、「内容を知っている」が 41.3％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知

らない」が 37.0％、「知らない」が 16.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.3%

44.2%

38.9%

14.3%

36.0%

56.0%

57.7%

53.2%

35.7%

23.6%

15.4%

37.0%

34.4%

39.5%

57.1%

44.0%

29.3%

30.8%

34.0%

53.6%

36.4%

30.8%

16.8%

15.8%

18.4%

28.6%

20.0%

13.3%

10.3%

12.8%

7.1%

20.0%

46.2%

4.8%

5.6%

3.2%

3.6%

20.0%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

214 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 172 154 70 20 416

女性 95 74 34 12 215

男性 74 75 35 6 190

無回答 3 5 1 2 11

18～19歳 1 4 2 0 7

20～29歳 18 22 10 0 50

30～39歳 42 22 10 1 75

40～49歳 45 24 8 1 78

50～59歳 25 16 6 0 47

60～69歳 20 30 4 2 56

70～79歳 13 20 11 11 55

80歳以上 6 12 18 3 39

無回答 2 4 1 2 9

全体（n=416） 41.3% 37.0% 16.8% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 44.2% 34.4% 15.8% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 38.9% 39.5% 18.4% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 27.3% 45.5% 9.1% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 57.1% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 36.0% 44.0% 20.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 56.0% 29.3% 13.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 57.7% 30.8% 10.3% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 53.2% 34.0% 12.8% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 35.7% 53.6% 7.1% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 23.6% 36.4% 20.0% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 15.4% 30.8% 46.2% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 44.4% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

215 

【⑪男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する

法律）】 

男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）

について知っているかでは、「内容を知っている」が 48.8％と最も多く、次いで「聞いたこと

はあるが内容は知らない」が 35.1％、「知らない」が 10.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.8%

44.7%

55.3%

71.4%

54.0%

62.7%

65.4%

61.7%

39.3%

25.5%

17.9%

35.1%

37.7%

31.6%

28.6%

42.0%

28.0%

28.2%

23.4%

41.1%

38.2%

51.3%

10.8%

11.2%

10.0%

4.0%

8.0%

5.1%

12.8%

16.1%

16.4%

20.5%

5.3%

6.5%

3.2%

3.6%

20.0%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答



 

216 

  
内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 203 146 45 22 416

女性 96 81 24 14 215

男性 105 60 19 6 190

無回答 2 5 2 2 11

18～19歳 5 2 0 0 7

20～29歳 27 21 2 0 50

30～39歳 47 21 6 1 75

40～49歳 51 22 4 1 78

50～59歳 29 11 6 1 47

60～69歳 22 23 9 2 56

70～79歳 14 21 9 11 55

80歳以上 7 20 8 4 39

無回答 1 5 1 2 9

全体（n=416） 48.8% 35.1% 10.8% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 44.7% 37.7% 11.2% 6.5% 100.0%

男性（n=190） 55.3% 31.6% 10.0% 3.2% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 45.5% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 71.4% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 54.0% 42.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 62.7% 28.0% 8.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 65.4% 28.2% 5.1% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 61.7% 23.4% 12.8% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 39.3% 41.1% 16.1% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 25.5% 38.2% 16.4% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 51.3% 20.5% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 55.6% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑫育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律）】 

育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律）について知っているかでは、「聞いたことはあるが内容は知らない」が 44.7％と最も多く、

次いで「内容を知っている」が 36.3％、「知らない」が 13.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.3%

37.2%

36.3%

28.6%

44.0%

53.3%

38.5%

44.7%

33.9%

21.8%

10.3%

44.7%

44.7%

44.7%

42.9%

44.0%

38.7%

47.4%

42.6%

46.4%

43.6%

51.3%

13.9%

13.0%

14.7%

28.6%

12.0%

6.7%

12.8%

12.8%

16.1%

14.5%

28.2%

5.0%

5.1%

4.2%

3.6%

20.0%

10.3%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 151 186 58 21 416

女性 80 96 28 11 215

男性 69 85 28 8 190

無回答 2 5 2 2 11

18～19歳 2 3 2 0 7

20～29歳 22 22 6 0 50

30～39歳 40 29 5 1 75

40～49歳 30 37 10 1 78

50～59歳 21 20 6 0 47

60～69歳 19 26 9 2 56

70～79歳 12 24 8 11 55

80歳以上 4 20 11 4 39

無回答 1 5 1 2 9

全体（n=416） 36.3% 44.7% 13.9% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 37.2% 44.7% 13.0% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 36.3% 44.7% 14.7% 4.2% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 45.5% 18.2% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 44.0% 44.0% 12.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 53.3% 38.7% 6.7% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 38.5% 47.4% 12.8% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 44.7% 42.6% 12.8% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 33.9% 46.4% 16.1% 3.6% 100.0%

70～79歳（n=55） 21.8% 43.6% 14.5% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 51.3% 28.2% 10.3% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 55.6% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑬女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）】 

女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）について知っているか

では、「聞いたことはあるが内容は知らない」が 44.7％と最も多く、次いで「知らない」が

37.7％、「内容を知っている」が 12.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5%

14.0%

11.6%

14.3%

24.0%

21.3%

9.0%

17.0%

8.9%

5.5%

44.7%

41.4%

47.9%

57.1%

36.0%

45.3%

46.2%

31.9%

57.1%

47.3%

43.6%

37.7%

39.1%

36.8%

28.6%

40.0%

32.0%

43.6%

51.1%

28.6%

27.3%

48.7%

5.0%

5.6%

3.7%

5.4%

20.0%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 52 186 157 21 416

女性 30 89 84 12 215

男性 22 91 70 7 190

無回答 0 6 3 2 11

18～19歳 1 4 2 0 7

20～29歳 12 18 20 0 50

30～39歳 16 34 24 1 75

40～49歳 7 36 34 1 78

50～59歳 8 15 24 0 47

60～69歳 5 32 16 3 56

70～79歳 3 26 15 11 55

80歳以上 0 17 19 3 39

無回答 0 4 3 2 9

全体（n=416） 12.5% 44.7% 37.7% 5.0% 100.0%

女性（n=215） 14.0% 41.4% 39.1% 5.6% 100.0%

男性（n=190） 11.6% 47.9% 36.8% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 54.5% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 57.1% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 24.0% 36.0% 40.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 21.3% 45.3% 32.0% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 9.0% 46.2% 43.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 17.0% 31.9% 51.1% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 8.9% 57.1% 28.6% 5.4% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 47.3% 27.3% 20.0% 100.0%

80歳以上（n=39） 0.0% 43.6% 48.7% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 44.4% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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【⑭政治分野における男女共同参画の推進に関する法律】 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律について知っているかでは、「知らない」

が 51.0％と最も多く、次いで「聞いたことはあるが内容は知らない」が 37.3％、「内容を知

っている」が 7.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0%

7.9%

6.3%

4.0%

13.3%

5.1%

6.4%

7.1%

9.1%

37.3%

33.5%

40.5%

57.1%

34.0%

32.0%

34.6%

29.8%

48.2%

38.2%

43.6%

51.0%

53.5%

49.5%

42.9%

62.0%

53.3%

59.0%

63.8%

39.3%

34.5%

46.2%

4.8%

5.1%

3.7%

5.4%

18.2%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

内容を知っている
聞いたことはあるが内

容は知らない
知らない 無回答
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内容を知って

いる

聞いたことは
あるが内容は
知らない

知らない 無回答 回答者数

全体 29 155 212 20 416

女性 17 72 115 11 215

男性 12 77 94 7 190

無回答 0 6 3 2 11

18～19歳 0 4 3 0 7

20～29歳 2 17 31 0 50

30～39歳 10 24 40 1 75

40～49歳 4 27 46 1 78

50～59歳 3 14 30 0 47

60～69歳 4 27 22 3 56

70～79歳 5 21 19 10 55

80歳以上 1 17 18 3 39

無回答 0 4 3 2 9

全体（n=416） 7.0% 37.3% 51.0% 4.8% 100.0%

女性（n=215） 7.9% 33.5% 53.5% 5.1% 100.0%

男性（n=190） 6.3% 40.5% 49.5% 3.7% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 54.5% 27.3% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 57.1% 42.9% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 4.0% 34.0% 62.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 13.3% 32.0% 53.3% 1.3% 100.0%

40～49歳（n=78） 5.1% 34.6% 59.0% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 6.4% 29.8% 63.8% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 7.1% 48.2% 39.3% 5.4% 100.0%

70～79歳（n=55） 9.1% 38.2% 34.5% 18.2% 100.0%

80歳以上（n=39） 2.6% 43.6% 46.2% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 44.4% 33.3% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問２３ 今後、男性も女性も、ともに社会のあらゆる分野にバランス良く積極的に参加して
いくためには、どのようなことが特に必要だと思いますか。（１つだけに○） 

 

今後、男性も女性も、ともに社会のあらゆる分野にバランス良く積極的に参加していくため

には、どのようなことが特に必要だと思うかでは、「男性も女性もお互いをパートナーとして

理解し、協力すること」が 30.3％と最も多く、次いで「男女の固定的な役割分担についての

社会通念、習慣、しきたりを改めること」が 16.1％、「男性も女性も対等に仕事と家庭の両立

ができるようなサービスの充実を図ること」が 15.4％となっています。 

県意識調査でも「男性も女性もお互いをパートナーとして理解し、協力すること」が最も多

く 24.6％、次いで「男女の固定的な役割分担についての社会通念、習慣、しきたりを改める

こと」が 17.6％となっています。 

 

課 題 
男女共同参画社会の実現には、男女共同参画推進計画そのものの実効性が必要です。 

そのためには、男性、女性がお互いを理解し協力するとともに、男女共同参画を推進するた

めの意識啓発が必要です。 
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7.9%

3.7%

12.6%

14.0%

6.7%

7.7%

12.5%

10.9%

16.1%

17.2%

15.3%

14.3%

24.0%

17.3%

19.2%

17.0%

10.7%

9.1%

17.9%

30.3%

30.2%

29.5%

28.6%

30.0%

33.3%

25.6%

40.4%

25.0%

29.1%

25.6%

7.7%

7.9%

7.9%

14.3%

4.0%

6.7%

10.3%

8.5%

12.5%

5.5%

5.1%

15.4%

17.2%

13.2%

28.6%

14.0%

18.7%

19.2%

8.5%

19.6%

10.9%

10.3%

5.8%

7.9%

3.7%

4.0%

3.8%

8.5%

12.5%

12.8%

4.3%

4.7%

4.2%

5.3%

6.4%

7.3%

4.6%

6.8%

14.3%

5.1%

10.9%

10.3%

3.1%

3.7%

6.0%

4.0%

4.3%

3.6%

4.8%

5.6%

3.2%

3.6%

10.9%

12.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

法律や制度上の
見直しを行い、性
別による差別に
つながるものを改
めること

男女の固定的な
役割分担につい
ての社会通念、
習慣、しきたりを
改めること

男性も女性もお
互いをパートナー
として理解し、協
力すること

子どもの時から家
庭や学校で男女
平等について教
えること

男性も女性も対
等に仕事と家庭
の両立ができるよ
うなサービスの充
実を図ること

男性も女性も経
済力保持、知識・
技術の習得など、
積極的に能力の
向上を図ること

就労の場の待遇
に性別による差
別がないようにす
ること

行政や企業など
の重要な役職な
ど女性の少ない
分野に、一定の
割合で女性を登
用する制度を採
用・充実すること

その他 無回答
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法律や制度上の見
直しを行い、性別
による差別につな
がるものを改める

こと

男女の固定的な役
割分担についての
社会通念、習慣、
しきたりを改めるこ

と

男性も女性もお互
いをパートナーとし
て理解し、協力す

ること

子どもの時から家
庭や学校で男女平
等について教える

こと

男性も女性も対等
に仕事と家庭の両
立ができるような
サービスの充実を

図ること

全体 33 67 126 32 64

【性別】

女性 8 37 65 17 37

男性 24 29 56 15 25

無回答 1 1 5 0 2

【年齢別】

18～19歳 0 1 2 1 2

20～29歳 7 12 15 2 7

30～39歳 5 13 25 5 14

40～49歳 6 15 20 8 15

50～59歳 1 8 19 4 4

60～69歳 7 6 14 7 11

70～79歳 6 5 16 3 6

80歳以上 1 7 10 2 4

無回答 0 0 5 0 1

全体（n=416） 7.9% 16.1% 30.3% 7.7% 15.4%

【性別】

女性（n=215） 3.7% 17.2% 30.2% 7.9% 17.2%

男性（n=190） 12.6% 15.3% 29.5% 7.9% 13.2%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 45.5% 0.0% 18.2%

【年齢別】

18～19歳（n=7） 0.0% 14.3% 28.6% 14.3% 28.6%

20～29歳（n=50） 14.0% 24.0% 30.0% 4.0% 14.0%

30～39歳（n=75） 6.7% 17.3% 33.3% 6.7% 18.7%

40～49歳（n=78） 7.7% 19.2% 25.6% 10.3% 19.2%

50～59歳（n=47） 2.1% 17.0% 40.4% 8.5% 8.5%

60～69歳（n=56） 12.5% 10.7% 25.0% 12.5% 19.6%

70～79歳（n=55） 10.9% 9.1% 29.1% 5.5% 10.9%

80歳以上（n=39） 2.6% 17.9% 25.6% 5.1% 10.3%

無回答（n=9） 0.0% 0.0% 55.6% 0.0% 11.1%
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男性も女性も経済
力保持、知識・技
術の習得など、積
極的に能力の向上

を図ること

就労の場の待遇に
性別による差別が
ないようにすること

行政や企業などの
重要な役職など女
性の少ない分野
に、一定の割合で
女性を登用する制
度を採用・充実す

ること

その他 無回答 回答者数

24 18 19 13 20 416

17 10 6 6 12 215

7 8 13 7 6 190

0 0 0 0 2 11

0 0 1 0 0 7

1 2 0 3 1 50

3 4 2 3 1 75

3 3 4 2 2 78

4 3 1 2 1 47

7 1 1 0 2 56

1 4 6 2 6 55

5 0 4 1 5 39

0 1 0 0 2 9

5.8% 4.3% 4.6% 3.1% 4.8% 100.0%

7.9% 4.7% 2.8% 2.8% 5.6% 100.0%

3.7% 4.2% 6.8% 3.7% 3.2% 100.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 100.0%

