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１ 調査方法 

（１）調査地域   村上市全域 

（２）調査対象   村上市在住の満 20 歳以上の男女 

（３）標本数    2,000（男性 999、女性 1,001） 

（４）標本抽出法  住民基本台帳より無作為抽出 

（５）調査方法   郵送により調査票・返信用封筒を配布し、郵送により回収 

 

 

２ 調査項目 

（Ｆ）回答者の属性 

（１）男女の平等感について 

（２）家庭・結婚生活について 

（３）在宅介護について 

（４）就労について 

（５）教育について 

（６）地域活動等について 

（７）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

（８）暴力等について 

（９）男女共同参画の推進について 

（10）意見や要望など 

 

３ 回収結果 

（１）有効回収数 933（男性 433、女性 486、性別不明 14） 

（２）回収率   46.7％（男性 43.3％、女性 48.6％） 

 

１ 市民意識調査の概要 
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Ｆ１ 住んでいる地区について 

 

選択項目 回答数 構成比 

村 上 432 46.3% 

荒 川 140 15.0% 

神 林 132 14.1% 

朝 日 124 13.3% 

山 北 91 9.8% 

無回答 14 1.5% 

 計 933 100.0% 

 

 

Ｆ２ 性別について 

 

選択項目 回答数 構成比 

男 性 433 46.4% 

女 性 486 52.1% 

無回答 14 1.5% 

 計 933 100.0% 

 

 

Ｆ３ 年齢について 

 

選択項目 回答数 構成比 

20 歳～29 歳 76 8.1% 

30 歳～39 歳 105 11.3% 

40 歳～49 歳 128 13.7% 

50 歳～59 歳 199 21.3% 

60 歳以上 410 43.9% 

無回答 15 1.6% 

 計 933 100.0% 

２ 回答者の属性 

村上, 46.3%

荒川, 15.0%

神林, 14.1%

朝日, 13.3%

山北, 9.8%
無回答, 1.5%

N=933 

無回答 1.5%

男性 46.4%

女性 52.1%

N=933 

20歳～29歳,

8.1%
30歳～39歳,

11.3%

40歳～49歳,

13.7%

60歳以上,

43.9%

無回答, 1.6%

50歳～59歳,

21.3%
N=933 
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Ｆ４ 職業について 

 

選択項目 回答数 構成比 

会社員、団体職員 262 28.1% 

農林漁業 66 7.1% 

自営業（商工・サービス業） 72 7.7% 

自由業（開業医、弁護士、芸術家など） 4 0.4% 

公務員、教員 45 4.8% 

パート、アルバイト、内職 104 11.1% 

家事専従者（専業主婦・主夫） 123 13.2% 

学生 7 0.8% 

無職 206 22.1% 

その他 26 2.8% 

無回答 18 1.9% 

 計 933 100.0% 

 

 

Ｆ５ 結婚（事実婚）について 

 

選択項目 回答数 構成比 

結婚している 674 72.2% 

結婚したが離別、死別した 104 11.1% 

結婚していない 143 15.3% 

無回答 12 1.3% 

 計 933 100.0% 

 

 

会社員、団体

職員, 28.1%

パート、アル

バイト、内職,

11.1%

家事専従者

（専業主婦・

主夫）, 13.2%

学生, 0.8%

無職, 22.1%

自営業（商

工・サービス

業）, 7.7%

農林漁業,

7.1%

自由業（開業

医、弁護士、

芸術家など）,

0.4%

公務員、教員,

4.8%

その他, 2.8% 無回答, 1.9%

N=933 

結婚している,

72.2%

結婚していな

い, 15.3%

無回答, 1.3%

結婚したが離

別、死別した,

11.1%

N=933 
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Ｆ６ 子どもの有無について 

 

選択項目 回答数 構成比 

いる 727 77.9% 

いない 188 20.2% 

無回答 18 1.99% 

計 933 100.0% 

 

 

Ｆ７ 家族の構成について 

 

選択項目 回答数 構成比 

単身世帯（ひとり暮らし） 66 7.1% 

夫婦のみ 189 20.3% 

親と子（２世代） 364 39.0% 

祖父母と親と子（３世代） 252 27.0% 

その他 49 5.3% 

無回答 13 1.4% 

 計 933 100.0% 

 

単身世帯（ひ

とり暮らし）,

7.1%

祖父母と親と

子（３世代）,

27.0%

その他, 5.3%

無回答, 1.4%

親と子（２世

代）, 39.0%

夫婦のみ,

20.3%

いる, 77.9%

無回答, 1.9%

いない, 20.2%

N=933 

N=933 
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問１ 今の村上市での男女の地位の平等についてどのように思われますか。それぞれの 

項目について、あなたの考えに最も近いものを選んでください。 

    

① 家庭の中で 

・全体では、「平等である」が 39.3％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ 

せると、51.9％（男性 44.1％、女性 59.6％）となっている。 

・男女別で見ると、男性は「平等である」が 47.8％で最も多く、女性は「どちらかといえ 

ば男性の方が優遇されている」が 40.3％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20～30 代、60 歳以上では「平等である」が最も多く、40～50 代では 

「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

３ 男女の平等感について 

合 計

（N=933） 

女 性

（N=486） 

男 性

（N=433） 

問１ 男女の平等感に

ついて  

―  １  家庭の中で 

― 

合 計

（N=933） 

女 性

（N=486） 

男 性

（N=433） 

問１ 男女の平等感に

ついて  

―  １  家庭の中で 

― 

5.3%

14.3%

17.2%

18.1%

14.4%

14.6%

22.4%

32.4%

44.5%

41.2%

38.3%

37.3%

63.2%

46.7%

33.6%

32.7%

39.0%

39.3%

3.9%

2.9%

1.6%

5.5%

2.0%

2.9%

2.6%

2.9%

0.8%

0.5%

1.2%

1.3%

2.6%

1.0%

2.3%

2.0%

5.1%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

14.6%

9.7%

19.3%

37.3%

34.4%

40.3%

39.3%

47.8%

32.7%

2.9%

3.5%

2.5%

1.3%

1.8%

0.8%

4.6%

2.8%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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②職場の中で 

・全体では、「どちらかいえば男性の方が優遇されている」が 36.1％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ 

せると 51.3％（男性 47.1％、女性 56.3％）となっている。 

・男女別で見ると、男性は「どちらかといえば男性の方が優遇されている」と「平等であ 

る」が 35.6％で最も多く、女性は「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が 37.4％ 

で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20～30 代では「平等である」が最も多く、40 代以上では「どちらか

といえば男性の方が優遇されている」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

9.2%

15.2%

12.5%

19.6%

15.6%

15.2%

32.9%

33.3%

43.0%

36.2%

36.1%

36.1%

38.2%

39.0%

34.4%

33.2%

24.9%

30.2%

11.8%

6.7%

7.0%

4.5%

2.7%

4.9%

5.3%

3.8%

0.0%

1.5%

1.0%

1.6%

2.6%

1.9%

3.1%

5.0%

19.8%

11.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

15.2%

11.5%

18.9%

36.1%

35.6%

37.4%

30.2%

35.6%

26.3%

4.9%

6.5%

3.7%

1.6%

2.5%

0.8%

11.9%

8.3%

12.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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③学校教育の場で 

・全体では、「平等である」が 64.5％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ 

せると、17.5％（男性 12.2％、女性 22.6％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「平等である」が最も多い。（男性 70.0％、女性 61.3％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「平等である」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

1.3%

0.0%

1.6%

4.0%

2.9%

2.5%

18.4%

12.4%

16.4%

17.6%

13.9%

15.0%

69.7%

79.0%

75.0%

66.8%

57.3%

64.5%

3.9%

1.0%

3.1%

2.0%

3.4%

2.8%

2.6%

1.9%

0.0%

0.5%

0.5%

0.8%

3.9%

5.7%

3.9%

9.0%

22.0%

14.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

2.5%

0.9%

3.9%

15.0%

11.3%

18.7%

64.5%

70.0%

61.3%

2.8%

4.8%

1.0%

0.8%

1.6%

0.0%

14.5%

11.3%

15.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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④地域社会の中で 

・全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が 43.3％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ 

せると、55.6％（男性 48.3％、女性 63.6％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多い。

（男性 41.1％、女性 46.3％） 

・年代別で見ると、20 代では「平等である」が最も多く、他の年代では「どちらかといえ 

ば男性の方が優遇されている」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

6.6%

8.6%

17.2%

14.6%

12.2%

12.3%

40.8%

43.8%

44.5%

48.2%

42.4%

43.3%

43.4%

35.2%

29.7%

28.6%

27.8%

30.1%

2.6%

6.7%

5.5%

4.0%

2.7%

3.8%

2.6%

1.0%

0.0%

0.5%

0.2%

0.5%

3.9%

4.8%

3.1%

4.0%

14.6%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

12.3%

7.2%

17.3%

43.3%

41.1%

46.3%

30.1%

38.8%

23.0%

3.8%

5.8%

2.1%

0.5%

1.2%

0.0%

10.0%

6.0%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）



 - 9 - 

⑤政治・経済活動の場で 

・全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が 44.5％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ 

せると、65.5％（男性 59.3％、女性 72.2％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多い。

（男性 43.4％、女性 46.1％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も 

多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

21.1%

18.1%

28.1%

21.6%

20.0%

21.0%

40.8%

41.0%

48.4%

50.3%

43.2%

44.5%

28.9%

34.3%

19.5%

24.1%

20.5%

23.0%

1.3%

2.9%

1.6%

0.0%

0.7%

1.0%

3.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

3.9%

3.8%

2.3%

4.0%

15.6%

10.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

21.0%

15.9%

26.1%

44.5%

43.4%

46.1%

23.0%

32.1%

15.6%

1.0%

1.2%

0.8%

0.3%

0.7%

0.0%

10.2%

6.7%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑥慣習・しきたりで 

・全体では、「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が 42.9％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ

せると、67.7％（男性 65.4％、女性 71.0％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多い。