0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 100.0%

2.0% 4.0% 0.0% 6.0% 2.0% 100.0%

4.0% 5.3% 2.7% 4.0% 1.3% 100.0%

3.8% 3.8% 5.1% 2.6% 2.6% 100.0%

8.5% 6.4% 2.1% 4.3% 2.1% 100.0%

12.5% 1.8% 1.8% 0.0% 3.6% 100.0%

1.8% 7.3% 10.9% 3.6% 10.9% 100.0%

12.8% 0.0% 10.3% 2.6% 12.8% 100.0%

0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 22.2% 100.0%
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防災・災害に関する対策について 

 

問２４ あなたは、防災・災害復興対策で男女の性別に配慮して取り組む必要があると思
うことは何ですか。（〇は３つまで） 

 

防災・災害復興対策で男女の性別に配慮して取り組む必要があると思うことについては、「避

難所の設備（男女別トイレ・更衣室、防犯対策等）」が 74.0％と最も多く、次いで「乳幼児、

高齢者、障がい者、病人、女性（女性用品等）に対する備えやニーズの把握、支給する際の配

慮」が 67.5％、「災害時の救援医療体制（治療体制、妊産婦をサポートする保健師・助産師の

配置）」が 38.9％となっています。 

 

課 題 
 平時より地域における個々の役割分担を明確にし、災害時に落ち着いて行動ができるよう備

えておく必要があることや、男女のニーズの違いに考慮した防災対策を講ずる必要があります。 

「避難所の設備」については、プライバシーを十分に確保できる間仕切りの工夫や、異性の

視線が気にならない男女別の施設（更衣室や物干し場、入浴設備、安全で清潔な男女別トイレ、

授乳室等）を整備する必要があります。 

また、災害時の救援医療体制や災害対策本部の女性配置には、各組織への女性参画促進が必

要です。 
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避難所の設備

（男女別トイレ・

更衣室、防犯対

策等）

避難所運営の

責任者に女性

が配置され、被

災者対応に女

性の視点が入

ること

乳幼児、高齢

者、障がい者、

病人、女性（女

性用品等）に対

する備えやニー

ズの把握、支給
する際の配慮

災害時の救援

医療体制（治療

体制、妊産婦を

サポートする保

健師・助産師の

配置）

被災者に対する

相談体制

災害対策本部

の女性配置等、

防災計画・復興

計画策定過程、

防災会議に女

性が参画するこ
と

その他 わからない 無回答

74.0%

73.5%

74.7%

71.4%

80.0%

80.0%

79.5%

66.0%

73.2%

70.9%

61.5%

34.9%

34.0%

36.3%

14.3%

28.0%

36.0%

43.6%

34.0%

33.9%

27.3%

43.6%

67.5%

69.3%

67.9%

85.7%

78.0%

76.0%

61.5%

66.0%

73.2%

65.5%

48.7%

38.9%

35.8%

43.2%

71.4%

42.0%

37.3%

37.2%

27.7%

37.5%

38.2%

48.7%

16.6%

17.2%

16.3%

20.0%

9.3%

16.7%

21.3%

25.0%

14.5%

15.4%

23.1%

22.8%

23.2%

57.1%

14.0%

22.7%

24.4%

23.4%

25.0%

21.8%

28.2%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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避難所の設備（男
女別トイレ・更衣
室、防犯対策等）

避難所運営の責任
者に女性が配置さ
れ、被災者対応に
女性の視点が入る

こと

乳幼児、高齢者、
障がい者、病人、
女性（女性用品
等）に対する備え
やニーズの把握、
支給する際の配慮

災害時の救援医療
体制（治療体制、
妊産婦をサポート
する保健師・助産
師の配置）

被災者に対する相
談体制

全体 308 145 281 162 69

【性別】

女性 158 73 149 77 37

男性 142 69 129 82 31

無回答 8 3 3 3 1

【年齢別】

18～19歳 5 1 6 5 0

20～29歳 40 14 39 21 10

30～39歳 60 27 57 28 7

40～49歳 62 34 48 29 13

50～59歳 31 16 31 13 10

60～69歳 41 19 41 21 14

70～79歳 39 15 36 21 8

80歳以上 24 17 19 19 6

無回答 6 2 4 5 1

全体（n=416） 74.0% 34.9% 67.5% 38.9% 16.6%

【性別】

女性（n=215） 73.5% 34.0% 69.3% 35.8% 17.2%

男性（n=190） 74.7% 36.3% 67.9% 43.2% 16.3%

無回答（n=11） 72.7% 27.3% 27.3% 27.3% 9.1%

【年齢別】

18～19歳（n=7） 71.4% 14.3% 85.7% 71.4% 0.0%

20～29歳（n=50） 80.0% 28.0% 78.0% 42.0% 20.0%

30～39歳（n=75） 80.0% 36.0% 76.0% 37.3% 9.3%

40～49歳（n=78） 79.5% 43.6% 61.5% 37.2% 16.7%

50～59歳（n=47） 66.0% 34.0% 66.0% 27.7% 21.3%

60～69歳（n=56） 73.2% 33.9% 73.2% 37.5% 25.0%

70～79歳（n=55） 70.9% 27.3% 65.5% 38.2% 14.5%

80歳以上（n=39） 61.5% 43.6% 48.7% 48.7% 15.4%

無回答（n=9） 66.7% 22.2% 44.4% 55.6% 11.1%
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災害対策本部の女
性配置等、防災計
画・復興計画策定
過程、防災会議に
女性が参画するこ

と

その他 わからない 無回答 回答者数

96 6 13 12 416

49 2 9 6 215

44 4 4 4 190

3 0 0 2 11

4 0 0 0 7

7 1 1 0 50

17 3 1 1 75

19 1 1 1 78

11 0 4 0 47

14 0 0 2 56

12 0 2 5 55

11 1 4 1 39

1 0 0 2 9

23.1% 1.4% 3.1% 2.9%

22.8% 0.9% 4.2% 2.8%

23.2% 2.1% 2.1% 2.1%

27.3% 0.0% 0.0% 18.2%

57.1% 0.0% 0.0% 0.0%

14.0% 2.0% 2.0% 0.0%

22.7% 4.0% 1.3% 1.3%

24.4% 1.3% 1.3% 1.3%

23.4% 0.0% 8.5% 0.0%

25.0% 0.0% 0.0% 3.6%

21.8% 0.0% 3.6% 9.1%

28.2% 2.6% 10.3% 2.6%

11.1% 0.0% 0.0% 22.2%
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性的マイノリティについて 

 

問２５ あなたは性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）という言葉を知っていますか。 

 

性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）の認知では、女性よりも男性のほうが認知していることがう

かがえ、年代別では 70歳以上の認知の割合が低くなっていることがわかります。 

また、自身の性についての悩みを年代別にみると 20～29 歳の割合がやや高くなっていま

す。性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）という言葉を知っているかでは、「はい」が 71.4％、

「いいえ」が 25.5％となっています。 

 

課 題 
生物学的な性と性自認が一致している人や性的な指向が異性に向いている人が多数派とさ

れる一方で、これらにあてはまらない性的マイノリティの人がいます。人権問題に関する社

会の理解はまだ十分に進んでおらず、差別や偏見等があるなかで、それらの方々への認識を

深めるための啓発をしていくことや、偏見や差別をなくすための研修等を実施していくこと

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71.4%

69.8%

76.3%

100.0%

82.0%

84.0%

78.2%

74.5%

76.8%

58.2%

35.9%

25.5%

27.9%

23.7%

18.0%

16.0%

21.8%

25.5%

23.2%

32.7%

61.5%

3.1%

9.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

はい いいえ 無回答
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はい いいえ 無回答 回答者数

全体 297 106 13 416

女性 150 60 5 215

男性 145 45 0 190

無回答 2 1 8 11

18～19歳 7 0 0 7

20～29歳 41 9 0 50

30～39歳 63 12 0 75

40～49歳 61 17 0 78

50～59歳 35 12 0 47

60～69歳 43 13 0 56

70～79歳 32 18 5 55

80歳以上 14 24 1 39

無回答 1 1 7 9

全体（n=416） 71.4% 25.5% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 69.8% 27.9% 2.3% 100.0%

男性（n=190） 76.3% 23.7% 0.0% 100.0%

無回答（n=11） 18.2% 9.1% 72.7% 100.0%

18～19歳（n=7） 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 82.0% 18.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 84.0% 16.0% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 78.2% 21.8% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 74.5% 25.5% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 76.8% 23.2% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 58.2% 32.7% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 35.9% 61.5% 2.6% 100.0%

無回答（n=9） 11.1% 11.1% 77.8% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問２６ あなたは今までに自分の身体の性、心の性または性的指向（好きになる性など）に
悩んだことがありますか。 

 

今までに自分の身体の性、心の性または性的指向（好きになる性など）に悩んだことがある

かでは、「はい」が 5.3％、「いいえ」が 91.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.3%

5.1%

5.8%

16.0%

6.7%

3.8%

4.3%

5.1%

91.6%

92.6%

93.7%

100.0%

84.0%

93.3%

96.2%

95.7%

98.2%

89.1%

92.3%

3.1%

9.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

はい いいえ 無回答
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はい いいえ 無回答 回答者数

全体 22 381 13 416

女性 11 199 5 215

男性 11 178 1 190

無回答 0 4 7 11

18～19歳 0 7 0 7

20～29歳 8 42 0 50

30～39歳 5 70 0 75

40～49歳 3 75 0 78

50～59歳 2 45 0 47

60～69歳 1 55 0 56

70～79歳 1 49 5 55

80歳以上 2 36 1 39

無回答 0 2 7 9

全体（n=416） 5.3% 91.6% 3.1% 100.0%

女性（n=215） 5.1% 92.6% 2.3% 100.0%

男性（n=190） 5.8% 93.7% 0.5% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 36.4% 63.6% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 16.0% 84.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 6.7% 93.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 3.8% 96.2% 0.0% 100.0%

50～59歳（n=47） 4.3% 95.7% 0.0% 100.0%

60～69歳（n=56） 1.8% 98.2% 0.0% 100.0%

70～79歳（n=55） 1.8% 89.1% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 5.1% 92.3% 2.6% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 22.2% 77.8% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問２７ 現在、性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）の方々にとって、偏見や差別などにより、生
活しづらい社会だと思いますか。（1つだけに〇） 

 

現在、性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）の方々にとって、偏見や差別などにより、生活

しづらい社会だと思うかでは、「思う（27.2％）」「どちらかと言えば思う（32.9％）」を合わ

せた『生活しづらい社会だと思う』の回答が 60.1％となっています。 

また、「思わない（7.2％）」「どちらかと言えば思わない（19.7％）」を合わせた『生活しづ

らい社会だと思わない』の回答が 26.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2%

23.3%

32.6%

28.6%

26.0%

36.0%

33.3%

31.9%

25.0%

18.2%

10.3%

32.9%

34.4%

33.2%

42.9%

46.0%

34.7%

39.7%

31.9%

26.8%

32.7%

15.4%

19.7%

21.9%

18.4%

28.6%

20.0%

9.3%

20.5%

21.3%

28.6%

18.2%

28.2%

7.2%

4.2%

10.5%

6.0%

12.0%

10.6%

8.9%

17.9%

13.0%

16.3%

5.3%

8.0%

5.1%

4.3%

10.7%

30.9%

28.2%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

思う
どちらかと言えば

思う
どちらかと言えば

思わない
思わない 無回答
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思う
どちらかと
言えば思う

どちらかと
言えば思
わない

思わない 無回答 回答者数

全体 113 137 82 30 54 416

女性 50 74 47 9 35 215

男性 62 63 35 20 10 190

無回答 1 0 0 1 9 11

18～19歳 2 3 2 0 0 7

20～29歳 13 23 10 3 1 50

30～39歳 27 26 7 9 6 75

40～49歳 26 31 16 1 4 78

50～59歳 15 15 10 5 2 47

60～69歳 14 15 16 5 6 56

70～79歳 10 18 10 0 17 55

80歳以上 4 6 11 7 11 39

無回答 2 0 0 0 7 9

全体（n=416） 27.2% 32.9% 19.7% 7.2% 13.0% 100.0%

女性（n=215） 23.3% 34.4% 21.9% 4.2% 16.3% 100.0%

男性（n=190） 32.6% 33.2% 18.4% 10.5% 5.3% 100.0%

無回答（n=11） 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 81.8% 100.0%

18～19歳（n=7） 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 26.0% 46.0% 20.0% 6.0% 2.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 36.0% 34.7% 9.3% 12.0% 8.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 33.3% 39.7% 20.5% 1.3% 5.1% 100.0%

50～59歳（n=47） 31.9% 31.9% 21.3% 10.6% 4.3% 100.0%

60～69歳（n=56） 25.0% 26.8% 28.6% 8.9% 10.7% 100.0%

70～79歳（n=55） 18.2% 32.7% 18.2% 0.0% 30.9% 100.0%

80歳以上（n=39） 10.3% 15.4% 28.2% 17.9% 28.2% 100.0%

無回答（n=9） 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 77.8% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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◎問２７で「１．思う」「２．どちらかといえば思う」と回答した方にお聞きしました 

問２７-１ 性的マイノリティの方々に対する偏見や差別をなくし、性的マイノリティの方々が

生活しやすくなるためにどのような対策が必要だと思いますか。（〇は２つまで） 

 

性的マイノリティの方々に対する偏見や差別をなくし、性的マイノリティの方々が生活しや

すくなるためにどのような対策が必要だと思うかでは、「法律等に、性的マイノリティの方々

への偏見や差別解消への取組を明記する」が 36.0%と最も多く、次いで「働きやすい職場環

境づくりの取組をする」が 31.6％と最も多、次いで「法律等に、性的マイノリティの方々へ

の偏見や差別解消への取組を明記する」が 36.0％、「生徒や町民への対応を想定し、小中高な

どの学校教員や行政職員への研修等を行う」が 29.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6%

9.7%

21.6%

11.1%

18.9%

21.1%

10.0%

10.3%

25.0%

23.2%

23.4%

22.4%

20.0%

8.3%

28.3%

17.5%

20.0%

34.5%

35.7%

20.0%

29.2%

31.5%

27.2%

27.8%

28.3%

29.8%

26.7%

37.9%

32.1%

10.0%

36.0%

29.0%

43.2%

60.0%

25.0%

34.0%

35.1%

46.7%

44.8%

39.3%

20.0%

13.6%

11.3%

16.0%

11.1%

11.3%

19.3%

10.0%

10.3%

17.9%

20.0%

31.6%

37.9%

25.6%

60.0%

38.9%

28.3%

29.8%

33.3%

34.5%

25.0%

20.0%

11.6%

13.7%

9.6%

40.0%

16.7%

9.4%

7.0%

16.7%

6.9%

7.1%

30.0%

9.2%

9.7%

8.8%

16.7%

18.9%

7.0%

6.7%

20.0%

全体（n=250）

【性別】

女性（n=124）

男性（n=125）

【年齢別】

18～19歳

（n=5）

20～29歳

（n=36）

30～39歳

（n=53）

40～49歳

（n=57）

50～59歳

（n=30）

60～69歳

（n=29）

70～79歳

（n=28）

80歳以上

（n=10）

行政が町民

等へ周知啓
発を行う

相談窓口等を

充実させ、そ
の存在を周知

する

生徒や町民

への対応を想
定し、小中高

などの学校教

員や行政職

員への研修

等を行う

法律等に、性

的マイノリティ
の方々への

偏見や差別

解消への取

組を明記する

当事者や支

援団体、行政
等を交えた連

絡、意見交換

を行う

働きやすい職

場環境づくり
の取組をする

わからない その他 無回答
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行政が町民等へ周
知啓発を行う

相談窓口等を充実
させ、その存在を

周知する

生徒や町民への対
応を想定し、小中
高などの学校教員
や行政職員への研

修等を行う

法律等に、性的マ
イノリティの方々へ
の偏見や差別解消
への取組を明記す

る

当事者や支援団
体、行政等を交え
た連絡、意見交換

を行う

全体 39 58 73 90 34

【性別】

女性 12 29 39 36 14

男性 27 28 34 54 20

無回答 0 1 0 0 0

【年齢別】

18～19歳 0 1 0 3 0

20～29歳 4 3 10 9 4

30～39歳 10 15 15 18 6

40～49歳 12 10 17 20 11

50～59歳 3 6 8 14 3

60～69歳 3 10 11 13 3

70～79歳 7 10 9 11 5

80歳以上 0 2 1 2 2

無回答 0 1 2 0 0

全体（n=250） 15.6% 23.2% 29.2% 36.0% 13.6%

【性別】

女性（n=124） 9.7% 23.4% 31.5% 29.0% 11.3%

男性（n=125） 21.6% 22.4% 27.2% 43.2% 16.0%

無回答（n=1） 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【年齢別】

18～19歳（n=5） 0.0% 20.0% 0.0% 60.0% 0.0%

20～29歳（n=36） 11.1% 8.3% 27.8% 25.0% 11.1%

30～39歳（n=53） 18.9% 28.3% 28.3% 34.0% 11.3%

40～49歳（n=57） 21.1% 17.5% 29.8% 35.1% 19.3%

50～59歳（n=30） 10.0% 20.0% 26.7% 46.7% 10.0%

60～69歳（n=29） 10.3% 34.5% 37.9% 44.8% 10.3%

70～79歳（n=28） 25.0% 35.7% 32.1% 39.3% 17.9%

80歳以上（n=10） 0.0% 20.0% 10.0% 20.0% 20.0%

無回答（n=2） 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0%
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働きやすい職場環
境づくりの取組をす

る
わからない その他 無回答 回答者数

79 29 23 3 250

47 17 12 2 124

32 12 11 1 125

0 0 0 0 1

3 2 0 0 5

14 6 6 1 36

15 5 10 0 53

17 4 4 0 57

10 5 2 0 30

10 2 0 0 29

7 2 1 0 28

2 3 0 2 10

1 0 0 0 2

31.6% 11.6% 9.2% 1.2%

37.9% 13.7% 9.7% 1.6%

25.6% 9.6% 8.8% 0.8%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

60.0% 40.0% 0.0% 0.0%

38.9% 16.7% 16.7% 2.8%

28.3% 9.4% 18.9% 0.0%

29.8% 7.0% 7.0% 0.0%

33.3% 16.7% 6.7% 0.0%

34.5% 6.9% 0.0% 0.0%

25.0% 7.1% 3.6% 0.0%

20.0% 30.0% 0.0% 20.0%

50.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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町の施策について 

 

問２８ あなたが今後も特に力を入れてほしいと思う宮代町の男女共同参画施策は、次の
うちどれですか。（〇は３つまで） 

 

宮代町における充実させるべき男女共同参画に関する施策では、「高齢者や障がい者（児）

への福祉サービスや介護サービスの充実」や「保育園・学童保育などの多様な子育て支援策の

充実」が多くなっています。 

性別でみると、「学校での男女平等教育の推進」において男性の回答が女性よりも約 10 ポ

イント多くなっています。 

今後も特に力を入れてほしいと思う宮代町の男女共同参画施策については、「高齢者や障が

い者（児）への福祉サービスや介護サービスの充実」が 45.2％と最も多く、次いで「保育園・

学童保育などの多様な子育て支援策の充実」が 38.7％、「産前・産後休暇、育児・介護休業な

どの取得の促進」が 26.2％となっています。 

 

課 題 
 障がい者や高齢者への福祉サービス、また子育て支援策の充実等、幅広い分野で男女共同参

画に力を入れてほしいという回答があることから、関係各課が連携しながら、総合的に男女共

同参画を推進できる取組が必要です。 
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家庭内のこと
についての相
談窓口の充実

労働に関する
情報提供と相
談機能の充実

男性の家事・
育児、料理教
室などの講座
の増設

地域活動など
のグループの
女性リーダー
の育成や審議
会委員などへ
の女性委員の
登用の促進

高齢者や障が
い者(児)への
福祉サービス
や介護サービ
スの充実

学校での男女
平等教育の推
進

健康づくりへ
の支援

保育園・学童
保育などの多
様な子育て支
援策の充実

性的マイノリ
ティ(LGBT)を
含めた多様な
個性について
の理解促進

産前・産後休
暇、育児・介
護休業などの
取得の促進

その他 わからない 無回答

14.4%

10.2%

19.5%

14.3%

18.0%

12.0%

15.4%

12.8%

19.6%

9.1%

17.9%

20.0%

20.0%

20.5%

14.3%

24.0%

18.7%

24.4%

19.1%

26.8%

12.7%

12.8%

12.3%

14.9%

10.0%

14.3%

24.0%

14.7%

11.5%

17.0%

7.1%

9.1%

17.3%

16.7%

17.9%

28.6%

14.0%

17.3%

17.9%

10.6%

25.0%

21.8%

12.8%

45.2%

49.3%

42.1%

57.1%

30.0%

16.0%

44.9%

57.4%

55.4%

63.6%

71.8%

19.0%

14.9%

24.2%

14.3%

20.0%

18.7%

21.8%

19.1%

21.4%

20.0%

10.3%

25.7%

27.9%

24.7%

14.3%

22.0%

21.3%

21.8%

30.4%

32.7%

43.6%

38.7%

37.2%

42.1%

57.1%

46.0%

62.7%

37.2%

38.3%

32.1%

23.6%

20.5%

11.8%

11.6%

12.1%

14.3%

16.0%

17.3%

11.5%

8.5%

10.7%

10.9%

26.2%

24.2%

29.5%

28.6%

38.0%

42.7%

32.1%

17.0%

14.3%

18.2%

12.8%

3.7%

6.7%

6.3%

7.4%

5.3%

14.3%

6.0%

4.0%

5.1%

8.5%

5.4%

12.8%

3.1%

5.5%

5.1%

全体

（n=416）

【性別】

女性

（n=215）

男性

（n=190）

【年齢別】

18～19歳

（n=7）

20～29歳

（n=50）

30～39歳

（n=75）

40～49歳

（n=78）

50～59歳

（n=47）

60～69歳

（n=56）

70～79歳

（n=55）

80歳以上

（n=39）
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家庭内のことに
ついての相談窓
口の充実

労働に関する情
報提供と相談機
能の充実

男性の家事・育
児、料理教室な
どの講座の増設

地域活動などの
グループの女性
リーダーの育成
や審議会委員な
どへの女性委員
の登用の促進

高齢者や障がい
者(児)への福祉
サービスや介護
サービスの充実

学校での男女平
等教育の推進

健康づくりへの支
援

全体 60 83 51 72 188 79 107

【性別】

女性 22 43 32 36 106 32 60

男性 37 39 19 34 80 46 47

無回答 1 1 0 2 2 1 0

【年齢別】

18～19歳 1 1 1 2 4 1 1

20～29歳 9 12 12 7 15 10 11

30～39歳 9 14 11 13 12 14 16

40～49歳 12 19 9 14 35 17 17

50～59歳 6 9 8 5 27 9 10

60～69歳 11 15 4 14 31 12 17

70～79歳 5 7 5 12 35 11 18

80歳以上 7 5 1 5 28 4 17

無回答 0 1 0 0 1 1 0

全体（n=416） 14.4% 20.0% 12.3% 17.3% 45.2% 19.0% 25.7%

【性別】

女性（n=215） 10.2% 20.0% 14.9% 16.7% 49.3% 14.9% 27.9%

男性（n=190） 19.5% 20.5% 10.0% 17.9% 42.1% 24.2% 24.7%

無回答（n=11） 9.1% 9.1% 0.0% 18.2% 18.2% 9.1% 0.0%

【年齢別】

18～19歳（n=7） 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 57.1% 14.3% 14.3%

20～29歳（n=50） 18.0% 24.0% 24.0% 14.0% 30.0% 20.0% 22.0%

30～39歳（n=75） 12.0% 18.7% 14.7% 17.3% 16.0% 18.7% 21.3%

40～49歳（n=78） 15.4% 24.4% 11.5% 17.9% 44.9% 21.8% 21.8%

50～59歳（n=47） 12.8% 19.1% 17.0% 10.6% 57.4% 19.1% 21.3%

60～69歳（n=56） 19.6% 26.8% 7.1% 25.0% 55.4% 21.4% 30.4%

70～79歳（n=55） 9.1% 12.7% 9.1% 21.8% 63.6% 20.0% 32.7%

80歳以上（n=39） 17.9% 12.8% 2.6% 12.8% 71.8% 10.3% 43.6%

無回答（n=9） 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0%
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保育園・学童保
育などの多様な
子育て支援策の

充実

性的マイノリティ
(LGBT)を含めた
多様な個性につ
いての理解促進

産前・産後休暇、
育児・介護休業
などの取得の促

進

その他 わからない 無回答 回答者数

161 49 109 12 26 13 416

80 25 52 5 16 5 215

80 23 56 7 10 1 190

1 1 1 0 0 7 11

4 1 2 0 1 0 7

23 8 19 1 3 0 50

47 13 32 5 3 0 75

29 9 25 3 4 0 78

18 4 8 2 4 0 47

18 6 8 0 3 1 56

13 6 10 1 2 3 55

8 1 5 0 5 2 39

1 1 0 0 1 7 9

38.7% 11.8% 26.2% 2.9% 6.3% 3.1%

37.2% 11.6% 24.2% 2.3% 7.4% 2.3%

42.1% 12.1% 29.5% 3.7% 5.3% 0.5%

9.1% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 63.6%

57.1% 14.3% 28.6% 0.0% 14.3% 0.0%

46.0% 16.0% 38.0% 2.0% 6.0% 0.0%

62.7% 17.3% 42.7% 6.7% 4.0% 0.0%

37.2% 11.5% 32.1% 3.8% 5.1% 0.0%

38.3% 8.5% 17.0% 4.3% 8.5% 0.0%

32.1% 10.7% 14.3% 0.0% 5.4% 1.8%

23.6% 10.9% 18.2% 1.8% 3.6% 5.5%

20.5% 2.6% 12.8% 0.0% 12.8% 5.1%

11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 77.8%
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あなたご自身について 

 

問２９ 性別をお答えください。（１つだけに○） 
※自認する性でお答えください。選択が困難な場合は記載しなくてもかまいません。 

 

 性別については、「女性」が 51.7％、「男性」が 45.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 度数 構成比

女性 215 51.7%

男性 190 45.7%

無回答 11 2.6%

回答者数 416 100.0%

女性

51.7%

男性

45.7%
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問３０ あなたの年齢をお答えください。（１つだけに○）※令和２年１１月１０日現在 

 

年齢については、「40～49 歳」が 18.8％と最も多く、次いで「30～39 歳」が 18.0％、

「60～69歳」が 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20～29歳

12.0%

30～39歳

18.0%

40～49歳

18.8%
50～59歳

11.3%

60～69歳

13.5%

70～79歳

13.2%

80歳以上

9.4%

12.0%

13.0%

11.6%

18.0%

20.0%

16.8%

18.8%

18.6%

19.5%

11.3%

11.2%

11.1%

13.5%

13.5%

14.2%

13.2%

13.5%

13.2%

9.4%

7.9%

11.6%

全体（n=416）

【男女別】

女性（n=215）

男性（n=190）

会社員・団体職員 自営業・農業 パート・アルバイト 公務員・教員 専業主婦・専業主
夫

学生 無職（定年退職者
を含む）

その他 無回答

18～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上 無回答 回答者数

全体 7 50 75 78 47 56 55 39 9 416

女性 4 28 43 40 24 29 29 17 1 215

男性 3 22 32 37 21 27 25 22 1 190

無回答 0 0 0 1 2 0 1 0 7 11

全体（n=416） 1.7% 12.0% 18.0% 18.8% 11.3% 13.5% 13.2% 9.4% 2.2% 100.0%

女性（n=215） 1.9% 13.0% 20.0% 18.6% 11.2% 13.5% 13.5% 7.9% 0.5% 100.0%

男性（n=190） 1.6% 11.6% 16.8% 19.5% 11.1% 14.2% 13.2% 11.6% 0.5% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 18.2% 0.0% 9.1% 0.0% 63.6% 100.0%

【男女別】

【男女別】
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問３１ あなたの職業をお答えください。（１つだけに○） 

 

職業については、「会社員・団体職員」が 30.5％と最も多く、次いで「無職（定年退職者を

含む）」が 19.5％、「パート・アルバイト」が 16.3％となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社員・団体職員