（男性 46.2％、女性 40.5％） 

・年代別で見ると、40 代では「男性の方が優遇されている」が最も多く、他の年代では「ど 

ちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

15.8%

25.7%

41.4%

26.1%

21.0%

24.8%

44.7%

43.8%

39.8%

49.7%

41.0%

42.9%

28.9%

20.0%

14.8%

17.6%

20.7%

19.5%

1.3%

6.7%

1.6%

2.5%

2.7%

2.8%

5.3%

0.0%

0.0%

0.5%

1.2%

1.1%

3.9%

3.8%

2.3%

3.5%

13.4%

9.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

24.8%

19.2%

30.5%

42.9%

46.2%

40.5%

19.5%

23.1%

16.9%

2.8%

4.4%

1.4%

1.1%

1.6%

0.6%

9.0%

5.5%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑦法律や制度の面で 

・全体では、「平等である」が 45.6％で最も多い。 

・「男性の方が優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇されている」を合わ

せると、38.3％（男性 26.6％、女性 49.2％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「平等である」が最も多い。（男性 56.1％、女性 37.4％） 

・年代別で見ると、20 代では「どちらかといえば男性の方が優遇されている」が最も多く、 

他の年代では「平等である」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

5.3%

7.6%

11.7%

7.5%

9.5%

8.7%

38.2%

29.5%

31.3%

32.7%

26.8%

29.6%

36.8%

43.8%

47.7%

50.3%

46.1%

45.6%

6.6%

13.3%

7.0%

6.0%

2.7%

5.5%

9.2%

1.9%

0.0%

0.5%

0.2%

1.2%

3.9%

3.8%

2.3%

3.0%

14.6%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性の方が優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等である どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が優遇されている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

8.7%

3.5%

13.4%

29.6%

23.1%

35.8%

45.6%

56.1%

37.4%

5.5%

8.5%

2.9%

1.2%

2.1%

0.4%

9.5%

6.7%

10.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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問２ あなたの家庭のことや結婚などに対する考え方についておたずねします。 

   あなたの考え方に最も近いものをお選びください。 

 

①男は仕事、女は家庭を中心にする方がよい 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 37.0％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、48.3％（男性 54.5％、女性 

43.8％） 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、46.2％（男性 42.5％、 

女性 50.4％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 40.4％、女 

性 35.0％） 

・年代別で見ると、20～40 代では「そう思わない」が最も多く、50 代以上では「どちらか 

といえばそう思う」が最も多くなっている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

４ 家庭・結婚生活について 

7.9%

10.5%

3.1%

8.0%

16.1%

11.3%

31.6%

24.8%

28.1%

44.7%

41.0%

37.0%

11.8%

24.8%

30.5%

21.1%

17.3%

20.0%

48.7%

39.0%

37.5%

24.1%

17.1%

26.2%

0.0%

1.0%

0.8%

2.0%

8.5%

5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

11.3%

14.1%

8.8%

37.0%

40.4%

35.0%

20.0%

18.0%

22.2%

26.2%

24.5%

28.2%

5.6%

3.0%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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②男の子は男らしく、女の子は女らしくした方がよい 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 39.1％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、66.6％（男性 77.2％、女性 

59.0％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、26.9％（男性 19.2％、 

女性 34.2％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 39.3％、女 

性 39.9％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

23.7%

26.7%

20.3%

24.1%

32.9%

27.5%

35.5%

35.2%

44.5%

44.2%

37.8%

39.1%

14.5%

18.1%

14.8%

15.6%

9.8%

12.9%

26.3%

19.0%

18.8%

14.1%

9.5%

14.0%

0.0%

1.0%

1.6%

2.0%

10.0%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

27.5%

37.9%

19.1%

39.1%

39.3%

39.9%

12.9%

7.9%

17.3%

14.0%

11.3%

16.9%

6.4%

3.7%

6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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③男女とも平等に家事・育児をする方がよい 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 38.2％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、68.5％（男性 63.3％、女性 

74.7％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、25.1％（男性 33.0％、 

女性 18.5％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 38.6％、女 

性 38.7％） 

・年代別で見ると、20～30 代では「そう思う」が最も多く、40 代以上では「どちらかとい 

えばそう思う」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

64.5%

50.5%

38.3%

23.6%

20.7%

30.3%

26.3%

34.3%

41.4%

40.7%

40.2%

38.2%

5.3%

10.5%

14.8%

27.1%

23.2%

19.8%

3.9%

3.8%

5.5%

4.0%

6.6%

5.3%

0.0%

1.0%

0.0%

4.5%

9.3%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

30.3%

24.7%

36.0%

38.2%

38.6%

38.7%

19.8%

24.7%

15.8%

5.3%

8.3%

2.7%

6.4%

3.7%

6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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④子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 42.0％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、71.6％（男性 74.6％、女性 

70.1%）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、22.3％（男性 21.7％、 

女性 23.4％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 44.6％、女 

性 40.5％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

14.5%

21.0%

26.6%

30.2%

35.6%

29.6%

50.0%

48.6%

39.8%

48.7%

37.8%

42.0%

22.4%

20.0%

24.2%

13.1%

11.5%

15.2%

13.2%

9.5%

8.6%

5.0%

6.1%

7.1%

0.0%

1.0%

0.8%

3.0%

9.0%

6.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

29.6%

30.0%

29.6%

42.0%

44.6%

40.5%

15.2%

15.5%

15.4%

7.1%

6.2%

8.0%

6.1%

3.7%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑤女性が仕事を持つのはよいが、家事・育児はきちんとすべきである。 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 40.1％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、65.7％（男性 70.6％、女性 

62.9％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、28.9％（男性 26.1%、 

女性 31.9％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 44.3％、女 

性 37.2％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

25.0%

19.0%

16.4%

24.6%

31.2%

25.6%

39.5%

48.6%

40.6%

41.7%

38.3%

40.1%

23.7%

24.8%

28.1%

22.6%

14.6%

19.8%

11.8%

6.7%

14.1%

8.5%

8.3%

9.1%

0.0%

1.0%

0.8%

2.5%

7.6%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

25.6%

26.3%

25.7%

40.1%

44.3%

37.2%

19.8%

18.7%

21.0%

9.1%

7.4%

10.9%

5.4%

3.2%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑥結婚は個人の自由であるから、結婚してもしなくてもどちらでもよい 

・全体では、「そう思う」が 33.1％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、56.3％（男性 53.9％、女性 

59.9％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、37.9％（男性 43.2％、 

女性 34.0％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思う」が最も多い。（男性 33.3％、女性 34.0％） 

・年代別で見ると、20～50 代では「そう思う」が最も多く、60 歳以上では「そう思わない」 

が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

51.3%

50.5%

46.1%

33.2%

22.0%

33.1%

28.9%

25.7%

28.9%

27.6%

18.3%

23.2%

11.8%

13.3%

13.3%

22.1%

23.4%

19.4%

7.9%

9.5%

11.7%

15.1%

27.1%

18.5%

0.0%

1.0%

0.0%

2.0%

9.3%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

33.1%

33.3%

34.0%

23.2%

20.6%

25.9%

19.4%

21.5%

17.7%

18.5%

21.7%

16.3%

5.8%

3.0%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑦結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない 

・全体では、「そう思わない」が 25.0％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、43.9％（男性 40.2％、女性 

48.2％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、49.9％（男性 56.4％、 

女性 45.2％）となっている。 

・男女別で見ると、男性は「そう思わない」が 32.6％で最も多く、女性は「そう思う」が 

27.2％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20～40 代では、「そう思う」が最も多く、50 代では「どちらかといえ 

ばそう思わない」が、60 歳以上では「そう思わない」が最も多くなっている。 

 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

35.5%

41.9%

31.3%

23.6%

15.9%

23.9%

26.3%

22.9%

28.9%

21.6%

15.1%

20.0%

17.1%

20.0%

23.4%

29.1%

26.8%

24.9%

21.1%

14.3%

15.6%

23.1%

32.7%

25.0%

0.0%

1.0%

0.8%

2.5%

9.5%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

23.9%

21.0%

27.2%

20.0%

19.2%

21.0%

24.9%

23.8%

26.5%

25.0%

32.6%

18.7%

6.2%

3.5%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑧今の社会では離婚すると女性の方が不利である 

・全体では、「どちらかといえばそう思う」が 28.8％で最も多い。 

・「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を合わせると、51.0％（男性 48.0％、女性 

54.9％）となっている。 

・「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」を合わせると、43.0％（男性 49.0％、 

女性 38.5％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらかといえばそう思う」が最も多い。（男性 28.6％、女 

性 29.8％） 

・年代別で見ると、20 代では「そう思う」が最も多く、他の年代では「どちらかといえば 

そう思う」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

28.9%

27.6%

32.0%

21.6%

17.6%

22.2%

27.6%

32.4%

34.4%

32.2%

25.6%

28.8%

19.7%

21.0%

16.4%

20.6%

23.7%

21.1%

23.7%

18.1%

15.6%

23.6%

24.1%

21.9%

0.0%

1.0%

1.6%

2.0%

9.0%

6.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

22.2%

19.4%

25.1%

28.8%

28.6%

29.8%

21.1%

21.7%

20.8%

21.9%

27.3%

17.7%

6.0%

3.0%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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問３(1)  次の家庭内の仕事について、夫婦でどのように分担するのが理想だと思いますか。 

   (2)  現在結婚（事実婚含む）している方におたずねします。実際に、あなたの家庭で

は、次の家庭内の仕事を夫婦でどのように分担していますか。 

 

①生活費の確保 

 理 想 

・全体では、「夫」が 39.4％で最も多く、「夫婦同程度」が 30.1％で続いている。 

・男女別で見ると、男女とも「夫」が最も多い。（男性 37.9％、女性 40.5％） 

・年代別で見ると、20 代では「夫婦同程度」が最も多く、他の年代では「夫」が最も多く 

なっている。 

 現 実 

・全体では、「夫」が 45.7％で最も多く、「夫婦同程度」が 36.1％で続いている。 

・年代別で見ると、30 代では「夫婦同程度」が最も多く、他の年代では「夫」が最も多く

なっている。 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計

N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 32.9% 35.2% 36.7% 44.2% 39.5% 39.4% 夫 44.4% 44.4% 44.4% 46.6% 46.0% 45.7%