30.5%

自営業・農業

4.6%

パート・アルバイト

16.3%

公務員・教員

6.7%

専業主婦・

専業主夫

13.0%

学生 4.6%

無職（定年退職者を含む）

19.5%

会社員・団体職員 自営業・農業 パート・アルバイト 公務員・教員 専業主婦・専業主
夫

学生 無職（定年退職者
を含む）

その他 無回答

30.5%

21.9%

42.1%

14.3%

46.0%

53.3%

48.7%

31.9%

14.3%

4.6%

6.8%

6.4%

12.5%

7.3%

5.1%

16.3%

26.0%

5.3%

8.0%

17.3%

28.2%

23.4%

21.4%

10.9%

6.7%

5.1%

8.9%

10.0%

13.3%

9.0%

8.5%

3.6%

13.0%

25.1%

4.0%

12.0%

7.7%

10.6%

19.6%

27.3%

15.4%

4.6%

3.7%

5.8%

85.7%

26.0%

19.5%

11.2%

28.9%

4.0%

1.3%

2.6%

8.5%

26.8%

49.1%

74.4%

4.2%

2.6%

1.8%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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会社員・
団体職
員

自営業・
農業

パート・
アルバイ
ト

公務員・
教員

専業主
婦・専業
主夫

学生

無職（定
年退職
者を含
む）

その他 無回答
回答者
数

全体 127 19 68 28 54 19 81 12 8 416

女性 47 6 56 11 54 8 24 9 0 215
男性 80 13 10 17 0 11 55 3 1 190
無回答 0 0 2 0 0 0 2 0 7 11

18～19歳 1 0 0 0 0 6 0 0 0 7
20～29歳 23 0 4 5 2 13 2 1 0 50
30～39歳 40 2 13 10 9 0 1 0 0 75
40～49歳 38 1 22 7 6 0 2 2 0 78
50～59歳 15 3 11 4 5 0 4 5 0 47
60～69歳 8 7 12 2 11 0 15 1 0 56
70～79歳 1 4 6 0 15 0 27 1 1 55
80歳以上 0 2 0 0 6 0 29 2 0 39
無回答 1 0 0 0 0 0 1 0 7 9
全体（n=416） 30.5% 4.6% 16.3% 6.7% 13.0% 4.6% 19.5% 2.9% 1.9% 100.0%

女性（n=215） 21.9% 2.8% 26.0% 5.1% 25.1% 3.7% 11.2% 4.2% 0.0% 100.0%
男性（n=190） 42.1% 6.8% 5.3% 8.9% 0.0% 5.8% 28.9% 1.6% 0.5% 100.0%
無回答（n=11） 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 63.6% 100.0%

18～19歳（n=7） 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
20～29歳（n=50） 46.0% 0.0% 8.0% 10.0% 4.0% 26.0% 4.0% 2.0% 0.0% 100.0%
30～39歳（n=75） 53.3% 2.7% 17.3% 13.3% 12.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 100.0%
40～49歳（n=78） 48.7% 1.3% 28.2% 9.0% 7.7% 0.0% 2.6% 2.6% 0.0% 100.0%
50～59歳（n=47） 31.9% 6.4% 23.4% 8.5% 10.6% 0.0% 8.5% 10.6% 0.0% 100.0%
60～69歳（n=56） 14.3% 12.5% 21.4% 3.6% 19.6% 0.0% 26.8% 1.8% 0.0% 100.0%
70～79歳（n=55） 1.8% 7.3% 10.9% 0.0% 27.3% 0.0% 49.1% 1.8% 1.8% 100.0%
80歳以上（n=39） 0.0% 5.1% 0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 74.4% 5.1% 0.0% 100.0%
無回答（n=9） 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 77.8% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問３２ あなたは結婚されていますか。※結婚には事実婚を含みます。（１つだけに○） 

 

結婚しているかでは、「結婚している」が 70.0％と最も多く、次いで「結婚していない」が

19.7％、「結婚していたが、離別・死別した」が 8.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

結婚している

70.0%

結婚していたが、

離別・死別した

8.4%

結婚していない

19.7%

結婚している
結婚していたが、離別・死

別した
結婚していない 無回答

70.0%

70.7%

70.5%

20.0%

77.3%

79.5%

83.0%

80.4%

78.2%

74.4%

8.4%

10.7%

4.7%

5.1%

4.3%

16.1%

16.4%

23.1%

19.7%

17.7%

23.2%

100.0%

80.0%

21.3%

14.1%

10.6%

3.6%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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結婚してい

る

結婚してい
たが、離別・
死別した

結婚してい
ない

無回答 回答者数

全体 291 35 82 8 416

女性 152 23 38 2 215

男性 134 9 44 3 190

無回答 5 3 0 3 11

18～19歳 0 0 7 0 7

20～29歳 10 0 40 0 50

30～39歳 58 1 16 0 75

40～49歳 62 4 11 1 78

50～59歳 39 2 5 1 47

60～69歳 45 9 1 1 56

70～79歳 43 9 1 2 55

80歳以上 29 9 0 1 39

無回答 5 1 1 2 9

全体（n=416） 70.0% 8.4% 19.7% 1.9% 100.0%

女性（n=215） 70.7% 10.7% 17.7% 0.9% 100.0%

男性（n=190） 70.5% 4.7% 23.2% 1.6% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 27.3% 0.0% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 20.0% 0.0% 80.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 77.3% 1.3% 21.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 79.5% 5.1% 14.1% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 83.0% 4.3% 10.6% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 80.4% 16.1% 1.8% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 78.2% 16.4% 1.8% 3.6% 100.0%

80歳以上（n=39） 74.4% 23.1% 0.0% 2.6% 100.0%

無回答（n=9） 55.6% 11.1% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】



 

250 

問３３ あなたには子どもがいますか。（１つだけに○） 

 

子どもがいるかでは、「いる」が 70.0％、「いない」が 27.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70.0%

73.0%

66.3%

10.0%

66.7%

73.1%

76.6%

89.3%

92.7%

92.3%

27.9%

26.0%

31.6%

100.0%

90.0%

33.3%

25.6%

21.3%

8.9%

3.6%

3.6%

5.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

いる

70.0%

いない

27.9%

いる いない 無回答
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  いる いない 無回答 回答者数

全体 291 116 9 416

女性 157 56 2 215

男性 126 60 4 190

無回答 8 0 3 11

18～19歳 0 7 0 7

20～29歳 5 45 0 50

30～39歳 50 25 0 75

40～49歳 57 20 1 78

50～59歳 36 10 1 47

60～69歳 50 5 1 56

70～79歳 51 2 2 55

80歳以上 36 1 2 39

無回答 6 1 2 9

全体（n=416） 70.0% 27.9% 2.2% 100.0%

女性（n=215） 73.0% 26.0% 0.9% 100.0%

男性（n=190） 66.3% 31.6% 2.1% 100.0%

無回答（n=11） 72.7% 0.0% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 10.0% 90.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 66.7% 33.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 73.1% 25.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 76.6% 21.3% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 89.3% 8.9% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 92.7% 3.6% 3.6% 100.0%

80歳以上（n=39） 92.3% 2.6% 5.1% 100.0%

無回答（n=9） 66.7% 11.1% 22.2% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問３４ あなたの現在の世帯構成は次のどれにあてはまりますか。（１つだけに○） 

 

現在の世帯構成については、「２世代世帯（親と子ども）」が 55.5％と最も多く、次いで「１

世代世帯（夫婦のみ）」が 23.3％、「３世代世帯（親と子どもと孫）」が 7.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単身世帯（一人住まい）

6.5%

１世代世帯

（夫婦のみ）

23.3%

２世代世帯（親と子ども）

55.5%

３世代世帯（親

と子どもと孫）

7.2%

その他 5.5%

6.5%

6.5%

6.8%

6.0%

5.3%

3.8%

8.5%

5.4%

5.5%

17.9%

23.3%

17.7%

28.9%

8.0%

16.0%

14.1%

17.0%

32.1%

40.0%

46.2%

55.5%

58.6%

52.6%

71.4%

68.0%

72.0%

73.1%

48.9%

46.4%

36.4%

20.5%

7.2%

7.9%

6.8%

14.0%

5.1%

19.1%

7.1%

5.5%

5.1%

5.5%

7.9%

3.2%

28.6%

4.0%

5.3%

4.3%

7.1%

10.9%

7.7%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）

単身世帯（一人住まい） １世代世帯（夫婦のみ）
２世代世帯（親と子ど

も）
３世代世帯（親と子ども

と孫）
その他 無回答
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単身世
帯（一人
住まい）

１世代世
帯（夫婦
のみ）

２世代世
帯（親と
子ども）

３世代世
帯（親と
子どもと
孫）

その他 無回答
回答者
数

全体 27 97 231 30 23 8 416

女性 14 38 126 17 17 3 215

男性 13 55 100 13 6 3 190

無回答 0 4 5 0 0 2 11

18～19歳 0 0 5 0 2 0 7

20～29歳 3 4 34 7 2 0 50

30～39歳 4 12 54 1 4 0 75

40～49歳 3 11 57 4 2 1 78

50～59歳 4 8 23 9 2 1 47

60～69歳 3 18 26 4 4 1 56

70～79歳 3 22 20 3 6 1 55

80歳以上 7 18 8 2 1 3 39

無回答 0 4 4 0 0 1 9

全体（n=416） 6.5% 23.3% 55.5% 7.2% 5.5% 1.9% 100.0%

女性（n=215） 6.5% 17.7% 58.6% 7.9% 7.9% 1.4% 100.0%

男性（n=190） 6.8% 28.9% 52.6% 6.8% 3.2% 1.6% 100.0%

無回答（n=11） 0.0% 36.4% 45.5% 0.0% 0.0% 18.2% 100.0%

18～19歳（n=7） 0.0% 0.0% 71.4% 0.0% 28.6% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 6.0% 8.0% 68.0% 14.0% 4.0% 0.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 5.3% 16.0% 72.0% 1.3% 5.3% 0.0% 100.0%

40～49歳（n=78） 3.8% 14.1% 73.1% 5.1% 2.6% 1.3% 100.0%

50～59歳（n=47） 8.5% 17.0% 48.9% 19.1% 4.3% 2.1% 100.0%

60～69歳（n=56） 5.4% 32.1% 46.4% 7.1% 7.1% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 5.5% 40.0% 36.4% 5.5% 10.9% 1.8% 100.0%

80歳以上（n=39） 17.9% 46.2% 20.5% 5.1% 2.6% 7.7% 100.0%

無回答（n=9） 0.0% 44.4% 44.4% 0.0% 0.0% 11.1% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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問３５ あなたの現在のお住まいの地域をお答えください。（１つだけに〇） 

 

現在の居住地域については、「百間地区」が 60.8％、「須賀地区」が 33.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

百間地区

60.8%

須賀地区

33.9%

無回答

5.3%

百間地区 須賀地区 無回答

60.8%

64.7%

57.4%

42.9%

60.0%

61.3%

64.1%

61.7%

69.6%

54.5%

56.4%

33.9%

32.6%

35.8%

57.1%

36.0%

36.0%

30.8%

29.8%

28.6%

36.4%

41.0%

5.3%

6.8%

4.0%

5.1%

8.5%

9.1%

全体（n=416）

【性別】

女性（n=215）

男性（n=190）

【年齢別】

18～19歳（n=7）

20～29歳（n=50）

30～39歳（n=75）

40～49歳（n=78）

50～59歳（n=47）

60～69歳（n=56）

70～79歳（n=55）

80歳以上（n=39）
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百間地区 須賀地区 無回答 回答者数

全体 253 141 22 416

女性 139 70 6 215

男性 109 68 13 190

無回答 5 3 3 11

18～19歳 3 4 0 7

20～29歳 30 18 2 50

30～39歳 46 27 2 75

40～49歳 50 24 4 78

50～59歳 29 14 4 47

60～69歳 39 16 1 56

70～79歳 30 20 5 55

80歳以上 22 16 1 39

無回答 4 2 3 9

全体（n=416） 60.8% 33.9% 5.3% 100.0%

女性（n=215） 64.7% 32.6% 2.8% 100.0%

男性（n=190） 57.4% 35.8% 6.8% 100.0%

無回答（n=11） 45.5% 27.3% 27.3% 100.0%

18～19歳（n=7） 42.9% 57.1% 0.0% 100.0%

20～29歳（n=50） 60.0% 36.0% 4.0% 100.0%

30～39歳（n=75） 61.3% 36.0% 2.7% 100.0%

40～49歳（n=78） 64.1% 30.8% 5.1% 100.0%

50～59歳（n=47） 61.7% 29.8% 8.5% 100.0%

60～69歳（n=56） 69.6% 28.6% 1.8% 100.0%

70～79歳（n=55） 54.5% 36.4% 9.1% 100.0%

80歳以上（n=39） 56.4% 41.0% 2.6% 100.0%

無回答（n=9） 44.4% 22.2% 33.3% 100.0%

【性別】

【年齢別】

【性別】

【年齢別】
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「その他」の記述 

 

問２－１ 
（30～39歳） 

・男性は子供を産めないから （男） 

 

（80歳以上） 

・男、女逆でも可と思う （男） 

 

問２－２ 
（20～29歳） 

・様々な状態があると思うので一概には言えないと思う （男） 

・男女問わず各々がやりたいことをやるべきだと思う （男） 

・人それぞれで良いじゃん （男） 

・「性別」ではなく「能力」を基準に役割を決めるのが理にかなっているし人権の侵害を助

長する考え方だと思う。 （女） 

 

（30～39歳） 

・出来る人が出来ることをやればいい、どちらもやってもいい （男） 

・それぞれの家庭内でうまく生活がまわるようになるなら男女関係なくやっていけたら良

いと思う。 （女） 

・合理的でない、出来る人がやればいい （女） 

 

（50～59歳） 

・男性だけの収入では生活が成り立たない。 （男） 

・人生をどう生きるかは人それぞれ。本人が考え決めること。 （女） 

 

（60～59歳） 

・両性合意の上での分担なら良いが押し付けは反対 （男） 

 

（70～79歳） 

・女性が働きやすい社会にすることが必要 （男） 

・個人の意見、考えにより希望する方向を選択すればよい （男） 

 

問６① 【あなた】 
（40～49歳） 

・関わっていた気がするが、もっと関われたのではないかと思うから。 （女） 

・介護を優先した。（認知症高齢者だったので） （女） 

 

（50～59歳） 

・女性が関わる割合が多いと思うので、十分でなかった。 （男） 

 

（70～79歳） 

・妻が外国人の為、妻と子どもは母国で生活。 （男） 
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 ・役割分担した方が良いと思う。 （男） 

 

問６① 【配偶者・パートナー】 
記述なし 

 

問９ 

（20～29歳） 

・女性の方が採用の多い職業もある。 （男） 

・上司（男性）の昼食を準備するのが女性。 （女） 

 

（30～39歳） 

・更衣室がない。トイレ内での着替え（女性のみのため）不便です。男性はその場で着替え

られる。 （女） 

・今の仕事ではありません。 （女） 

・できない仕事（主に力関係）があることで、周りのサポートが必要。 （男） 

 

（40～49歳） 

・パートなので把握していない。 （女） 

・女性特有（乳がん）などに対する理解がなく、退職させられた。（差別発言を受けた） （女） 

・女性の職場なので男女不平等はない。 （女） 

 

（50～59歳） 

・主に女性が多い専門職であったので、上記はあてはまらない。 （女） 

・パートなので、よく分かりません。 （女） 

 

（60～69歳） 

・問 2‐１２まで時代が違い過ぎる。どの問にも当てはまらない。 （女） 

 

（70～79歳） 

・職場は男女同じようでした。退職して 10年以上です。 （女） 

・仕事なし （男） 

・自営業なのでわからない。 （女） 

 

問１３ 

（30～39歳） 

・職場の理解が必要。 （女） 

 

（70～79歳） 

・仕事なし （男） 

 

問１４－１ 
（30～39歳） 

・具体的に何を実施しているのかの実態が不透明のため、反映されているいない以前の問題

と思う。まず具体的に施策を講じた上でこの質問をすべき。 （男） 
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（50～59歳） 

・この町に制度やしくみがない。 （女） 

・議員などあてにならない。自分の票にならない人の意見など聞かない。 （男） 

 

（60～69歳） 

・組織の問題 （女） 

 

問１５ 

（20～29歳） 

・社会全体の５割を担う。 （女） 

・新しい分野 （男） 

・すべて （男） 

 

（30～39歳） 

・進むべきとかないけど、全部なるようになればいいんでは？質問の前提として、女性参画が

たりない事実と女性参画を進めたい人がどれだけいるのかがわからないので、何とも言えま

せん。 （男） 

・とくにわからない （女） 

・性別関係なくその人の特性にあっていれば、どの職種でも問題ないと思う。 （女） 

・どの分野でも男女関係なく学歴も忖度なく、参加出来る環境が望ましい。 （男） 

 

（40～49歳） 

・国会議員、大臣 （男） 

 

（50～59歳） 

・よくわからない。 （女） 

・この町がもっと豊かにならないと全部無理。 （女） 

・ほぼないと思います。 （男） 

・役所の管理職 （女） 

・個人の能力による。 （男） 

 

（60～69歳） 

・全職業役職 （男） 

 

（70～79歳） 

・なし （男） 

 

（80歳以上） 

・女性向きの職種。 （男） 

・個人の自由 （男） 

・わからない （女） 
 

問１８－２ 

（20～29歳） 

・相談するような行為がない。 （女） 
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・受けたことがない （女） 

・この質問にあてはまらない為。 （女） 

・経験がない （男） 

 

（30～39歳） 

・怖かった （女） 

・ないから （男） 

・その事象がなかったため、相談の必要がなかった。 （男） 

・相談するようなことはされてないから。 （男） 

・配偶者がいないため。 （男） 

・相談する事はなし。 （女） 

・特に相談するような事はされていない。 （男） 

・相談する事がない。 （男） 

・暴力を受けていないのでこちらに〇をしました。（問１８は問１７で「ある」と回答した 

方のみ答える内容のように見受けられますが、記載がないので間違えて回答してしまいま

した。） （女） 

・何もされていないので相談しなくてもよい。 （女） 

・そのような経験がない。 （女） 

 

（40～49歳） 

・受けた行為がない。 （男） 

・相手から不快と感じる事をされてないから。 （女） 

・ないからしたことがない。 （女） 

・暴力、嫌がらせを受けたことがない。 （女） 

・特になし （男） 

・暴力行為は全くない。 （男） 

・経験したことがないため （女） 

 

（50～59歳） 

・そのような行為を受けたことが一度もないため。 （男） 

 

（60～69歳） 

・両親等に心配をかけるのがいやだった。 （男） 

 

（70～79歳） 

・1,2,3 のうちの選択で、どれかしなければと思い③にしたが、④に受けたことがないが、

あるとよい。 （女） 

・まったくないので （男） 

 

問２１ 
（20～29歳） 

・日本の古くからあるしきたりや風習を撤廃する。 （男） 

・すべて （男） 

・もしその方が専業主婦の場合、夫に有給をとってもらう制度。 （男） 
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（30～39歳） 

・不妊治療に関する相談や知識。 （女） 

・小さい子がいると健康診断を受けに行きづらい。 （女） 

・男女どちらとも性教育をし、理解させる。 （女） 

・予防対策費助成 （男） 

 

（40～49歳） 

・春日部、杉戸、幸手などでも乳がん、子宮頸がんを受けれるようにしてほしい。今は電

車で行くには不便な所ばかりなので。 （女） 

・ウェイトトレーニングによる筋肉量の増加。 （男） 

・女性が容易に受けられる検診、マンモグラフィとか女性の体に負担が増大な為。 

（女） 

・毎年乳がん、子宮がんの検診が受けられるようにしてほしい。 （女） 

・今で充分 （女） 

・口コミ （女） 

 

（50～59歳） 

・健診を受けるよう促す。 （男） 

・そもそも何で「女性の健康増進」と女性だけに特定しているのか意味が分からない。  

（男） 

 

（60～69歳） 

・パートナーの理解 （女） 

 

（年齢不明） 

・体操教室（コロナを優先の上） （女） 

 

問２３ 

（20～29歳） 

・本当の意味での男女平等にすること。女性の人権を尊重することは重要であると思うが、

それによって男性が生き辛い思いをしないこと。 （男） 

・⑧かと思ったけど、不平等っぽいから純粋な能力のみでの判断。 （男） 

・性別ではなく、人権の教育をしっかりと行う。 （女） 

 

（30～39歳） 

・全てが等しく優先されるべきである。 （男） 

・適材適所 （女） 

・子供のときから偏見やさまざまな差別のこわさを知り、どうしたらいいのか考えてもらう。 

（男） 

 

（40～49歳） 

・法律や制度にかかわらず、能力があれば男女関係はないと考える。対等に平等にと思うこ

とが問題であり、能力が自身より高いと思える人間は、男女関係なく従っている。 （男） 

・子どもの時から教えるのも大事だし、同時進行で大人のサービスや行動がともなわないと

変わらない。 （女） 
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（50～59歳） 

・社会福祉制度の充実。 （女） 

・上記の条件をクリアしたとしても、そもそもバランス良く積極的に参加するようなことは

ないと思う。 （男） 

 

（70～79歳） 

・わからない （女） 

 

問２４ 

（20～29歳） 

・何をするにも男女２人でペアで行動するようにして片方の考えのみで行わないようにする。 

（男） 

 

（30～39歳） 

・「１」にプラスして、ジェンダーレスの方にも対応したらいいのでは。 （女） 

・必要ないと思う。 （男） 

・性別にとらわれないで、それぞれ出来る事をする。 （男） 

 

（40～49歳） 

・女性の意見を組み込み取り入れる風土、地域環境の定着。 （男） 

 

（80歳以上） 

・自分が高齢者で、救護に手を貸す事の出来ないのが残念です。 （女） 

 

問２７－１ 
（20～29歳） 

・それが特別なことだと教えるのではなく、それも当たり前のことだと教える場を子供に与

える。 （男） 

・義務教育から性的マイノリティについて学ぶ機会をつくる。 （女） 

・同性婚を法的に認めたらいいのでは？ （男） 

・同性婚を認める。 （男） 

・授業 （女） 

・同性結婚を法律で認めさせる。 （男） 

 

（30～39歳） 

・１０～３０代ぐらいの人間は、割と理解してきつつあると思う（ここ１０年程で社会に浸

透しつつある言葉で、周囲にも LGBTに該当する人もいるため）が、いわゆる年配の方へ

の理解度が低い為、社会や会社の規律を作る人に該当しているため、社会への理解が浸透

しない。３０代以上を対象として、理解を深める策を講じるべき。 （男） 

・本人の思い（想い）や考え方もあるので、なかなか難しいと思います。 （女） 

・対象の方が活躍できる場があれば良い。５と同意見。 （男） 

・学校や家庭地域などで性的マイノリティについての理解を深められるような場（機会）を

もっともっと作っていく。 （女） 

・教育（小さい頃からの子供への） （女） 
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・個性として差別させない教育（いろいろな人種、宗教等同じくくりで） （女） 

・児童、生徒への教育、LGBTと区分けすること自体に疑問がある。 （男） 

・学校教育の中で多様性について学ぶ機会を作る。 （女） 

・個々の偏見や差別の考えは変えるのは難しいので、まずは、「性的マイノリティ」の方々の

存在を認知し、同じ人間なのだから普通に接する。「性」について、子供も大人も今一度し

っかり勉強して、「性」の大切さを知ってほしい。 （男） 

・「対策が必要」という発想からして理解が進んでいないと思う。一個人であるだけ、特に区

別しようとすることが差別だと思う。「LGBT」とくくるのも適切ではないです。意味ご存

じですか？ （女） 

 

（40～49歳） 

・学校の授業で子供のころから考えてもらう。 （女） 

・子どものうちから色々な人がいるし、いていいものなんだと認知する事。 （女） 

・自身の固定概念だけでなく他人を許容できる、尊重する意識を養う。マイノリティに対す

る知見が少ない、浸透していないため。 （男） 

・LGBTについての自然な意識ができないと難しい。 （女） 

 

（50～59歳） 

・学校教育、社会教育 （男） 

 

（70～79歳） 

・家庭での教育。 （男） 

 

問２８ 

（20～29歳） 

・親が外国人です。もっと外国の人があつまれる場所があればと思う。施策を立ててもそれ

を行う場所がないと何のことかわからない。とくに外国人には。宮代町すべての人に知っ

てもらうには、どうすればいいのかも考えてみてください。 （男） 

 

（30～39歳） 

・不妊について、もっと広めてほしい、もっと支援してほしいです。 （女） 

・金銭等のサポート （男） 

・高齢の男性がやっているようではいけない。若い人に挑戦させる必要がある。 （男） 

・ファミリー世代の交流があるとうれしい。 （女） 

 

（40～49歳） 

・町議会議員の半数を女性にする。 （男） 

・学校教育にて男女の性についての教育。 （女） 

・個性についての理解促進、知見が少ないから許容できないのだと推測する。 （男） 

 

（50～59歳） 

・国と県と町での連携がないと無理だと思う。町だけでは限界があると思う。 （男） 

・行政が企業等へ男女共同参画施策を周知していくこと。 （女） 
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問３１ 
（40～49歳） 

・個人事業主 （男） 

 

（50～59歳） 

・サービス業 （女） 

・資格者、個人事業主 （男） 

・嘱託社員 （女） 

・看護師 （女） 

 

（70～79歳） 

・２女と同居のため、自分で出来る家事の手伝いをしています。あいた時間は趣味を楽し

んでいます。 （女） 

 

問３４ 

（18～19歳） 

・親と兄弟 （男） 

・３世代世帯（祖父母・親・自分） （女） 

 

（20～29歳） 

・同棲 （女） 

・同居 （女） 

 

（30～39歳） 

・夫婦と子供 （女） 

・パートナーとその母 （女） 

 

（40～49歳） 

・夫婦と夫の親 （女） 

・親と同居 （男） 

 

（60～69歳） 

・二世帯 （女） 

・主人は施設に入っています。 （女） 

・夫婦と姉 （女） 

・親、息子 （女） 

 

（70～79歳） 

・本人と子ども （女） 

・２女の夫婦と同居孫 3人 （女） 

・娘が同居 （男） 
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Ⅲ．自由回答 
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最後に、宮代町の男女共同参画推進に関する施策や男女共同参画社会について、ご意見
やご要望等がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

【20～29歳】 

・男性の視点からして、どう答えればよいのか難しい質問がいくつかありました。難しかっ

たので自分の性別がどっちであるかとはあまり考えずに答えさせて頂きました。男性だか

ら女性だからとかではなく、個人が尊重される世の中がくればいいなと思います。 （男

性） 

 

・女性はこうでいなくてはならない。男性はこうあるべき、古い考えを持っている人が多す

ぎる世の中だから生きづらい。できる人ができることを行うべき。それは性別で左右され

るものではないと感じます。 （女性） 

 

・がんばってください。 （女性） 

 

・女性、男性関係なく自分らしく生きていける社会を望みます。 （女性） 

 

・がんばってください。ぼくもがんばります。 （男性） 

 

・SNSが普及した現代でいじめや差別の手段が陰湿になっているように思います。性別、趣

向だけを見るのではなく、人は尊重されるべきで、そういった行為が自分にもかえってく

ることを理解するべきだと思います。まずはしっかりと「人権」について学んでほしいと

思います。 （女性） 

 

・誰がどんな風にいつ行うのか知りたい。知りあいに LGBTがいるので、自分の町が行って

くれたら、参加してみたい。又、何不自由ない”普通の日本人”とは少し違う人たちが集

まって話せる場が増えれば、町の中で人とのつながりが増えていくのではないでしょうか

と思いました。 （男性） 

 

【30～39歳】 

・年配の方がいる場での男女差を感じる点があり、それに対しての理解や対応についてどう

していったらよいか、宮代町の特徴として考え方のヒアリングや意見交換が必要かと思

う。 （女性） 

 

・小さい町だからこそ全国に先駆ける取り組みを行ってほしい。例えば渋谷区などで行って

いる「パートナーシップ制度」など。実施するには理解が必要なので年代、性別にとらわ

れない研修や学習会が必要となると思う。「コスプレ」など文化に理解のある町なので新し

い取り組み、先進的な取り組みに期待しています。 （男性） 

 