妻 6.6% 5.7% 4.7% 3.5% 8.0% 6.2% 妻 7.4% 6.3% 4.0% 6.2% 8.1% 6.8%

夫婦同程度 40.8% 31.4% 34.4% 31.2% 26.6% 30.1% 夫婦同程度 40.7% 46.0% 43.4% 41.0% 28.9% 36.1%

どちらでもよい 19.7% 24.8% 22.7% 18.1% 17.1% 18.9% その他 3.7% 3.2% 7.1% 3.7% 3.7% 4.2%

無回答 0.0% 2.9% 1.6% 3.0% 8.8% 5.4% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 2.5% 13.4% 7.3%

選択項目選択項目

39.4%

37.9%

40.5%

6.2%

5.1%

7.2%

30.1%

33.3%

27.6%

18.9%

20.1%

18.1%

5.4%

3.7%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

45.7%

47.1%

44.6%

6.8%

5.5%

8.0%

36.1%

40.0%

32.4%

4.2%

1.9%

6.1%

7.3%

5.5%

8.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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②家計の管理 

 理 想 

・全体では、「妻」が 47.9％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「妻」が最も多い。（男性 50.8％、女性 45.7％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「妻」が最も多い。 

 現 実 

・全体では、「妻」が 59.9％で最も多い。 

・年代別に見ると、どの年代でも「妻」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計

N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 5.3% 0.0% 0.8% 4.0% 4.1% 3.4% 夫 14.8% 3.2% 7.1% 16.1% 10.9% 11.0%

妻 43.4% 50.5% 46.1% 51.8% 47.1% 47.9% 妻 55.6% 73.0% 68.7% 63.4% 53.4% 59.9%

夫婦同程度 18.4% 26.7% 26.6% 24.1% 27.1% 25.5% 夫婦同程度 25.9% 19.0% 21.2% 15.5% 20.2% 19.4%

どちらでもよい 32.9% 21.0% 25.0% 17.1% 11.7% 17.4% その他 0.0% 4.8% 2.0% 1.9% 0.9% 1.6%

無回答 0.0% 1.9% 1.6% 3.0% 10.0% 5.8% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 3.1% 14.6% 8.0%

選択項目 選択項目

3.4%

3.2%

3.5%

47.9%

50.8%

45.7%

25.5%

23.3%

27.2%

17.4%

18.7%

16.5%

5.8%

3.9%

7.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

11.0%

10.6%

11.1%

59.9%

59.4%

60.7%

19.4%

21.9%

17.2%

1.6%

2.3%

1.1%

8.0%

5.8%

10.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）



 - 22 - 

③家族の世話、介護 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 63.6％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 57.7％、女性 68.9％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

 現 実 

・全体では、「妻」が 42.6％で最も多く、「夫婦同程度」が 36.6％で続いている。 

・年代別で見ると、20 代では「夫婦同程度」が最も多く、他の年代では「妻」が最も多く 

なっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 1.3% 0.0% 0.8% 0.5% 1.0% 0.8% 夫 0.0% 0.0% 4.0% 0.6% 2.8% 2.1%
妻 10.5% 11.4% 7.0% 14.6% 18.8% 14.6% 妻 18.5% 49.2% 48.5% 49.7% 37.9% 42.6%
夫婦同程度 71.1% 69.5% 70.3% 65.3% 58.0% 63.6% 夫婦同程度 55.6% 34.9% 33.3% 39.1% 35.1% 36.6%
どちらでもよい 17.1% 17.1% 20.3% 15.1% 12.4% 15.0% その他 22.2% 15.9% 13.1% 6.8% 5.3% 8.5%
無回答 0.0% 1.9% 1.6% 4.5% 9.8% 6.1% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 3.7% 18.9% 10.2%

選択項目 選択項目

0.8%

0.9%

0.6%

14.6%

19.9%

10.3%

63.6%

57.7%

68.9%

15.0%

17.1%

13.0%

6.1%

4.4%

7.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

2.1%

2.6%

1.7%

42.6%

35.8%

48.8%

36.6%

42.3%

31.6%

8.5%

10.0%

7.2%

10.2%

9.4%

10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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④家庭の大事な問題の決定・将来の生活設計 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 68.0％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 65.4％、女性 70.8％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

 現 実 

・全体では、「夫婦同程度」が 60.7％で最も多い。 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 7.9% 11.4% 11.7% 14.1% 22.0% 16.5% 夫 11.1% 17.5% 20.2% 28.0% 25.8% 24.0%
妻 1.3% 4.8% 0.8% 1.5% 3.7% 2.7% 妻 7.4% 12.7% 6.1% 7.5% 5.0% 6.5%
夫婦同程度 75.0% 74.3% 75.8% 74.4% 60.0% 68.0% 夫婦同程度 74.1% 68.3% 69.7% 59.6% 55.6% 60.7%
どちらでもよい 15.8% 6.7% 10.2% 6.0% 4.6% 6.9% その他 3.7% 1.6% 3.0% 2.5% 0.6% 1.6%
無回答 0.0% 2.9% 1.6% 4.0% 9.8% 6.0% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 2.5% 13.0% 7.1%

選択項目 選択項目

16.5%

17.6%

15.4%

2.7%

3.5%

2.1%

68.0%

65.4%

70.8%

6.9%

9.0%

4.7%

6.0%

4.6%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

24.0%

23.9%

24.4%

6.5%

5.2%

7.8%

60.7%

63.2%

58.2%

1.6%

2.3%

1.1%

7.1%

5.5%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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⑤炊事・掃除・洗濯 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 37.8％で最も多く、「妻」が 33.8％で続いている。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 38.3％、女性 37.4％） 

・年代別で見ると、20～40 代では「夫婦同程度」が最も多く、50 代以上では「妻」が最も 

多くなっている。 

 現 実 

・全体では、「妻」が 67.5％で最も多い。 

・年代別に見ると、20 代では「夫婦同程度」が最も多く、他の年代では「妻」が最も多く

なっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 夫 0.0% 0.0% 1.0% 0.6% 0.9% 0.7%
妻 18.4% 25.7% 33.6% 37.2% 37.1% 33.8% 妻 37.0% 74.6% 79.8% 77.6% 59.6% 67.5%
夫婦同程度 55.3% 51.4% 34.4% 34.2% 34.4% 37.8% 夫婦同程度 59.3% 22.2% 14.1% 15.5% 24.2% 21.8%
どちらでもよい 23.7% 21.0% 30.5% 25.1% 18.5% 22.2% その他 0.0% 3.2% 4.0% 3.7% 1.2% 2.4%
無回答 1.3% 1.9% 1.6% 3.5% 9.5% 5.8% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 2.5% 14.0% 7.6%

選択項目 選択項目

0.4%

0.2%

0.4%

33.8%

36.0%

32.1%

37.8%

38.3%

37.4%

22.2%

21.2%

23.3%

5.8%

4.2%

6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

0.7%

0.6%

0.8%

67.5%

63.9%

70.6%

21.8%

28.4%

16.3%

2.4%

1.6%

3.0%

7.6%

5.5%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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⑥子育て（教育、しつけ、ＰＴＡなどの学校行事） 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 67.1％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 62.4％、女性 71.6％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

 現 実 

・全体では、「妻」と「夫婦同程度」が 38.4％で最も多い。 

・年代別で見ると、20 代と 60 歳以上では「夫婦同程度」が最も多く、他の年代では「妻」 

が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 0.0% 1.0% 1.6% 2.5% 0.5% 1.3% 夫 0.0% 1.6% 3.0% 1.9% 0.6% 1.3%
妻 9.2% 11.4% 7.8% 17.1% 15.6% 13.7% 妻 25.9% 55.6% 49.5% 40.4% 32.0% 38.4%
夫婦同程度 73.7% 74.3% 73.4% 64.8% 63.7% 67.1% 夫婦同程度 48.1% 36.5% 40.4% 39.1% 36.6% 38.4%
どちらでもよい 17.1% 10.5% 15.6% 12.1% 10.5% 12.0% その他 18.5% 4.8% 6.1% 10.6% 6.8% 7.9%
無回答 0.0% 2.9% 1.6% 3.5% 9.8% 5.9% 無回答 7.4% 1.6% 1.0% 8.1% 23.9% 13.9%

選択項目 選択項目

1.3%

1.2%

1.0%

13.7%

19.6%

8.6%

67.1%

62.4%

71.6%

12.0%

12.5%

11.9%

5.9%

4.4%

6.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

1.3%

1.6%

1.1%

38.4%

35.2%

41.6%

38.4%

43.5%

34.3%

7.9%

9.0%

6.9%

13.9%

10.6%

16.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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⑦親戚・近所とのつきあい 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 65.9％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 64.9％、女性 67.3％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

現 実 

・全体では、「夫婦同程度」が 57.6％で最も多い。 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。  

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 1.3% 5.7% 7.8% 8.0% 5.6% 6.2% 夫 7.4% 19.0% 16.2% 16.8% 11.5% 13.9%
妻 6.6% 5.7% 3.1% 4.5% 6.8% 5.7% 妻 14.8% 27.0% 12.1% 19.3% 14.0% 16.2%
夫婦同程度 68.4% 67.6% 68.8% 64.8% 65.4% 65.9% 夫婦同程度 59.3% 49.2% 61.6% 55.3% 58.7% 57.6%
どちらでもよい 23.7% 19.0% 18.0% 19.6% 12.4% 16.4% その他 14.8% 4.8% 9.1% 5.0% 1.9% 4.5%
無回答 0.0% 1.9% 2.3% 3.0% 9.8% 5.8% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 3.7% 14.0% 7.9%

選択項目 選択項目

6.2%

8.1%

4.3%

5.7%

6.9%

4.5%

65.9%

64.9%

67.3%

16.4%

15.7%

17.3%

5.8%

4.4%

6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

13.9%

20.6%

8.3%

16.2%

11.3%

20.5%

57.6%

59.7%

55.4%

4.5%

2.3%

6.4%

7.9%

6.1%

9.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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⑧町内会や自治会の会合への出席 