・男性、女性という単純な区分だけでは不十分。女性の生き方は多様でその立場によって考

え方は大きく変わる。 （女性） 
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・今現在、不妊治療をしています。妊娠するのは女性なので治療も男性に比べると女性の方

が多いです。（不妊原因はあってもなくても）そのため正職員で働くにしても周りの理解が

得られず、社会に出るにも難しい問題があります。たくさんあります。そういった他の理

由でも男女共同というのはなかなか難しいように思います。ただこのように理解しようと

してくださるのはとても素晴らしいことだと思います。 （女性） 

 

・アンケートが長く、答えるのが大変でした。WEB等でもっと簡易に取り組めるとありがた

いです。答えるのに５０分かかりました。P.S.今年９月に第一子が生まれ、宮代町から 10

万円の金券を送って頂き、夫婦共々感謝しております。これからも未来を担う子供たちの

将来をサポートして頂けると助かりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました！ （男性） 

 

・2年程前に転入してきました。まだ町議の方など良く知りませんが、若い人が少ないよう

に思います。60代の方は偏見がある（これも偏見ですが）ように考えますので、新しい取

り組みを考えるのであれば若い人（２０～３０代）の意見をどんどん取り入れてくださ

い。 （男性） 

 

・自営業、かつ世帯主が自分であるため、今回のアンケートではお役に立てるとは思えませ

ん。また、私自身が性的な漫画のようなものを取り扱っているので、「問１９」については

すでに偏見が含まれているかと思います。「普通」ではない生活なのでお役に立てず申し訳

ありません。 （女性） 

 

・宮代町は結婚後の補助制度が少ないと思いました。 （男性） 

 

・個人的には様々な部分で女性の進出はしていると思う。様々な意見があると思うので、少

数意見のものにも耳を傾けより良い宮代町になって欲しい。 （男性） 

 

・子育て世代のことのみ記述させて頂きます。男性、女性で共に子育てをしたり、働いたり

するには、男性の労働時間の短縮が必要だと思います。現在、保育園に子どもを通園させ

ていますが、送迎で会う人はほとんどが母親です。各家庭、役割分担があると思います

が、我が家の場合は、現在育児休暇中の私がほとんどを担っています。仕事に復帰すると

半分半分となります。専業主婦の方、パートタイムの方、育休中の方、そういう家庭は必

然的に母親が子育てをしていく流れになると思います。ですが子育てを一人でするのはと

ても大変です。求職中でなくても区別をせずに一時保育等がもっと幅広い方に利用され、

母親と社会を繋いでいく仕組みをつくれれば、よりよい社会になると思います。（「おため

し保育」利用しませんか？等。あとは２０００円の利用料の無料か半額券を 1歳の誕生日

に送るとか。）子供の様子から DVが発見できたり子育てに関する悩み、虐待を見つけるき

っかけになるかもしれません。すみません。まとまっていませんが、意見、要望は以上で

す。よろしくお願いします。 （女性） 

 

・問２３の４「子どもの時から家庭や学校で男女平等を教える」というのがこの町の教育方

針なのでしょうか。子供の思考力を奪うようでなりません。「自分」と「目に映る一人一

人」が違う事をしっかり認識させる事が大事なのではないでしょうか？違う考えを持つこ

とが当然だという認識がないまま、ただ男女平等、男女共同参画社会の知識を与える事に
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何の意味があるのでしょうか。形だけの教育にならないよう、頑張っていただきたいで

す。お仕事お疲れ様でした。 （女性） 

 

・性別を問わず若年層が貧しくなっている割合が増えていると感じる。昔よりも共働き家庭

が増えているのも、未婚が増えているのもその影響はある。さらにコロナの影響も拍車を

かけている。生きるために働く事に集中し過ぎ、せっかく日本で進みかけていた男女共同

参画も、金銭的にも時間的にも余裕がなければ衰退していくと考える。宮代町としてでき

ることは、企業誘致や町外からの収入を増やし雇用増加や賃金上昇を目指せるように公民

一体となった施策が必要だった。東武動物公園といった武器もあるし一部の若者に人気な

進修館もあるし東武線では急行も多くとまるし、こういったものから受動的ではなく積極

的な地域振興が結果的に男女共同参画に確実に貢献すると思います。 （男性） 

 

・小さな町なので LGBTに当てはまる人数も少ないと思いますが、小さな町だからこそ、少

ない LGBTの方々によりそった支援をしていけるようお願いします。小さなころから悩ん

でいる人もいるかもしれません。教育の場でも制服や校則含め、いろいろと改めていける

と思います。また出産前後の女性への特に体力的・精神的な支援、子が小中学校になるま

での継続支援も考えて頂きたいです。 （男性） 

 

・男女共同参画推進に関する施策等にとらわれないで性別や、障がい者の方々や、今いる子

供達、これから生まれてくるであろう子達のためにも、人間や動植物が住みやすい世界中

にほこれる宮代町にしてほしいし、したいです。このままでは、ますます少子化の拍車が

かかるので、宮代町には、東武動物公園や進修館等でコスプレ等のイベントで使ってくれ

ているので、もっと若い人に宮代町を知ってもらい色々な可能性をひきだしてほしい。 

（男性） 

 

・宮代で生まれ育ちましたが、20歳の時に違う市へ移り、またいつか戻ってこようと決心

し、やっと戻って参りました。宮代には愛着を感じます。大きくない町だからこそ、多様

な性別、人種の方を受け入れ、町民全員で差別なく理解し合える町になったら良いと思い

ます。ここ数年でマルシェやカフェも増えたようですが、そういったたくさんの方が集ま

る場にこそ、男女平等、人種差別をなくすための運動が必要だと思います。 （女性） 

 

【40～49歳】 

・これまでの人生経験での固定概念に支配されてしまっているので、まずはこれらの脱却か

ら知見を増やしていく必要有。マイノリティ含め自身もマイノリティだと認識して他人を

尊重、許容できる器を育成したい（すべき）。本来であれば幼少期、義務教育中に知識とし

て刷り込む事が望ましいと思います。成人向けにはメディア（テレビ、WEB）から拡散し

ていく方法かな。（男性） 

 

・本当の声を聞くことが大事だと思うので、町長さんがそういう機会を持ってくださってい

るので、いい方向へ行けるとうれしいです。 （女性） 

 

・男女共同参画するのであれば本気で取り組む。取り組んでいる過程、結果、変化、改善…

等々随時町民へ公表をする。評価してもらう。意見をもらう。形だけ見てくれだけ、評
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判、世間体を気にするような上辺だけの政策はいらないしやらない方がいい。大切な町民

税を大切に使ってください。 （男性） 

 

・いつもありがとうございます。引き続き住みやすい宮代町づくりができることを期待して

います。 （男性） 

 

・男女平等な社会は理想だが、やはりそれぞれに役割はあると思う。例えば、災害発生時の

力仕事等は女性がやっていたら不安になると思う。性別に関係ない分野の平等は賛成する

が、性別の関わる分野では役割分担が必要であると考えます。また、伝統的な行事等、残

すべき習慣もあると思うので、何でも無条件に平等にする事は難しいし、して欲しいとは

思わない。 （男性） 

 

【50～59歳】 

・男女平等になるのはよい事ですが、育休、産休が重視されすぎることは非常に困ります。

この方たちをフォローする人たちにも目を向けてください。こういった動きがますます残

って、働く職員を疲れさせてしまわないよう考えてください。今の子育て世代は恵まれす

ぎています。十分平等です。 （女性） 

 

・問３２～３４を質問すること自体違うし分かってないのでは？ （女性） 

 

・この企画は国、県と連携しないと難しいと思います。国や県、市町村が声を大にして唱え

ても、女性自身の意思が変わらないと変わっていかないような気がします。環境を整える

こともとても大事ですが。先は女性自身の意思、意識改革をやるべきだと思います。それ

と男性も女性への思いを変えないといけないですね。女性は家で！女性は女性らしく等の

意識改革が必要！（私も含めてですが）以上です。 （男性） 

 

・宮代町の今後の発展と独自の町作りのためにも男女共同参画を推進して頂き、特に女性の

意見を多く聞いて生かしてもらえたらと思います。 （女性） 

 

・法律をつくるとか堅苦しくなく自然に動けるようになるとよいが、男性が多い行政では難

しいのではと思う。もっと年齢も幅広く色々な職種の方たちが意見を言えて、それを柔軟

に取り入れていける仕組みを作っていかないとなかなか話が進まないと思う。役場の職員

も柔軟な考えを持ってもらえるとよい。話しやすい雰囲気がもっとあると良い。良い人も

いるが横柄な人もいる。 （女性） 

 

・コロナが落ち着いたら学習会をして男女共同参画の学びを深められる機会を多く持ってほ

しい。 （女性） 

 

・保育園設置、訪問介護等高齢者施策の一層の充実をお願いします。 （男性） 

 

・宮代町は他の市町村に比べとても親切で手厚いと思います。役場の方々に感謝していま

す。 （女性） 
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・推進を気にしている時点で変だなと感じる。お互い様、おかげ様の配慮をもってことにあ

たれば改まってとりざたするような事にはならないだろう。妙に気にしている時点で、意

識の中に共同参画していないことを認識しているということ。ただ日本なりの共同参画が

あると思うので、全て平等が本当の平等とは限らないのと同じで、まずは意識改革が必

要。子供が変わると社会は変わる。次の世代を意識から育てることを平行で行っていきた

いものです。あと、これは主人あてに来ましたが、女性が答える内容ですね、ほとんど。

なのになぜ主人あて？ （女性） 

 

・性的マイノリティについて、身近な人にカミングアウトされ色々と考えた。男女共同参画

の本質かわからないが、正しく理解する場がほしい。アライとして意識しているがわから

ないことがたくさんある。誰もが取り残されない社会であってほしい。 （男性） 

 

・弱者保護は大切だが、過保護にならないようなバランスをもってやってください。（男性） 

 

【60～69歳】 

・家事育児は男女協力して行く事だと思います。それによって男女平等につながっていくと

思います。 （男性） 

 

・宮代町、とても遅れていると思います。よろしくお願いいたします。 （女性） 

 

・男女共同参画には同意しています。しかしながら現日本の社会情勢の中ではかなり難しい

と思います。女性が安心して働ける社会をつくらなければ。そのためには最低でも保育施

設、学童保育、介護施設を充実させること等が大切だと思う。どんな仕事でも集中して業

務を進めなければならない。それには早期に社会情勢を変えなければ難しいと思います。 

（男性） 

 

・男女に関係なく、その人の能力が十分生かされるような社会になればいい。 （男性） 

 

・アンケートの内容が答えにくい（わかりにくい）。今までの教育や社会通念があり、それを

変えていくには地道に時間をかけて変えていくしかない。 （男性） 

 

・若い世代が住んでいてよかったと思えるような町づくり。議員さんたちをもっとリフレッ

シュさせて（年齢がいった方はなかなか固定観念をすてられない）真の男女共同参画社会

を目指してほしい。子育てしやすい環境をつくることこそ男女共同参画社会なのでは？ 

（女性） 

 

【70～79歳】 

・「男女共同参画」も重要だが、宮代町としてはもっと「力」を入れるべき事があるのではな

いでしょうか。男女平等、それは世界から見たデータによるもの。男だろうが女だろうが

適材適所。自己の希望する事に従事できるようにしなければ、それは男女の区分ではなく

個々の区分。いかに一人一人を大切にできるかだと思います。「男女平等」ではなくもっと

宮代町としてかかげるスローガンを考えてほしい。少子化、高齢化、人が入ってこない

（税収が増えない）…頑張って欲しいものです！ （男性） 
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・今まで気がつかなかった事を気付かせていただきました。男性社会のいままで、今ももっ

と女性、LGBTの方々が活躍できる社会が来ることを望みます。子供も自由に産めて、マ

マたちがハツラツと働ける社会が出来たら世の中はもっと明るく楽しい希望の社会にな

る。女性の議員さんが少ないと思います。 （女性） 

 

・宮代町の男女共同参画推進に関する努力に敬意を表します。このテーマは長期にわたるテ

ーマで、一朝一夕に達成できるものとは思いません。家庭内の意見の食い違いを暴力で解

決できるとは思います。夫婦間、家族間で話し合うことが必要です。関係者の皆様の努力

を多として自分も努力して参りたいと思います。宮代町の今後の発展を祈ります。（男性） 

 

・男だから女だからではなくお互い助け合い認め合っていくことこそ、よりよい社会に（男

でなければ出来ない事もあると思いますが）なっていくと思います。※全体的に〇をつけ

たらよいかどうか迷う場面もあり、でもつけなければ…という所もありました。 （女性） 

 

・調査と言っても独り住まいで高齢者なので質問はないです。 （女性） 

 

・子どもが安心して育てられる環境作り、育児支援、遊び場等。 （男性） 

 

・施設や活動内容が周知されていない。もっと PRが必要。 （男性） 

 

【80歳以上】 

・男女それぞれの身体的能力、特徴に合った仕事、役割を担うのが望ましいと思う。たとえ

ば力仕事は男がすべきだし、丁寧な仕事は女に似合うと思う。一律には決め難いが。それ

ぞれの特長、適正を活かす中で共同参画すべきで、必ずしも平均的に扱うのは正しくない

と思う。（アンケートの設問が多すぎる。途中でいやになってしまい正しいアンケートが集

まるかどうか疑問である。もっとシンプルにすべきだ。） （男性） 

 

・男性、女性ではなく、お互いに一人一人が相手を認めて、少しでも言葉による傷つけがな

いように気をつかい、安心して生活ができる町でありたいです。 （男性） 

 

・町長をはじめ役場員のみなさま日常のご努力ご苦労様でございます。宮代町の発展のため

さらなるご精進を祈ります。新型コロナを乗り越えましょう！ （男性） 

 

・女性ならではの考えや細部にわたっての意見を取り上げるのも大切だと思う。前例に従っ

ていては改革、改善が出来ない事が多くあると思う。自治会加入者が少ない、また高齢者

（80歳）の脱会が多い点が気になります。 （男性） 

 

・定年まで（60歳）大手企業に勤めていました。能力で差をつける事はなく、会社の為に精

一杯働いて努力してきましたので、管理職まで女性でも昇格できる所でしたので、現在 80

歳を越えていますが、男女の差は力次第でしたので、女性が家庭を大事にしていきながら

家庭を守っていくのは、どこにいても本人の考え方、努力だと思いますので、現在の基準
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に合わせていく事はすべてではないのではないでしょうか。町の自治体の発展にすすんで