 理 想 

・全体では、「夫婦同程度」が 42.2％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「夫婦同程度」が最も多い。（男性 42.7％、女性 42.2％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「夫婦同程度」が最も多い。 

 現 実 

・全体では、「夫」が 44.4％で最も多い。 

・年代別で見ると、20～30 代では「夫婦同程度」が最も多く、40 代以上では「夫」が最も

多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

理 想 

現 実 

理 想 現 実 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計 20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933 N=27 N=63 N=99 N=161 N=322 N=674

夫 25.0% 21.0% 29.7% 26.6% 25.6% 25.7% 夫 29.6% 31.7% 48.5% 53.4% 42.2% 44.4%
妻 5.3% 2.9% 1.6% 2.0% 2.2% 2.5% 妻 0.0% 20.6% 16.2% 14.9% 9.3% 12.3%
夫婦同程度 44.7% 45.7% 42.2% 45.2% 40.0% 42.2% 夫婦同程度 44.4% 33.3% 25.3% 24.2% 32.0% 29.8%
どちらでもよい 25.0% 28.6% 25.0% 23.6% 23.2% 24.3% その他 22.2% 14.3% 9.1% 4.3% 3.7% 6.4%
無回答 0.0% 1.9% 1.6% 2.5% 9.0% 5.3% 無回答 3.7% 0.0% 1.0% 3.1% 12.7% 7.1%

選択項目 選択項目

25.7%

27.0%

24.7%

2.5%

2.5%

2.3%

42.2%

42.7%

42.2%

24.3%

24.0%

24.7%

5.3%

3.7%

6.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 どちらでもよい 無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）

44.4%

47.4%

41.6%

12.3%

7.7%

16.3%

29.8%

34.5%

25.8%

6.4%

4.8%

7.8%

7.1%

5.5%

8.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫 妻 夫婦同程度 その他 無回答

合計（N=674）

女性（N=361）

男性（N=310）
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問４ 「誰が主に介護を行っているか」、「家庭内の分担はどのようにするとよいか」、「今

後、男女がともに介護に参加していくために重要なこと」について 

 

①ご家庭に在宅介護を要する方がいらっしゃる方におたずね 

します。介護を受けている方から見て、どなたが主にされ 

ていますか。【あてはまるものすべてに○】 

・「妻」が 33.1％で一番多い。 

・「妻」と「娘・子の妻」を合わせると、63.8％となっている。 

・「夫」と「息子・子の夫」を合わせると、23.6％となって

いる。 

 

②あなたは、介護をする場合に、家庭内の分担はどのようにするとよいと思いますか。 

・全体では、「男女が共同して受け持つ方がよい」が 77.1％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「男女が共同して受け持つ方がよい」が最も多い。（男性 73.0％、

女性 81.5％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「男女が共同して受け持つ方がよい」が最も多い。 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

５ 在宅介護について 

妻, 33.1%

夫, 7.9%

息子・子の夫,

15.7%

その他, 12.6%

娘・子の妻,

30.7%

N=127

6.6%

7.6%

8.6%

14.1%

9.0%

9.8%

2.6%

1.0%

0.8%

0.0%

0.2%

0.6%

78.9%

81.0%

76.6%

74.9%

77.8%

77.1%

0.0%

2.9%

3.9%

3.0%

2.0%

2.4%

11.8%

7.6%

10.2%

8.0%

11.0%

10.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

主として女性が受け持つ方がよい 主として男性が受け持つ方がよい 男女が共同して受け持つ方がよい

その他 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

9.8%

15.2%

4.7%

0.6%

1.2%

0.2%

77.1%

73.0%

81.5%

2.4%

1.6%

3.1%

10.2%

9.0%

10.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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③今後、男性が女性とともに介護に参加していくためには、どのようなことが重要になる

と思いますか。【３つまで○】 

・全体では、「家族の間で介護について十分に話し合うこと」が 53.7％で最も多く、「介護

休業制度を利用しやすくすること」が 51.0％、「男性が介護に取り組む意識を持つこと」が 

49.8％、「気軽に介護の問題について相談できる窓口を設けること」が 42.9％で続いている。 

・男女別で見ると、男性は「介護休業制度を利用しやすくすること」が 54.5％で最も多く、

女性は「男性が介護に取り組む意識を持つこと」が 59.1％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20～40 代では「介護休業制度を利用しやすくすること」が最も多く、 

50 代では「男性が介護に取り組む意識を持つこと」が、60 歳以上では「家族の間で介護に

ついて十分に話し合うこと」が最も多くなっている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

6.3%

1.7%

53.7%

42.9%

49.8%

13.3%

29.1%

51.0%

6.5%

2.3%

52.4%

46.0%

40.2%

15.0%

31.6%

54.5%

5.8%

1.2%

55.1%

40.3%

59.1%

11.7%

26.3%

48.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

介護休業制度を利用しやすくすること

労働時間の短縮や在宅勤務、フレック
スタイムの導入などが進むこと

介護講座を充実すること

男性が介護に取り組む意識を持つこと

気軽に介護の問題について相談でき
る窓口を設けること

家族の間で介護について十分に話し
合うこと

その他

無回答

20代 30代 40代 50代 60以上 合計

N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

介護休業制度を利用しやすくすること 65.8% 61.0% 59.4% 54.8% 41.7% 51.0%

労働時間の短縮や在宅勤務、フレックスタイムの導入などが進むこと 36.8% 40.0% 39.1% 31.7% 19.8% 29.1%

介護講座を充実すること 9.2% 9.5% 8.6% 16.1% 15.4% 13.3%

男性が介護に取り組む意識を持つこと 44.7% 51.4% 55.5% 55.3% 46.6% 49.8%

気軽に介護の問題について相談できる窓口を設けること 42.1% 38.1% 33.6% 41.7% 48.1% 42.9%

家族の間で介護について十分に話し合うこと 44.7% 50.5% 45.3% 48.7% 61.2% 53.7%

その他 0.0% 2.9% 1.6% 1.5% 2.0% 1.7%

無回答 7.9% 5.7% 7.8% 3.0% 6.8% 6.3%

選択項目



 - 30 - 

問５ 「女性はどのような働き方をしていくのが理想だと思うか」、「現実にどのような働

き方をしているか」、「理想と現実が違っている理由」について 

 

①あなたは、女性はどのような働き方をしていくのが理想だと思いますか。 

・全体では、「結婚し、出産するが、仕事を持ち続ける」が 41.3％で最も多く、「出産を機 

に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事につく」が 39.3％で続い 

ている。 

・男女別で見ると、男性は「結婚し、出産するが、仕事を持ち続ける」が 42.5％で最も多 

く、女性は「出産を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事に 

つく」が 41.2％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20 代と 60 歳以上では「出産を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児な

どが一段落したら再び仕事につく」が最も多く、他の年代では「結婚し、出産するが、仕

事を持ち続ける」が最も多くなっている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

６ 就労について 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計

N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

結婚せず、仕事を持ち続ける 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2%

結婚するが、出産はせず、仕事を持ち続ける 0.0% 1.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.6%

結婚し、出産するが、仕事を持ち続ける 42.1% 43.8% 47.7% 44.7% 37.3% 41.3%

結婚を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事につく 3.9% 7.6% 5.5% 6.0% 9.8% 7.6%

出産を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事につく 47.4% 32.4% 39.1% 39.2% 40.2% 39.3%

結婚を機に仕事をやめて家庭に入る 2.6% 6.7% 1.6% 2.0% 1.5% 2.4%
出産を機に仕事をやめて家庭に入る 1.3% 1.9% 0.0% 2.0% 4.4% 2.7%

仕事につかないで結婚する 0.0% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.3%

その他 2.6% 2.9% 3.1% 3.5% 1.7% 2.5%

無回答 0.0% 1.9% 1.6% 1.5% 4.6% 3.1%

選択項目

0.6%

0.7%

0.6%

41.3%

42.5%

40.5%

7.6%

7.9%

7.4%

39.3%

37.6%

41.2%

2.4%

3.2%

1.6%

2.7%

2.3%

3.1%

2.5%

2.1%

2.9%

3.1%

3.2%

2.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

結婚せず、仕事を持ち続ける
結婚するが、出産はせず、仕事を持ち続ける
結婚し、出産するが、仕事を持ち続ける
結婚を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事につく
出産を機に仕事をやめて家庭に入るが、育児などが一段落したら再び仕事につく
結婚を機に仕事をやめて家庭に入る
出産を機に仕事をやめて家庭に入る
仕事につかないで結婚する
その他
無回答

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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②現在結婚（事実婚を含む）している女性の方または結婚したが離別、死別した女性の方

におたずねします。現実に、あなたはどのような働き方をしていますか。 

・「結婚し、出産したが、仕事を持ち続けた」が 40.4％で最も多く、「出産を機に仕事をや 

めて家庭に入ったが、育児などが一段落したので再び仕事についた」が 15.5％で続いてい 

る。 

・年代別で見ると、20 代では「結婚し、出産したが、仕事を持ち続けた」と「その他」が 

最も多く、他の年代では「結婚し、出産したが、仕事を持ち続けた」が最も多くなってい 

る。 

 

 

【年代別】 

 

 

11.8%

2.7%

1.5%

2.9%

1.0%

2.1%

23.5%

40.5%

49.3%

35.0%

36.2%

38.1%

5.9%

2.7%

7.3%

10.7%

7.7%

7.9%

11.8%

10.8%

15.9%

20.4%

12.1%

14.6%

17.7%

5.4%

5.8%

4.9%

6.8%

6.5%

0.0%

5.4%

2.9%

2.9%

1.5%

2.3%

23.5%

10.8%

5.8%

1.9%

1.9%

4.2%

5.9%

21.6%

11.6%

20.4%

30.0%

22.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
結婚したが、出産はせず、仕事を持ち続けた
結婚し、出産したが、仕事を持ち続けた
結婚を機に仕事をやめて家庭に入ったが、育児などが一段落したので再び仕事についた
出産を機に仕事をやめて家庭に入ったが、育児などが一段落しので再び仕事についた
結婚を機に仕事をやめて家庭に入った
出産を機に仕事をやめて家庭に入った
仕事につかないで結婚した
その他
無回答

20歳～29歳　（N=17）

60歳以上　（N=207）

50歳～59歳　（N=103）

40歳～49歳　（N=69）

30歳～39歳　（N=37）

年代別合計　（N=433）
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③ 問５(2)でお答えいただいた「現実」と問５(1)でお答えいただいた「理想」が違ってい

る方におたずねします。「理想」と「現実」が違っている理由について、次の中から最

も近いものを選んでください。 

・全体では、「無回答」を除くと「経済的な理由」が 16.9％で最も多い。  

・年代別で見ると、「その他」を除き、どの年代でも「経済的な理由」が最も多い。 

・「無回答」には、理想と現実が違わない人も含まれている。 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

0.0%

0.0%

0.0%

2.9%

2.9%

2.1%

0.0%

0.0%

4.4%

6.8%

3.4%

3.9%

5.9%

5.4%

1.5%

1.9%

3.9%

3.2%

17.7%

21.6%

14.5%

14.6%

17.4%

16.9%

23.5%

5.4%

21.7%

11.7%

5.3%

10.2%

52.9%

67.6%

58.0%

62.1%

67.2%

63.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

夫の理解を得られなかった 家庭の理解を得られなかった 職場の理解を得られなかった

経済的な理由 その他 無回答

20歳～29歳　（N=17）

60歳以上　（N=207）

50歳～59歳　（N=103）

40歳～49歳　（N=69）

30歳～39歳　（N=37）

年代別合計　（N=433）
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問６ あなたは、村上市を全般的にみて、女性が働く環境についてどう思いますか。 

 

①働く場が多い 

・全体では、「そう思わない」が 60.7％で最も多い。 

・「そう思う」は 4.7％（男性 5.8％、女性 3.9％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思わない」が最も多い。（男性 57.5％、女性 63.4％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「そう思わない」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

10.5%

7.6%

3.1%

1.5%

5.1%

4.7%

21.1%

21.0%

18.8%

17.1%

13.2%

16.2%

52.6%

52.4%

67.2%

69.8%

57.6%

60.7%

15.8%

16.2%

6.3%

3.5%

8.0%

8.3%

0.0%

2.9%

4.7%

8.0%

16.1%

10.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

4.7%

5.8%

3.9%

16.2%

17.1%

15.6%

60.7%

57.5%

63.4%

8.3%

9.7%

7.2%

10.2%

9.9%

9.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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②能力発揮の場が多い 

・全体では、「そう思わない」が 54.1％で最も多い。 

・「そう思う」は 2.3％（男女とも 2.3％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思わない」が最も多い。（男性 55.4％、女性 52.9％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「そう思わない」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

10.5%

1.0%

0.8%

1.0%

2.0%

2.3%

21.1%

23.8%

18.0%

18.1%

15.4%

17.7%

55.3%

50.5%

58.6%

63.3%

49.3%

54.1%

13.2%

21.9%

16.4%

9.5%

15.9%

14.9%

0.0%

2.9%

6.3%

8.0%

17.6%

11.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

2.3%

2.3%

2.3%

17.7%

16.9%

18.5%

54.1%

55.4%

52.9%

14.9%

15.5%

14.8%

11.0%

9.9%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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③労働条件が整っている 

・全体では、「そう思わない」が 59.5％で最も多い。 

・「そう思う」は 1.6％（男性 1.4％、女性 1.6％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思わない」が最も多い。（男性 60.3％、女性 58.8％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「そう思わない」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

9.2%

1.0%

1.6%

0.0%

1.0%

1.6%

18.4%

21.0%

18.8%

13.6%

16.1%

16.6%

61.8%

61.0%

64.1%

70.9%

52.0%

59.5%

10.5%

14.3%

10.2%

7.5%

12.7%

11.0%

0.0%

2.9%

5.5%

8.0%

18.3%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

1.6%

1.4%

1.6%

16.6%

15.2%

18.1%

59.5%

60.3%

58.8%

11.0%

12.2%

10.3%

11.3%

10.9%

11.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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④育児施設が整備されている 

・全体では、「そう思わない」が 47.7％で最も多い。 

・「そう思う」は 7.5％（男性 9.0％、女性 6.2％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思わない」が最も多い。（男性 46.2％、女性 49.2％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「そう思わない」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3%

5.7%

3.9%

5.5%

10.5%

7.5%

27.6%

21.9%

20.3%

21.1%

18.8%

20.5%

52.6%

51.4%

60.2%

56.3%

38.0%

47.7%

14.5%

18.1%

10.9%

9.5%

15.4%

13.6%

0.0%

2.9%

4.7%

7.5%

17.3%

10.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

7.5%

9.0%

6.2%

20.5%

21.7%

19.5%

47.7%

46.2%

49.2%

13.6%

12.5%

14.8%

10.7%

10.6%

10.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑤昇進・給与等に男女の差別的扱いがない 

・全体では、「そう思わない」が 46.7％で最も多い。 

・「そう思う」は 3.6％（男性 4.2％、女性 3.3％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「そう思わない」が最も多い。（男性 47.1％、女性 46.3％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「そう思わない」が最も多い。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2%

4.8%

1.6%

1.5%

3.9%

3.6%

25.0%

14.3%

18.0%

16.1%

16.8%

17.0%

44.7%

50.5%

54.7%

56.8%

39.0%

46.7%

21.1%

27.6%

20.3%

17.1%

22.2%

21.3%

0.0%

2.9%

5.5%

8.5%

18.0%

11.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

3.6%

4.2%

3.3%

17.0%

18.0%

16.5%

46.7%

47.1%

46.3%

21.3%

20.3%

22.4%

11.3%

10.4%

11.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑥結婚・出産退職の圧力等がない 

・全体では、「わからない」が 29.9％で最も多い。 

・「そう思う」は 8.5％（男性 7.4％、女性 9.7％）となっている。 

・「そう思わない」は 26.2％（男性 30.9％、女性 22.0％）となっている。 

・男女別で見ると、男性は「そう思わない」が 30.9％で最も多く、女性は「わからない」

が 31.5％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20 代では「どちらともいえない」が最も多く、30 代と 60 歳以上では

「わからない」が、40～50 代では「そう思わない」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6%

9.5%

10.2%

7.0%

8.8%

8.5%

36.8%

23.8%

27.3%

23.1%

20.5%

23.7%

27.6%

29.5%

31.3%

31.2%

21.2%

26.2%

28.9%

33.3%

25.8%

29.6%

30.7%

29.9%

0.0%

3.8%

5.5%

9.0%

18.8%

11.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

8.5%

7.4%

9.7%

23.7%

22.4%

24.9%

26.2%

30.9%

22.0%

29.9%

28.2%

31.5%

11.8%

11.1%

11.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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⑦家族の理解や協力が得やすい 

・全体では、「どちらともいえない」が 36.2％で最も多い。 

・「そう思う」は 15.3％（男性 13.9％、女性 16.9％）となっている。 

・「そう思わない」は 16.9％（男性 16.4％、女性 17.3％）となっている。 

・男女別で見ると、男女とも「どちらともいえない」が最も多い。（男性 35.3％、女性 37.0％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「どちらともいえない」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

 

 

 

17.1%

13.3%

17.2%

13.1%

15.9%

15.3%

43.4%

40.0%

38.3%

34.2%

34.6%

36.2%

14.5%

16.2%

25.0%

25.1%

11.0%

16.9%

25.0%

27.6%

14.1%

18.6%

19.8%

19.8%

0.0%

2.9%

5.5%

9.0%

18.8%

11.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そう思う どちらともいえない そう思わない わからない 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

15.3%

13.9%

16.9%

36.2%

35.3%

37.0%

16.9%

16.4%

17.3%

19.8%

23.3%

17.1%

11.7%

11.1%

11.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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問７ あなたは、女性が働き続けるためには、今後どのようなことが必要だと思いますか。

【あてはまるものすべてに○】 

・全体では、「結婚・出産・育児後の再雇用制度の充実」が 61.1％で最も多く、「育児休業

をとりやすい職場環境づくり」が 60.5％、「育児休業制度の充実」が 56.2％、「子育て支援

の充実・施設の整備」が 53.0％で続いている。 

・男女別で見ると、男女とも「結婚・出産・育児後の再雇用制度の充実」が最も多い。（男 

性 63.5％、女性 59.5％） 

 

 

【男女別】 

 

1.8%

29.3%

26.4%

47.8%

47.6%

53.0%

22.4%

35.3%

17.3%

61.1%

29.9%

51.8%

60.5%

47.4%

56.2%

1.6%

28.6%

26.6%

47.8%

46.4%

55.4%

24.5%

38.1%

19.2%

63.5%

30.5%

50.8%

62.4%

50.4%

62.8%

2.1%

29.8%

26.8%

48.2%

48.8%

50.8%

20.8%

32.7%

15.6%

59.5%

28.8%

53.3%

59.3%

45.3%

50.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　育児休業制度の充実

２　介護休業制度の充実

３　育児休業をとりやすい職場環境
　　づくり

４　介護休業をとりやすい職場環境
　　づくり

５　給与等の男女間格差の解消

６　結婚・出産・育児後の再雇用制度
　　の充実

７　総労働時間の短縮

８　非正規労働者の労働条件の改善

９　在宅勤務やフレックスタイムの導
　　入

10 子育て支援の充実・施設の整備

11 介護支援の充実・施設の整備

12 家族の理解や協力

13 女性自身の自覚や意欲・能力を
　　 高める

14 男性の意識を変えること

 その他
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・年代別で見ると、20～30 代と 50 代では「育児休業をとりやすい職場環境づくり」が最

も多く、40 代と 60 歳以上では「結婚・出産・育児後の再雇用制度の充実」が最も多くなっ

ている。 

 

 

【年代別】 

 

 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

育児休業制度の充実 72.4% 68.6% 53.1% 54.8% 52.0% 56.2%
介護休業制度の充実 48.7% 43.8% 51.6% 48.2% 46.8% 47.4%