前に進むことの方が大事で、町の発展につながるようになるのでは…と思います。（女性） 

 

・この調査票について、宮代町のこれからの件について、若い世代の人の意見を多く取り入

れた方が良いと思う。70、80歳の人に意見を出す調査ではない。 （女性） 

 

 

【不明】 

・このアンケートは各家庭に１通出しているのですか？義父の名前で届きましたが、90歳前

後の人が回答できるようなアンケートではないと思います。申し訳ありませんが途中で記

入できませんでした。 

 

・このアンケートがどのように生かされるのか…不安になりました。何がわかるのかな…。  
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276 

  



 

277 

【調査票】 

男女共同参画に関する住民意識調査 
 

 日頃より町政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 宮代町では、「女性も男性も、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性

別にかかわりなくその個性と能力を発揮できる社会（男女共同参画社会）」の実現に向

けてさまざまな取組を行っています。この調査は、住民のみなさまから、男女共同参

画に関するご意見を幅広くお伺いすることにより、今後の施策を検討するための基礎

資料とさせていただく 

ために行います。 

この調査の実施にあたり、町内にお住まいの１８歳以上の方８００人を住民基本台

帳から無作為に抽出した結果、あなた様にご回答をお願いすることになりました。ご

回答はすべて無記名で行い、統計的に処理し、他の目的には一切使用いたしませんの

で、ぜひ率直なご意見をお聞かせください。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいま

すようお願い申し上げます。 

令和２年１１月 

宮代町長  新 井 康 之 
 

 

 

① 質問には封筒のあて名のご本人がご回答ください。 

② お答えは、1つだけ回答していただくものと、複数（あてはまるものすべて） 回答

していただくものがありますので、説明に従って回答してください。また、○印は、

番号を囲むようにつけてください。  

③ お答えが「その他」にあてはまる場合は、（ ）内にその内容を具体的に記入してく

ださい。  

④ 設問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、注意書きを

よくお読みください。  

 

ご記入いただきました調査票は、同封の返信用封筒（切手不要）に入れ、 

１２月１５日（火）までにポストに投函してください。 

（お名前やご住所の記入は不要です） 

 

〈調査についてのお問い合わせ〉 

宮代町 総務課 人権推進室 

電話：0480-34-1111（内線 210）/FAX：0480-34-7820 

E-mail：jinken@town.miyashiro.saitama.jp  
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問１ あなたは、現在、男女の地位は平等になっていると思いますか。次の①～⑧の

それぞれについてあなたの考えに近いものを選んでください。（それぞれ１つず

つに○）  

 

平
等
に
な
っ

て
い
る 

平
等
に
な
っ

て
い
な
い 

ど
ち
ら
と
も 

い
え
な
い 

わ
か
ら
な
い 

① 学校生活で 1 2 3 4 

② 学校教育の場で 1 2 3 4 

③ 職場で 1 2 3 4 

④ 政治の場で 1 2 3 4 

⑤ 自治会等の地域活動の場で 1 2 3 4 

⑥ 社会通念や風潮（習慣・しきたり）などで 1 2 3 4 

⑦ 法律や制度の上で 1 2 3 4 

⑧ 社会全体の中で 1 2 3 4 

 

問２「男性は仕事、女性は家庭」という考え方がありますが、あなたはこの考えに同

しますか。（１つだけに○） 

１. 同感する ⇒ 問２－１へ             ３. どちらともいえない 

２. 同感しない ⇒ 問２－２へ           ４. わからない 

 

 

【問２で、「１. 同感する」を回答した方にお聞きします】 

問２－１ 同感する理由を教えてください。（１つだけに○） 

１. 日本の伝統・美徳だと思う             ４. 個人的にそうありたいと思う 

２. 性別で役割分担をした方が効率が良いと思う ５. 理由を考えたことはない 

３. 子どもの成長にとって良いと思う        ６. その他（           ） 

 

【問２で、「２. 同感しない」を回答した方にお聞きします】 

問２－２ 同感しない理由を教えてください。（１つだけに○） 

１. 男女平等に反すると思う 

２. 女性が家庭のみでしか活躍できないことは、社会にとって損失だと思う   

３. 男女ともに仕事と家庭に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思う   

４. 少子高齢化により労働力が減少し、女性も仕事をする必要があると思う 

５. 一方的な考え方を押しつけるのは良くないと思う 

６. 理由を考えたことはない 

７. その他（                                                  ） 

 

男女平等に関する意識についてお伺いします 

横方向にご回答ください 
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問３ あなたの家庭では、次の①～⑦のことについて、主に男性、女性のどちらがして

いますか。（それぞれ１つずつに○） 

 

問４ 次の①～⑦のことについて、主に男性、女性のどちらが担う方がよいと思いま

すか。 

あなたの考えに最も近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに○） 

 

主
と
し
て
男
性

が
担
う 

男
性
・
女
性
が

分
担
し
て
担
う 

主
と
し
て
女
性

が
担
う 

そ
の
他 

① 家事（炊事・洗濯・掃除など） 1 2 3 4 

② 子育て（子どもの世話、しつけ、教育など） 1 2 3 4 

③ 介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など） 1 2 3 4 

④ 地域の行事への参加 1 2 3 4 

⑤ 自治会、PTA 活動 1 2 3 4 

⑥ 生活費の確保 1 2 3 4 

⑦ 高額な商品や土地、家屋の購入の決定 1 2 3 4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

主
と
し
て
男
性

が
し
て
い
る 

男
性
・
女
性
が

分
担
し
て
い
る 

主
と
し
て
女
性

が
し
て
い
る 

そ
の
他 

該
当
し
な
い 

① 家事（炊事・洗濯・掃除など） 1 2 3 4 5 

② 子育て（子どもの世話、しつけ、教育など） 1 2 3 4 5 

③ 介護（介護の必要な親の世話、病人の介護など） 1 2 3 4 5 

④ 地域の行事への参加 1 2 3 4 5 

⑤ 自治会、PTA 活動 1 2 3 4 5 

⑥ 生活費の確保 1 2 3 4 5 

⑦ 高額な商品や土地、家屋の購入の決定 1 2 3 4 5 

家庭生活・子育てについてお伺いします 

横方向にご回答ください 

横方向にご回答ください 
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問５ 家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方について、あなたは「現実」では何

を優先していますか。また、「希望」では何を優先したいですか。 

（それぞれ１つずつに○） 

 現
実 

希
望 

①仕事や趣味・ボランティアなどの自分の活動に専念 1 1 

②どちらかといえば、家庭生活より仕事や自分の活動を優先 2 2 

③仕事や自分の活動と家庭生活を同時に重視 3 3 

④どちらかといえば、仕事や自分の活動よりも家庭生活を優先 4 4 

⑤家庭生活（家事・子育て・介護）に専念 5 5 

 

【子育ての経験のある方にお聞きします】（子育ての経験のない方は問７へ） 

問６ あなたと配偶者・パートナーの、子育てへのかかわりは十分である（あった）

と思いますか。（それぞれ 1つずつに〇） 

 

【問６で、「あまり十分ではない（なかった）」または「十分ではない（なかった）」に１つでも回答した方にお聞きします】 

問６－１【あなた】もしくは【配偶者・パートナー】で、かかわりが十分でない（な

かった）のは何が原因であると思いますか。（１つだけに○） 

 
あなた 

配偶者・ 

パートナー 

①仕事が忙しすぎる（た） 1   1 

②育児休業制度が不十分または利用しにくい（かった） 2 2 

③趣味や自分の個人的な楽しみの方を大切にする（した） 3 3 

④子どものことや家庭のことにあまり関心がない（かった） 4 4 

⑤子どもの世話が面倒だと考えている（いた） 5 5 

⑥子育ての大変さを理解していない（かった） 6 6 

⑦子どもとどのように接したらよいかわからない（かった） 7 7 

⑧子育てに関する知識や情報が乏しい（かった） 8 8 

⑨その他

(                        ) 
9 9 

 

 十
分
で
あ
る 

（
な
か
っ
た
） 

あ
る
程
度
は 

十
分
で
あ
る 

（
な
か
っ
た
） 

あ
ま
り
十
分 

で
は
な
い 

（
な
か
っ
た
） 

十
分
で
は
な
い 

（
な
か
っ
た
） 

わ
か
ら
な
い 

①あなた １ ２ ３ ４ ５ 

②配偶者・パートナー １ ２ ３ ４ ５ 

横方向に 

ご回答ください 

縦方向にご回答ください 

縦方向にご回答ください 
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【結婚されている方（事実婚を含む）にお聞きします】（結婚していない方は問８へ） 

問７ コロナ禍により、家で過ごす時間が長くなりました。家庭生活（家事・子育

て・介護）について、夫婦間の役割分担のやり方を工夫するようになりました

か。（例えば、固定的な役割分担の柔軟化、夫婦間のより丁寧な相談等） 

（1つだけに〇） 

１．感染症拡大前よりも工夫するようになった 

２．感染症拡大前から変化ない 

３．わからない 
 

 

 

 

 

 

問８ あなたの働き方は、「現実」にはどうですか（どうでしたか）。また、「理想」

はどうあるべきだと思いますか。男性は、配偶者・パートナーについてお答え

ください。※結婚には事実婚を含みます。（それぞれ１つずつに○） 

 現
実 

理
想 

① 結婚や出産の有無にかかわらず、仕事を続けている（いた） 1 1 

② 子育ての時期だけ一時やめ、その後はフルタイムで仕事を続けている（いた） ２ 2 

③ 子育ての時期だけ一時やめ、その後はパートタイムで仕事を続けている（いた） ３ ３ 

④ 結婚後または子育て終了時から仕事をもっている（いた） ４ ４ 

⑤ 子どもができるまでは仕事をもち、子どもができたら家事や子育てに専念している（いた） ５ ５ 

 

問９ あなたの職場では、仕事の内容や待遇面で、女性に対して次のようなことがあ

りますか（ありましたか）。（あてはまるものすべてに○） 

１．就労経験はない                   

２．賃金に男女差がある           

３．男性に比べて女性の採用が少ない      

４．昇進、昇給、評価に男女差がある                                  

５．補助的な仕事しか任されていない等、配置場所が限られている             

６．企画会議などの意思決定の場に女性が参加できない傾向がある   

７．女性を幹部職員に登用しない  

８．有給休暇や育児・介護休業が取得しにくい 

９．短時間勤務が認められない 

10．結婚や出産で退職しなければならないような雰囲気がある 

11．中高年以上の女性に退職を勧奨するような雰囲気がある 

12．教育・研修を受ける機会が少ない 

13．その他（                               ） 

14．特にない 

 

男女の就業・仕事についてお伺いします 

縦方向にご回答ください 



 

282 

問１０ 育児や家族介護を行うために、法律に基づき育児休業や介護休業を取得でき

る制度があります。あなたは、この制度を活用して、男性が育児休業や介護休業

を取得することをどのように思いますか。（それぞれ１つずつに○） 

 

積
極
的
に 

取
得
し
た
方
が
よ
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

取
得
し
た
方
が
よ
い 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

取
得
し
な
い
方
が
よ
い 

取
得
し
な
い
方
が
よ
い 

わ
か
ら
な
い 

① 育児休業 1 2 3 4 5 

② 介護休業 1 2 3 4 5 

 

 

問１１ あなたは、女性が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるためには、どのよ

うなことが重要だと思いますか。次の①～⑧のそれぞれについて、あなたの

考えに近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに○） 

 

と
て
も
重
要 

重
要 

あ
ま
り
重
要
で
な
い 

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い 

① 配偶者・パートナー（男性）の理解や家事・育児などへの参加 1 2 3 4 

② 配偶者・パートナー（男性）以外の家族の理解や家事・育児などへの参加 1 2 3 4 

③ 保育施設や学童保育の充実 1 2 3 4 

④ 福祉施設やホームヘルパーの充実 1 2 3 4 

⑤ 労働時間の短縮、フレックスタイム制度の導入 1 2 3 4 

⑥ 企業経営者や職場の理解 1 2 3 4 

⑦ 育児・介護休業などの休業制度の充実 1 2 3 4 

⑧ 昇進・昇給などの職場での男女平等の確保 1 2 3 4 

 
 

 

 

 

 

 

横方向に 

ご回答ください 

横方向にご回答ください 
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問１２ あなたは、女性が結婚や出産のために退職し、その後再就職するためには、

どのようなことが重要だと思いますか。次の①～⑦のそれぞれについて、あ

なたの考えに近いものを選んでください。（それぞれ１つずつに○） 

 

と
て
も
重
要 

重
要 

あ
ま
り
重
要
で
な
い 

ま
っ
た
く
重
要
で
な
い 

① 家族の理解や家事・育児などへの参加 1 2 3 4 

② 子どもや介護を必要とする人などを預かってくれる施設の充実 1 2 3 4 

③ 就職情報や職業紹介などの相談機関の充実 1 2 3 4 

④ 技能習得のための職業訓練の充実 1 2 3 4 

⑤ 企業経営者や職場の理解 1 2 3 4 

⑥ 企業等が再就職を希望する人を雇用する制度の充実 1 2 3 4 

⑦ フレックスタイム制度、短時間勤務制度の導入や介護休業などの制度の充実 1 2 3 4 

 

 

問１３ あなたは、男女が共に仕事と家庭の両立をしていくために、どのような条件

が必要だと思いますか。（〇は３つまで） 

１．給与等の男女間格差をなくすこと 

２．代替要員の確保など、育児休業・介護休業制度を利用できる職場環境をつくること 

３．育児や介護のために退職した職員をもとの会社で再雇用する制度を導入すること 

４．育児休業・介護休業中の賃金その他の給与を充実すること 

５．地域の保育施設や保育時間の延長など保育内容を充実すること 

６．在宅勤務やフレックスタイム制度、短時間勤務制度など、柔軟な勤務制度を導入 

すること 

７．職業上、必要な知識・技術等の職業訓練を充実すること 

８．女性が働くことに対し、家族や周囲の理解と協力があること 

９．男性が家事や育児を行うことに対し、職場や周囲の理解と協力があること 

10．その他（                                 ） 

11．わからない 

 

 

 

 

 