育児休業をとりやすい職場環境づくり 80.3% 69.5% 59.4% 60.8% 55.4% 60.5%

介護休業をとりやすい職場環境づくり 55.3% 46.7% 55.5% 57.8% 49.3% 51.8%

給与等の男女間格差の解消 48.7% 36.2% 34.4% 28.6% 23.4% 29.9%
結婚・出産・育児後の再雇用制度の充実 75.0% 65.7% 61.7% 59.8% 58.5% 61.1%
総労働時間の短縮 26.3% 19.1% 12.5% 15.1% 17.8% 17.3%
非正規労働者の労働条件の改善 42.1% 33.3% 32.8% 39.2% 33.2% 35.3%
在宅勤務やフレックスタイムの導入 31.6% 24.8% 25.0% 20.6% 20.5% 22.4%
子育て支援の充実・施設の整備 69.7% 65.7% 58.6% 49.8% 46.3% 53.0%
介護支援の充実・施設の整備 50.0% 31.4% 52.3% 49.8% 48.5% 47.6%
家族の理解や協力 56.6% 47.6% 50.8% 43.2% 47.8% 47.8%
女性自身の自覚や意欲・能力を高める 29.0% 20.0% 23.4% 25.6% 29.5% 26.4%
男性の意識を変えること 30.3% 34.3% 36.7% 29.2% 25.6% 29.3%

その他 0.0% 4.8% 0.8% 0.5% 2.4% 1.8%

選択項目
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問８ 学校生活の中、学校生活以外の場で感じたり、経験したことについて 

 

①あなたは、学校生活の中で、次のようなことを感じたり、経験したことがありますか。

次の中から選んでください。【あてはまるものすべてに○】 

・無回答を除くと、全体では「生徒会や学級委員の選出などで、会長・委員長は男子、副

会長・書記は女子の役割分担がある」が 28.4％で最も多く、『学校で、「女らしく」あるい

は「男らしく」振る舞うように言われた』が 23.3％、「学校で、同じことをして、男子だけ

（女子だけ）がとがめられた」が 13.5％で続いている。 

・男女別で見ると、「無回答」を除き、男女ともに「生徒会や学級委員の選出などで、会長・

委員長は男子、副会長・書記は女子の役割分担がある」が最も多い。（男性 29.2％、女性

27.7％） 

・年代別で見ると、「無回答」を除き、20 代では『学校で、「女らしく」あるいは「男らし

く」振る舞うように言われた』が最も多く、30 代では「学校で、同じことをして、男子だ

け（女子だけ）がとがめられた」が、40 代以上では「生徒会や学級委員の選出などで、会

長・副会長は男子、副会長・書記は女子の役割分担がある」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

７ 教育について 

20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

生徒会や学級委員の選出などで、会長・委員長は男子、副会長・書記は女子の役割がある 15.8% 22.9% 28.9% 33.7% 29.3% 28.4%
学校で、進学に関して、女子だから（男子だから）という理由で特定の指導を受けた 5.3% 1.9% 3.9% 4.5% 6.6% 5.1%
学校で、就職に関して、女子だから（男子だから）という理由で特定の指導を受けた 6.6% 3.8% 3.9% 6.0% 5.6% 5.5%
学校で、「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞うように言われた 32.9% 21.0% 22.7% 22.6% 22.9% 23.3%
学校で、同じことをして、男子だけ（女子だけ）がとがめられた 23.7% 24.8% 13.3% 13.1% 9.3% 13.5%
学校で、性的に不快な経験をしたり、聞いたりしたことがある 11.8% 7.6% 9.4% 8.0% 7.6% 8.4%
その他 2.6% 2.9% 5.5% 3.0% 3.7% 3.5%

無回答 42.1% 48.6% 43.0% 40.2% 46.1% 44.5%

選択項目

44.5%

3.5%

8.4%

13.5%

23.3%

5.5%

5.1%

28.4%

44.3%

3.0%

7.9%

17.8%

23.3%

6.0%

5.8%

27.7%

44.0%

4.1%

8.6%

9.9%

23.5%

4.9%

4.7%

29.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　生徒会や学級委員の選出などで、会長・委員長
　　は男子、副会長・書記は女子の役割分担がある

２　学校で、進学に関して、女子だから（男子だから）
　　という理由で特定の指導を受けた

３　学校で、就職に関して、女子だから（男子だから）
　　という理由で特定の指導を受けた

４　学校で、「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞う
　　ように言われた

５　学校で、同じことをして、男子だけ（女子だけ）
　　がとがめられた

６　学校で、性的に不快な経験をしたり、聞いたり
　　したことがある

その他

無回答
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②あなたは、学校生活以外の場（家庭や身のまわり）で、次のようなことを経験したこと 

がありますか。次の中から選んでください。【あてはまるものすべてに○】 

・無回答を除くと、全体では「性別や生まれた順番で、特別の役割を求められたことがあ

る」が 23.6％で最も多く、『「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞うように言われた』

が 23.3％、「同じことをして、男子だけ（女子だけ）がとがめられた」が 9.9％で続いてい

る。 

・男女別で見ると、無回答を除き、男性は「性別や生まれた順番で、特別の役割を求めら

れたことがある」が 24.7％で最も多く、女性は『「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞

うように言われた』が 25.7％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、無回答を除き、20 代では『「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞う

ように言われた』と「性別や生まれた順番で、特別の役割を求められたことがある」が最

も多く、30～50 代では「性別や生まれた順番で、特別の役割を求められたことがある」が、

60 歳以上では『「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞うように言われた』が最も多くな

っている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

50.2%

3.6%

23.6%

9.9%

23.3%

6.5%

9.2%

49.4%

4.4%

24.7%

11.6%

20.3%

6.2%

5.8%

50.4%

3.1%

22.4%

8.2%

25.7%

6.8%

12.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　進学に関して、女子だから（男子だから）という
　　理由で反対された、または特定の進路を勧め
　　られた

３　「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞うように言
　　われた

　

４　同じことをして、男子だけ（女子だけ）がとがめ
　　られた

５　性別や生まれた順番で、特別の役割を求めら
　　れたことがある

その他

無回答

２　就職に関して、女子だから（男子だから）という
　　理由で反対された、または特定の進路を勧め
　　られた

20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

進学に関して、女子だから（男子だから）という理由で反対された、または特定の進路を勧められた 6.6% 10.5% 8.6% 8.0% 9.8% 9.2%
就職に関して、女子だから（男子だから）という理由で反対された、または特定の進路を勧められた 7.9% 4.8% 7.8% 6.0% 6.3% 6.5%
「女らしく」あるいは「男らしく」振る舞うように言われた 31.6% 20.0% 21.9% 22.6% 22.9% 23.3%
同じことをして、男子だけ（女子だけ）がとがめられた 22.4% 15.2% 9.4% 8.5% 6.8% 9.9%
性別や生まれた順番で、特別の役割を求められたことがある 31.6% 22.9% 33.6% 28.6% 16.6% 23.6%
その他 4.0% 1.9% 3.9% 4.0% 3.9% 3.6%

無回答 43.4% 51.4% 46.1% 45.2% 54.6% 50.2%

選択項目
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問９  ＰＴＡや町内会などの地域団体では、一般的な活動の主体が女性でも会長・副会長 

などの役員は男性が多いようです。その主な原因は何だと思いますか。【あてはま 

るものすべてに○】 

・全体では、「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから」が 46.8％で最も

多く、「女性自身が責任ある地位に就きたがらないから」が 46.4％、「男性が会長・副会長

などになるのが慣習だから」が 40.6％、「総会など役員選出の場に男性の出席者が多いから」

が 36.0％で続いている。 

・男女別で見ると、男性は「女性自身が責任ある地位に就きたがらないから」が 48.7％で

最も多く、女性は「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから」が 50.2％

で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20 代では「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから」

が最も多く、30 代では「男性が会長・副会長などになるのが慣習だから」が、40 代以上で

は「女性自身が責任ある地位に就きたがらないから」が最も多くなっている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

８ 地域活動等について 

1.5%

36.0%

40.6%

25.2%

21.8%

16.8%

13.4%

46.8%

46.4%

1.9%

42.3%

40.0%

25.2%

17.3%

17.8%

13.4%

43.2%

48.7%

1.2%

30.9%

41.6%

25.3%

25.5%

15.8%

13.2%

50.2%

44.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　女性自身が責任ある地位に就き
　　たがらないから

２　女性は家事・育児が忙しく、地域
　　活動に専念できないから

３　家族の理解が得られないから

４　女性は、組織活動の経験が少な
　　いと思われているから

５　女性では、相手に軽く見られがち
　　だから

６　指導力のある女性が少ないと思
　　われているから

７　男性が会長・副会長などになるの
　　が慣習だから

８　総会など役員選出の場に男性の
　　出席者が多いから

 その他

20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

女性自身が責任ある地位に就きたがらないから 34.2% 39.1% 53.1% 48.2% 47.8% 46.4%
女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから 55.3% 48.6% 47.7% 46.2% 44.9% 46.8%
家族の理解が得られないから 13.2% 9.5% 10.2% 16.1% 13.9% 13.4%
女性は、組織活動の経験が少ないと思われているから 13.2% 15.2% 14.8% 17.6% 17.8% 16.8%
女性では、相手に軽く見られがちだから 26.3% 28.6% 25.0% 20.6% 18.3% 21.8%
指導力のある女性が少ないと思われているから 27.6% 20.0% 21.1% 26.1% 27.1% 25.2%
男性が会長・副会長などになるのが慣習だから 44.7% 61.0% 52.3% 38.7% 32.2% 40.6%
総会など役員選出の場に男性の出席者が多いから 34.2% 32.4% 28.9% 37.7% 39.0% 36.0%
その他 1.3% 0.0% 1.6% 4.0% 0.7% 1.5%

選択項目
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問１０ ワーク・ライフ・バランスについての希望と現実 

 

①生活の中での、「仕事」、「家庭生活」、「地域・個人の生活（地域活動・学習・趣味・つき

合い等）」について、あなたの希望に最も近いものを選んでください。 

・全体では、『「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしたい』

が 40.8％で最も多く、『「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい』が 24.1％で続いてい

る。 

・男女別で見ると、男女とも『「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも

大切にしたい』が最も多い。（男性 39.7％、女性 41.8％） 

・年代別で見ると、どの年代でも『「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つ

とも大切にしたい』が最も多い。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

９ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 

2.6%

1.9%

3.1%

4.5%

4.1%

3.8%

9.2%

18.1%

15.6%

12.1%

9.5%

11.7%

0.0%

1.9%

0.8%

2.0%

2.2%

1.7%

31.6%

28.6%

22.7%

33.2%

18.0%

24.1%

6.6%

2.9%

3.1%

1.5%

4.4%

3.5%

6.6%

6.7%

7.0%

3.5%

10.7%

8.0%

42.1%

39.0%

46.9%

38.7%

40.2%

40.8%

1.3%

1.0%

0.8%

4.5%

10.7%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

「仕事」を優先したい 「家庭生活」を優先したい

「地域・個人の生活」を優先したい 「仕事」と「家庭生活」をともに優先したい

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先したい 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先したい

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしたい 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

3.8%

7.2%

0.8%

11.7%

9.9%

13.6%

1.7%

3.0%

0.6%

24.1%

24.2%

24.3%

3.5%

4.2%

2.9%

8.0%

7.6%

8.2%

40.8%

39.7%

41.8%

6.3%

4.2%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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②あなたの生活で、現実（現状）に最も近いものを選んでください。 

・全体では、『「仕事」を優先している』が 21.7％で最も多く、『「仕事」と「家庭生活」を

ともに優先している』が 21.4％、『「家庭生活」を優先している』が 18.5％、『「仕事」と「家

庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしている』が 16.9％で続いている。 

・男女別で見ると、男性は『「仕事」を優先している』が 29.6％で最も多く、女性は『「家

庭生活」を優先している』が 25.9％で最も多くなっている。 

・年代別で見ると、20～30 代と 50 代では『「仕事」を優先している』が最も多く、40 代で

は『「仕事」と「家庭生活」をともに優先している』が、60 歳以上では『「仕事」と「家庭

生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしている』が最も多くなっている。 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

38.2%

29.5%

26.6%

30.2%

11.7%

21.7%

15.8%

21.0%

16.4%

16.6%

20.5%

18.5%

7.9%

3.8%

2.3%

0.5%

3.7%

3.1%

23.7%

23.8%

30.5%

27.1%

13.9%

21.4%

2.6%

5.7%

4.7%

4.5%

4.4%

4.4%

2.6%

2.9%

3.1%

5.0%

13.4%

8.1%

7.9%

11.4%

14.1%

12.6%

23.2%

16.9%

1.3%

1.9%

2.3%

3.5%

9.3%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
「仕事」を優先している 「家庭生活」を優先している

「地域・個人の生活」を優先している 「仕事」と「家庭生活」をともに優先している

「仕事」と「地域・個人の生活」をともに優先している 「家庭生活」と「地域・個人の生活」をともに優先している

「仕事」と「家庭生活」と「地域・個人の生活」の三つとも大切にしている 無回答

20歳～29歳　（N=76）

60歳以上　（N=410）

50歳～59歳　（N=199）

40歳～49歳　（N=128）

30歳～39歳　（N=105）

年代別合計　（N=933）

21.7%

29.6%

15.2%

18.5%

10.4%

25.9%

3.1%

4.4%

2.1%

21.4%

19.9%

22.2%

4.4%

6.0%

2.9%

8.1%

7.2%

9.1%

16.9%

18.7%

15.6%

5.8%

3.9%

7.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

合計（N=933）

女性（N=486）

男性（N=433）
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問１１ 今後、男女がともに家事、子育てや教育、地域活動に積極的に参画していくため

に、どのようなことが必要だと思いますか。【あてはまるものすべてに○】 

・全体では、「女性も男性も仕事と家庭を両立できる支援体制を整備する」が 56.9％で最も

多く、「男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める」が 41.7％、「職場

環境の整備・充実をはかる」が 33.6％、「仕事中心という社会全体の仕組みを改める」が

30.1％で続いている。 

・男女別で見ると、男女とも「女性も男性も仕事と家庭を両立できる支援体制を整備する」

が最も多い。（男性 56.6％、女性 57.2％） 

・年代別で見ると、どの年代でも「女性も男性も仕事と家庭を両立できる支援体制を整備

する」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

 

 

1.9%

22.6%

17.7%

56.9%

29.7%

21.1%

16.9%

33.6%

30.1%

41.7%

2.1%

22.9%

17.3%

56.6%

33.5%

23.1%

18.2%

36.0%

36.5%

42.7%

1.9%

22.6%

18.1%

57.2%

26.1%

19.6%

15.6%

31.9%

24.5%

41.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　男女の役割分担についての社会
　　通念、慣習、しきたりを改める

２　仕事中心という社会全体の仕組み
　　を改める

３　職場環境の整備・充実をはかる

４　行政や学校、地域で参画しやすく
　　なるような学習機会を増やす

５　家庭や地域での男女共同参画に
　　関する情報を増やす

６　子育て支援の充実をはかる

７　女性も男性も仕事と家庭を両立で
　　きる支援体制を整備する

８　自らが積極的に学習会や啓発活
　　動に参加する

 その他

９　自分の生き方を考える

20代 30代 40代 50代 60以上 合計
N=76 N=105 N=128 N=199 N=410 N=933

男女の役割分担についての社会通念、慣習、しきたりを改める 39.5% 39.1% 54.7% 43.2% 38.3% 41.7%
仕事中心という社会全体の仕組みを改める 39.5% 43.8% 33.6% 32.2% 22.7% 30.1%
職場環境の整備・充実をはかる 51.3% 48.6% 40.6% 34.7% 24.2% 33.6%
行政や学校、地域で参画しやすくなるような学習機会を増やす 15.8% 18.1% 10.9% 12.1% 21.0% 16.9%
家庭や地域での男女共同参画に関する情報を増やす 26.3% 16.2% 11.7% 21.1% 24.2% 21.1%
子育て支援の充実をはかる 56.6% 43.8% 32.0% 23.6% 23.4% 29.7%
女性も男性も仕事と家庭を両立できる支援体制を整備する 67.1% 61.9% 61.7% 50.3% 55.4% 56.9%
自らが積極的に学習会や啓発活動に参加する 13.2% 5.7% 9.4% 17.6% 24.4% 17.7%
自分の生き方を考える 18.4% 19.1% 24.2% 23.6% 23.4% 22.6%
その他 1.3% 2.9% 1.6% 3.0% 1.5% 1.9%

選択項目
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問１２ セクハラについて 

 

①セクシャル・ハラスメント（セクハラ）についてお答えください。【あてはまるものすべ

てに○】 

・全体では、「自分自身や友人・知人で被害を受けた人はいない」が 47.4％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「自分自身や友人・知人で被害を受けた人はいない」が最も

多い。（男性 47.6％、女性 47.5％） 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 暴力等について 

27.3%

3.1%

3.8%

47.4%

11.0%

1.5%

6.9%

5.8%

26.8%

3.0%

3.5%

47.6%

11.3%

2.1%

8.6%

3.2%

27.6%

3.3%

3.9%

47.5%

10.7%

1.0%

5.4%

7.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　自分が被害を受けた

４　友人・知人で被害を受けた人がいる

　

５　自分自身や友人・知人で被害を受けた人はい
　　ない

６　「セクシャル・ハラスメント」という言葉を初めて
　　聞いた

その他

無回答

２　同じ職場・学校・地域（町内会等）の女性で被
　　害を受けた人がいる

３　同じ職場・学校・地域（町内会等）の男性で被
　　害を受けた人がいる
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②問１２(1)で「自分が被害を受けた」と回答した方におたずねします。被害を受けたとき

に、どのような対応をしましたか。 

・全体では、「どこ（誰）にも相談しなかった」が 44.4％で最も多く、「相手に直接抗議し

た」が 20.4％、「職場や学校の苦情処理機関や上司・教師に訴えた」が 16.7％、「家族や友

人に相談した」が 13.0％で続いている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7%

44.4%

13.0%

1.9%

16.7%

20.4%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

28.6%

21.4%

5.3%

39.5%

18.4%

2.6%

13.2%

21.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

総計(N=54) 男性(N=14) 女性(N=38)

１　相手に直接講義した

５　どこ（誰）にも相談しなかった

　

その他

２　職場や学校の苦情処理機関や上司・教師に
　　訴えた

３　相談機関や窓口に相談した

４　家族や友人に相談した

相手に直接抗議した 
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③問１２(2)で「どこ（誰）にも相談しなかった」と回答した方におたずねします。相談し

なかった理由は何ですか。【あてはまるものすべてに○】 

・全体では、「相談するほどのことではないと思ったから」が 37.5％で最も多く、「相談し

ても無駄だと思ったから」が 33.3％、「どこ（誰）に相談してよいかわからなかったから」

が 29.2％で続いている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

4.2%

37.5%

8.3%

16.7%

4.2%

4.2%

8.3%

20.8%

12.5%

0.0%

8.3%

29.2%

20.8%

25.0%

0.0%

14.3%

28.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

42.9%

14.3%

0.0%

14.3%

71.4%

0.0%

28.6%

6.7%

53.3%

0.0%

20.0%

6.7%

0.0%

6.7%

6.7%

6.7%

0.0%

0.0%

6.7%

33.3%

20.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

総計(N=24) 男性(N=7) 女性(N=15)

１　どこ（誰）に相談してよいかわからなかった
　　から

２　恥ずかしくて誰にも言えなかったから

３　相談しても無駄だと思ったから

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受けると思ったから

６　相談相手の言動によって不快な思いをさせ
　　られると思ったから

７　自分さえ我慢すれば、なんとかこのままや
　　っていけると思ったから

８　世間や職場で噂になるのが嫌だから

９　他人を巻き込みたくなかったから

10 他人に知られると、これまで通りのつき合い
　　（仕事や学校などの人間関係）ができなくな
　　ると思ったから

11 そのことについて思い出したくなかったから

12 自分にも悪いところがあると思ったから

13 相談するほどのことではないと思ったから

 その他

５　加害者に「誰にも言うな」とおどされたから
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問１３ ＤＶについて 