 

 

横方向にご回答ください 
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問１４ あなたは、地方自治体（県や市町村）などの施策について、女性の意見や考

え方がどの程度反映されていると思いますか。（１つだけに○） 
 

１．十分反映されている    

２．ある程度反映されている   

３．あまり反映されていない                              

４．ほとんど反映されていない 

５．どちらともいえない 

 

 

【問１４で、「３．あまり反映されていない」または「４．ほとんど反映されていない」を回答した方にお聞きします】  

問１４－１ 反映されていない理由は何だと思いますか。（〇は３つまで） 

１．女性議員が少ない                       ５． 男性の意識、理解が足りない 

２．行政機関の管理職に女性が少ない       ６． 社会のしくみが女性に不利 

３．審議会や自治会等に女性が少ない       ７． 女性の能力に対する偏見がある 

４．女性自身が消極的、又は意欲や責任感が乏しい   

８． その他（          ） 

 

 

問１５ あなたは、今後どのような分野で、特に女性の参画が進むべきだと思います

か。（あてはまるものすべてに○） 

 

１．市町村議会等の議員              ４． 自治会、PTAなどの役員 

２．職場等での管理職               ５． 建設業や理工系などの女性の少ない職場 

３．弁護士、医師などの専門職      ６． その他（           ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の社会参画についてお伺いします 

⇒問 1４-1へ 
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問１６  あなたは、次の①～⑪のようなことが夫婦（事実婚や別居中を含む）の間で行われ

た場合、それをどのように感じますか。あなたの考えに近いものを選んでくださ

い。（それぞれ１つずつに○） 

 

ど
ん
な
場
合
で
も 

暴
力
に
あ
た
る 

暴
力
に
あ
た
る
場
合
と 

そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る 

暴
力
に
は
あ
た
ら
な
い 

①平手でぶつ、殴る、蹴る、突き飛ばす、髪をつかんで引きずり回

す 
1 2 3 

②殴るふりしておどす、包丁を突き付けておどす 1 2 3 

③ 大声でどなる、物を投げつける、ドアをける、大切な物を壊す 1 2 3 

④ 「誰のおかげで生活しているんだ」「甲斐性なし」などという 1 2 3 

⑤ 何を言っても長時間無視し続ける 1 2 3 

⑥ 外で働くことを許さない、仕事をやめさせる 1 2 3 

⑦ 関係や、行き先、電話、メールを細かく監視する 1 2 3 

⑧ 必要な生活費を渡さない 1 2 3 

⑨ 嫌がるのに性的な行為を強要する 1 2 3 

⑩ 見たくないと言っているのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる 1 2 3 

⑪ 避妊に協力しない 1 2 3 

 

問１７ あなたはこれまでに、あなたの配偶者から①～④のような行為をされたこと

がありますか。（それぞれ１つずつに○） 

 

一
、
二
度 

あ
っ
た 

何
度
も あ

っ
た 

ま
っ
た
く な

い 

① 身体的暴行（例えば、殴ったり、蹴ったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするな 

どの身体に対する暴行） 
1 2 3 

② 心理的攻撃（例えば、人格を否定するような暴言、交友関係や行き先、電話・メールなど 

を細かく監視したり、長期間無視するなどの精神的な嫌がらせなど） 
1 2 3 

③ 性的強要（例えば、いやがっているのに、性的な行為を強要される、見たくないのにポルノ 

映像等を見せられる、避妊に協力しないなど） 

 

1 2 3 

④ 経済的圧迫（例えば、生活費を渡されない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害 

されるなど） 
1 2 3 

男女間における暴力についてお伺いします 
 

横方向にご回答ください 

横方向にご回答ください 
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問１８ あなたは、相手から受けた行為について、誰かに打ち明けたり、相談したり

しましたか。（１つだけに○） 

 

１． 相談した ⇒ 問１８-１へ 

２． 相談できなかった       

３． 相談しようとは思わなかった  

 

 

 

【問１８ で、「１．相談した」と回答した方にお聞きします】 

問１８－１ あなたが、相談した人（場所）を教えてください。（あてはまるものす

べてに〇） 

１．家族・親せき                      ５．弁護士 

２．友人・知人                        ６．医師・カウンセラー 

３．警察                              ７．民間の相談機関 

４．国・県・町の相談窓口・電話相談など    ８．その他 （                    ） 

 

 

【問１８で、「２．相談できなかった」または「３．相談しようとは思わなかった」と回答した方にお聞きします】  

問１８－２ あなたが、誰（どこ）にも相談できなかったのはなぜですか。（あてはま

るものすべてに○） 

 

１．誰（どこ）に相談してよいのかわからなかった 

２．恥ずかしくて誰にも言えなかった 

３．相談しても無駄だと思った 

４．相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっとひどい暴力を振るわれると思った 

５．相談窓口の担当者の言動により、不快な思いをすると思った 

６．自分さえ我慢すれば、このまま何とかやっていくことができると思った 

７．他人を巻き込みたくない 

８．思い出したくない 

９．自分に悪いところがあると思った 

10．相談するほどのことではないと思った 

11．その他（                    

 

 

 

 

 

 

⇒ 問１８-２へ 
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問１９ 次のような行為（不愉快な行為）について、あなたの経験を教えてくださ

い。（それぞれあてはまるものすべてに○） 

 受
け
た
こ
と
が
あ
る 

し
た
こ
と
が
あ
る 

見
聞
き
し
た
こ
と
が
あ
る 

経
験
し
た
こ
と
は
な
い 

① 卑わいな話をする 1 2 3 4 

② 「女（男）のくせに」「女（男）だから」と言う 1 2 3 4 

③ 身体に触れる 1 2 3 4 

④ 交際を強く迫る 1 2 3 4 

⑤ 性的行為を強く迫る 1 2 3 4 

⑥ 性的なうわさをたてる 1 2 3 4 

⑦ 結婚や交際について聞く 1 2 3 4 

⑧ 容姿について話題にする 1 2 3 4 

⑨ 帰宅途中などに後をつけたり、つきまとったりする 1 2 3 4 

⑩  ヌード写真や卑わいな雑誌を目のつくところに置いたり、貼ったり

する 
1 2 3 4 

 

 

 

 

問２０ あなたは、この 1年間に健康診断や健診を受けましたか。(１つだけに〇) 

1．受けた               ２．受けなかった   

 

問２１ あなたは、女性の健康増進を支援するために、どのようなことが必要だと思

いますか。（〇は２つまで) 

1．女性のための健康教育・健康相談 

2．女性の性に関する相談 

3．乳がん・子宮頸がん検診等、女性に多い疾病に関する予防対策 

4．病院・医院等の、女性スタッフによる女性外来の充実 

5．妊娠・出産期における母子保健サービスの充実 

6．心の健康に関する相談 

7．その他(                       ) 

健康についてお伺いします 
 

横方向にご回答ください 
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問２２ あなたは①～⑭の男女共同参画に関する社会の動きや言葉について、知って

いますか。（それぞれ１つずつに○） 

 内
容
を
知
っ
て
い
る 

聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が 

内
容
は
知
ら
な
い 

知
ら
な
い 

① 男女共同参画社会基本法 1 2 3 

② 第 2次宮代町男女共同参画プラン 1 2 3 

③ 男女共同参画社会 1 2 3 

④ ジェンダー（社会的・文化的に形成された性別） 1 2 3 

⑤ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 1 2 3 

⑥ リプロダクティブ・ヘルツ/ライツ(性と生殖に関する女性の健

康・権利) 
1 2 3 

⑦ セクシュアル・ハラスメント（性的な言動による嫌がらせ） 1 2 3 

⑧ DV（ドメスティック・バイオレンス/配偶者等からの暴力） 1 2 3 

⑨ デートＤＶ（交際相手からの暴力） 1 2 3 

⑩ ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律） 
1 2 3 

⑪ 男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律） 
1 2 3 

⑫ 育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律） 
1 2 3 

⑬ 女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法

律） 
1 2 3 

⑭ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 1 2 3 

 

 

 

男女共同参画を推進するための取組についてお伺いします 

横方向にご回答ください 
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問２３ 今後、男性も女性も、ともに社会のあらゆる分野にバランス良く積極的に参

加していくためには、どのようなことが特に必要だと思いますか。（１つだけに○） 

 

１．法律や制度上の見直しを行い、性別による差別につながるものを改めること 

２．男女の固定的な役割分担についての社会通念、習慣、しきたりを改めること 

３．男性も女性もお互いをパートナーとして理解し、協力すること 

４．子どもの時から家庭や学校で男女平等について教えること 

５．男性も女性も対等に仕事と家庭の両立ができるようなサービスの充実を図ること 

６．男性も女性も経済力保持、知識・技術の習得など、積極的に能力の向上を図ること 

７．就労の場の待遇に性別による差別がないようにすること 

８．行政や企業などの重要な役職など女性の少ない分野に、一定の割合で女性を登用する

制度を 採用・充実すること 

９．その他（                                ） 

 

 

 

 

 

問２４ あなたは、防災・災害復興対策で男女の性別に配慮して取り組む必要がある

と思うことは何ですか。（〇は３つまで） 

1．避難所の設備（男女別トイレ・更衣室、防犯対策等） 

2．避難所運営の責任者に女性が配置され、被災者対応に女性の視点が入ること 

3．乳幼児、高齢者、障がい者、病人、女性（女性用品等）に対する備えやニーズの把握、      

支給する際の配慮 

4．災害時の救援医療体制（治療体制、妊産婦をサポートする保健師・助産師の配置） 

5．被災者に対する相談体制 

6．災害対策本部の女性配置等、防災計画・復興計画策定過程、防災会議に女性が参画す

ること 

7．その他（                               ） 

8．わからない 

 

 

 

防災・災害に関する対策についてお伺いします 
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問２５ あなたは性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）という言葉を知っていますか。 

1．はい              2．いいえ 

 

問２６ あなたは今までに自分の身体の性、心の性または性的指向（好きになる性な

ど）に悩んだことがありますか。 

1．はい              2．いいえ 

 

問２７ 現在、性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ）の方々にとって、偏見や差別な

どに 

より、生活しづらい社会だと思いますか。（1つだけに〇） 

1．思う    

2．どちらかと言えば思う  

3．どちらかと言えば思わない 

4．思わない 

【問２７で「１．思う」「２．どちらかといえば思う」と回答した方だけお答えください。】  

問２７－１ 性的マイノリティの方々に対する偏見や差別をなくし、性的マイノリテ

ィの方々が生活しやすくなるためにどのような対策が必要だと思います

か。（〇は２つまで） 

1．行政が町民等へ周知啓発を行う 

2．相談窓口等を充実させ、その存在を周知する 

3．生徒や町民への対応を想定し、小中高などの学校教員や行政職員への研修等を行う 

4．法律等に、性的マイノリティの方々への偏見や差別解消への取組を明記する 

5．当事者や支援団体、行政等を交えた連絡、意見交換を行う 

6．働きやすい職場環境づくりの取組をする 

7．わからない 

8．その他（                             ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性的マイノリティについてお伺いします 

問２７－１へ 
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問２８ あなたが今後も特に力を入れてほしいと思う宮代町の男女共同参画施策は、

次のうちどれですか。（〇は３つまで） 

１．家庭内のことについての相談窓口の充実 

２．労働に関する情報提供と相談機能の充実 

３．男性の家事・育児、料理教室などの講座の増設 

４．地域活動などのグループの女性リーダー育成や審議会委員などへの女性委員の 

登用の促進 

５．高齢者や障がい者(児)への福祉サービスや介護サービスの充実 

６．学校での男女平等教育の推進 

７．健康づくりへの支援 

８．保育園・学童保育などの多様な子育て支援策の充実 

９．性的マイノリティ（LGBT）を含めた多様な個性についての理解促進 

１０．産前・産後休暇、育児・介護休業などの取得の促進 

１１．その他(                               ) 

１２．わからない 

 

 

 

 

 

 

問２９ 性別をお答えください。（１つだけに○）※自認する性でお答えください。

選択が困難な場合は記載しなくてもかまいません。 

１．女性              ２．男性 

問３０ あなたの年齢をお答えください。（１つだけに○） ※令和２年１１月１０日現在 

１． 18～19歳  ３． 30～39歳  ５． 50～59歳  ７． 70～79歳 

２． 20～29歳  ４． 40～49歳  ６． 60～69歳  ８． 80歳以上 

 

問３１ あなたの職業をお答えください。（１つだけに○） 

１．会社員・団体職員   ４．公務員・教員    ７．無職（定年退職者を含む） 

２．自営業・農業     ５．専業主婦・専業主夫 ８．その他（       ） 

３．パート・アルバイト   ６．学生     

 

町の施策についてお伺いします 

あなたご自身についてお伺いします 
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問３２ あなたは結婚されていますか。※結婚には事実婚を含みます。（１つだけに○） 

1．結婚している           3．結婚していない 

2．結婚していたが、離別・死別した  

 

問３３ あなたには子どもがいますか。（１つだけに○） 

１．いる                ２．いない 

 

問３４ あなたの現在の世帯構成は次のどれにあてはまりますか。（１つだけに○） 

１．単身世帯（一人住まい）      4．３世代世帯（親と子どもと孫） 

２．１世代世帯（夫婦のみ）      5．その他(             ) 

３．２世代世帯（親と子ども） 

問３５ あなたの現在のお住まいの地域をお答えください。（１つだけに○） 

百間地区 
東・中・金原・逆井・山崎・西原・姫宮・川端・東姫宮・宮東 

・中島・道佛・宮代・中央・笠原・百間・本田１～４丁目 

須賀地区 本田５丁目・須賀・東粂原・西粂原・国納・宮代台・和戸・学園台 

 

最後に、宮代町の男女共同参画推進に関する施策や男女共同参画社会について、ご意

見やご要望等がございましたら、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これで調査は終了です。 

調査にご協力いただき大変ありがとうございました。 

恐縮ですが、同封の返信用封筒に入れて 12月 15日(火)までに 

ポストにご投函ください。(切手を貼る必要はありません。) 
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宮代町男女共同参画に関する住民意識調査報告書 

【一般】 
 

 

令和 3年 3月 
 

宮代町 総務課 人権推進室 
〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原 1-4-1 

  Ｔ Ｅ Ｌ：0480-34-1 1 1 1 

  F A X：0480-34-7820 
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