 

①ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）についてお答えください。【あてはまるものすべ

てに○】 

・全体では、「自分自身や友人・知人で被害を受けた人はいない」が 42.0％で最も多い。 

・男女別で見ると、男女とも「自分自身や友人・知人で被害を受けた人はいない」が最も

多い。（男性 42.3％、女性 42.6％） 

 

 

【男女別】 

 

 

 

37.5%

2.3%

3.5%

42.0%

10.1%

0.6%

2.3%

3.9%

39.5%

2.8%

3.5%

42.3%

8.8%

0.9%

2.5%

0.9%

35.2%

1.9%

3.5%

42.6%

11.3%

0.4%

1.9%

6.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　自分が被害を受けた

４　友人・知人で被害を受けた人がいる

　

５　自分自身や友人・知人で被害を受けた人はい
　　ない

６　「ドメスティック・バイオレンス」という言葉を初め
　　て聞いた

その他

無回答

２　同じ職場・学校・地域（町内会等）の女性で被
　　害を受けた人がいる

３　同じ職場・学校・地域（町内会等）の男性で被
　　害を受けた人がいる
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②問１３(1)で「自分が被害を受けた」と回答した方におたずねします。被害を受けたとき

に相談しましたか。 

・全体では、「相談した」が 55.6％で最も多い。 

・「相談したかったが、できなかった」と「相談しようと思わなかった」を合わせると 41.7％

となっている。 

・男女別で見ると、男性は「相談しようと思わなかった」が 75％で最も多く、女性は「相 

談した」が 58.1％で最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8%

16.7%

25.0%

55.6%

0.0%

75.0%

0.0%

25.0%

3.2%

9.7%

29.0%

58.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

総計(N=36) 男性(N=4) 女性(N=31)

１　相談した

２　相談したかったが、できなかった

３　相談しようと思わなかった

無回答
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③問１３(2)で「相談した」と回答した方におたずねします。被害を受けたとき、誰（どこ）

に相談しましたか。【あてはまるものすべてに○】 

・全体では、「家族・親戚」が 60.0％で最も多く、「友人・知人」が 45.0％、「職場の上司・

同僚」が 15.0％で続いている。 

・男女別で見ると、男性は「家族・親戚」と「友人・知人」に相談しており、女性は「家

族・親戚」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

 

5.0%

0.0%

5.0%

15.0%

45.0%

60.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%

5.6%

0.0%

5.6%

16.7%

38.9%

61.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

総計(N=20) 男性(N=1) 女性(N=18)

１　家族・親戚

４　警察

　

５　相談機関・窓口

６　その他

２　友人・知人

３　職場の上司・同僚
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④問１３(2)で「相談したかったが、できなかった」または「相談しようと思わなかった」

と回答した方におたずねします。相談しなかった理由は何ですか。【あてはまるものすべ

てに○】 

・全体では、「相談しても無駄だと思ったから」が 40.0％で最も多く、「自分さえ我慢すれ

ば、なんとかこのままやっていけると思ったから」と「自分にも悪いところあると思った

から」が 33.3％、「相談するほどのことではないと思ったから」が 26.7％で続いている。 

・男女別で見ると、男性は「相談しても無駄だと思ったから」、『加害者に「誰にも言うな」

とおどされたから』、「自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると思ったから」、

「他人を巻き込みたくなかったから」、「自分にも悪いところがあると思ったから」、「相談

するほどのことではないと思ったから」、「その他」と答えており、女性は「相談しても無

駄だと思ったから」が最も多くなっている。 

 

 

【男女別】 

 

33.3%

13.3%

26.7%

0.0%

33.3%

6.7%

0.0%

13.3%

13.3%

33.3%

6.7%

6.7%

13.3%

40.0%

20.0%

6.7%

0.0%

33.3%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

41.7%

8.3%

25.0%

0.0%

33.3%

8.3%

0.0%

8.3%

16.7%

33.3%

8.3%

0.0%

16.7%

41.7%

25.0%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

総計(N=15) 男性(N=3) 女性(N=12)

１　どこ（誰）に相談してよいかわからなかった
　　から

２　恥ずかしくて誰にも言えなかったから

３　相談しても無駄だと思ったから

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受けると思ったから

６　相談相手の言動によって不快な思いをさせ
　　られると思ったから

７　自分さえ我慢すれば、なんとかこのままや
　　っていけると思ったから

８　世間体が悪いから

９　他人を巻き込みたくなかったから

10 他人に知られると、これまで通りのつき合い
　　（仕事や学校などの人間関係）ができなくな
　　ると思ったから

11 そのことについて思い出したくなかったから

12 自分にも悪いところがあると思ったから

14 相談するほどのことではないと思ったから

 その他

５　加害者に「誰にも言うな」とおどされたから

13 相手の行為は愛情の表現だと思ったから

無回答
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問１４ あなたは、次に挙げる法律や制度の名称などについてご存知ですか。 

・「内容を知っている」で最も多いのは「男女雇用機会均等法」（29.2％）で、「育児・介護

休業法」（25.5％）、「ＤＶ防止法」（13.0％）と続いている。 

・「内容を知っている」と「聞いたことがある」を合わせて最も多いのは「育児・介護休業

法」（78.7％）で、「男女雇用機会均等法」（75.9％）、「ＤＶ防止法」（67.0％）と続いている。 

・「聞いたことがない」で最も多いのは「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（80.0％）で、

「家族経営協定」（74.2％）、「ハッピー・パートナー企業」（73.8％）と続いている。 

・「村上市男女共同参画プラン」については、「内容を知っている」が 3.6％、「聞いたこと

がある」が 24.2％、「聞いたことがない」が 59.1％となっている。 

 

 

【全体】 

 

 

11 男女共同参画の推進について 

1.1%

2.8%

1.0%

1.5%

6.9%

3.6%

2.1%

13.0%

25.5%

29.2%

5.9%

5.6%

12.1%

10.2%

6.2%

14.9%

17.0%

24.2%

21.1%

54.0%

53.2%

46.7%

42.4%

38.7%

73.8%

74.2%

80.0%

70.3%

62.4%

59.1%

63.9%

21.0%

9.8%

11.9%

39.0%

42.0%

13.0%

12.9%

12.9%

13.3%

13.7%

13.1%

12.9%

12.0%

11.6%

12.2%

12.6%

13.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

内容を知っている 聞いたことがある 聞いたことがない 無回答

１　女性差別撤廃条約

２　男女共同参画社会基本法

３　男女雇用機会均等法

４　育児・介護休業法

５　DV防止法：配偶者からの
　　暴力の防止及び被害者の
　　保護に関する法律

６　新潟県男女平等社会の
　　形成の推進に関する条例

７　村上市男女共同参画プラン

８　ジェンダー（社会的性別）

N=933

９　ポジティブ・アクション
　　（積極的改善措置）

10 リプロダクティブ・ヘルス／
　　ライツ(性と生殖に関する女
　　性の健康と権利）

11 家族経営協定

12 ハッピー・パートナー企業
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問１５ あなたは「男女共同参画社会」を推進していくために、村上市は、今後どのよう

な施策に力を入れていくべきだと思いますか。次の中からお選びください。【あて

はまるものすべてに○】 

・全体では、「子育て、介護支援の充実」が 53.4％で最も多く、「職場における仕事と家庭 

の両立支援の推進」が 46.4％、「男女共同参画に関する広報・啓発の推進」が 37.4％で続い 

ている。 

・男女別で見ると、男女とも「子育て、介護支援の充実」が最も多い。（男性 54.7％、女性 

52.5％） 

 

【男女別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5%

15.1%

13.3%

14.2%

7.1%

18.4%

53.4%

46.4%

32.2%

31.8%

20.0%

20.9%

30.4%

33.3%

21.4%

31.4%

37.4%

2.1%

17.8%

18.2%

17.8%

9.5%

17.8%

54.7%

48.3%

34.9%

33.0%

24.3%

21.5%

30.5%

33.0%

27.7%

35.3%

37.2%

1.0%

12.8%

9.1%

10.9%

4.9%

18.9%

52.5%

44.9%

29.8%

30.5%

16.3%

20.4%

31.1%

33.7%

15.6%

28.0%

37.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

総計(N=933) 男性(N=433) 女性(N=486)

１　男女共同参画に関する広報・啓発の推進

２　学校教育における男女平等教育の推進

３　各種審議会等、政策・方針決定の場への
　　女性登用の促進

４　女性や子どもに対する暴力の根絶
　　（セクハラ、ＤＶ等の対策）

５　生涯を通じた心身の健康維持と増進

６　母性保護の向上と母子保健の充実

７　学校、地域、職場などでの女性リーダーの
　　養成

８　男女共同参画に関する学習機会の充実と参
　　加しやすい環境（託児サービスなど）の整備

９　職場における男女の均等な取扱いについて
　　の企業への啓発

10 職場における仕事と家庭の両立支援の推進

11 子育て、介護支援の充実

12 女性のための各種相談窓口の充実

13 国際理解のための交流や情報交換など、
　　国際交流の推進

14 各種団体・グループなどのネットワークの構
　　築や行政との協働の地域づくり

17 その他

16 学習機会や情報提供、相談事業の充実を
　　図るためセンター機能を果たす施設の充実

15 男女共同参画社会の推進をめざした条例
　　の制定
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意見や要望の内容 回答数 構成比 

施策に対する意見・期待 25 25.8% 

男女の役割 3 3.1% 

労働・職場 5 5.2% 

子育て 7 7.2% 

ワーク・ライフ・バランス 1 1.0% 

家庭生活 6 6.2% 

施策の周知 2 2.1% 

批判等 16 16.5% 

その他 32 33.0% 

 計 97 100.0% 

 
 

 

 

 

 

12 意見や要望など 

労働・職場,

5.2%

その他,

33.0%

施策の周知,

2.1%

批判等,

16.5%

家庭生活,

6.2%

ワーク・ライ

フ・バランス,

1.0%

男女の役割,

3.1%

施策に対す

る意見・期待,

25.8%

子育て, 7.2%

N=97
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