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Ⅰ．調査概要                                                      

 

１．調査の目的 

    本調査は、本町における男女共同参画推進等について町民の皆さまの意識や現状及びその推移を

把握し、「いわみ虹色プラン－岩美町男女共同参画計画－」中間見直しと今後の施策の推進に反映さ

せていくことを目的として実施しました。 

 

 

  

２．調査方法 

（１）調査対象   町民意識調査：町内在住の２０歳以上の町民 １，５００人（無作為抽出） 

（２）調査方法   郵送による配布、回収またはウェブ上のフォーマットからの回収 

（３）調査期間   令和５年５月１日～５月３１日 

 

 

 

３．調査の内容 

   本町が実施しました「男女共同参画に関する町民意識調査」（令和 2 年度実施）の内容を考慮し以下

のとおり行いました。 

（１）男女平等に関する意識について 

（２）家庭生活に関する意識について 

（３）仕事や働き方について 

（４）ドメスティック・バイオレンス（DV）について 

（５）男女共同参画社会の実現に向けた取り組みについて 

（６）男女共同参画に関係する用語について ＊新規 

  

 

 

４．回収結果 

     

配 布 数 回 収 数 有効回答数 有効回答率 

１，５００人 ４６５人 ４５９人 ３０．６％ 

 

 

 

  ５．報告書の見方 

  （１）単数回答による設問については、無回答の項目を設け、これらを含めた全体の基数「N」

（Number of case の略）を百分率（％）で表している。なお、集計は小数点以下第２位を四捨五

入しているため、数表、図表に示す百分率（％）の合計は必ずしも１００％にならない場合がある。 

   （２）複数回答を求めた設問では、設問に対する回答者数を基数として算出しているため、比率の合計

は１００％を超える。 

   （３）本文や図表中の選択肢の文章が長い場合は、短縮・簡略化して表記していることがある。 

   （４）『前回』の表示は、令和2年度に実施した調査のことである。 
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Ⅱ．調査結果                                                      

F ご自身や家族について 

 

Ｆ１ 性別 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ２ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.8 ％
43.9 ％

1.3 ％

女 男 無回答

全体（N=465）

5.8 

3.7 

9.5 

6.0 

6.7 

12.7 

6.5 

4.9 

11.4 

8.6 

6.7 

15.3 

10.1 

8.4 

18.5 

9.9 

7.1 

0.0 

17.0 

7.7 

6.5 

0.0 

14.2 

0.2

0.0 

1.3 

1.5 

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

女性

男性

無回答

全体

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上 無回答

（N=255）

（N=204）

（N=465）

（N=6）

性別

年代 人数（人） 率（％） 人数（人） 率（％） 人数（人） 率（％） 人数（人） 率（％）

20代 27 5.8 17 3.7 0 0.0 44 9.5

30代 28 6.0 31 6.7 0 0.0 59 12.7

40代 30 6.5 23 4.9 0 0.0 53 11.4

50代 40 8.6 31 6.7 0 0.0 71 15.3

60代 47 10.1 39 8.4 0 0.0 86 18.5

70代 46 9.9 33 7.1 0 0.0 79 17.0

80歳以上 36 7.7 30 6.5 0 0.0 66 14.2

無回答 1 0.2 0 0.0 6 1.3 7 1.5

計 255 54.8 204 43.9 6 1.3 465 100.0

女 男 無回答 計
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F３ 婚姻の有無（事実婚含む） 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ４ 就労状況（結婚していると答えた方のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ｆ５ 家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.9 ％
16.1 ％

16.5 ％

3.5 ％
女性

既婚 未婚 離婚・死別 無回答

全体（N=255）

71.6 ％

20.6 ％

5.4 ％

2.5 ％ 男性

既婚 未婚 離婚・死別 無回答

全体（N=204）

51.4 ％

11.6 ％

8.9 ％

28.1 ％

0.0 ％
男性

共働き

自分だけ働いているのみ

配偶者だけ働いている

自分も配偶者も働いていない

無回答

全体（N=146）

58.9 ％

8.6 ％

12.3 ％

18.4 ％

1.8 ％

女性

共働き

自分だけ働いているのみ

配偶者だけ働いている

自分も配偶者も働いていない

無回答

全体（N=163）

11.7 ％

29.9 ％

42.2 ％

11.7 ％

2.0 ％

2.5 ％ 男性

ひとり暮らし（単身世帯）
夫婦のみまたはパートナーと同居（一世代世帯）
親と子ども（二世代世帯）
親と子どもと孫（三世代世帯）
その他
無回答

全体（N=204）

7.8 ％

16.1 ％

50.2 ％

17.6 ％

5.9 ％

2.4 ％
女性

ひとり暮らし（単身世帯）
夫婦のみまたはパートナーと同居（一世代世帯）
親と子ども（二世代世帯）
親と子どもと孫（三世代世帯）
その他
無回答

全体（N=255）
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Ｆ６ 家族について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 男女平等に関する意識について 
 
問１ あなたは、次にあげる分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。（①～⑧それぞれ 1つに○） 

 

   各分野での男女の平等意識について、「平等になっている」と答えた最も高い分野は「① 学校教育」（女性：

75.5％、男性：72.9％）となっています。『男性優遇』では、男性で最も高い分野が「⑦ 社会通念・習慣やしきたり

など」（76.0％）で７割を超えおり、次いで「⑤ 政治や行政の施策・方針決定の場」（66.2％）が６割を超えています。

女性では、「⑤ 政治や行政の施策・方針決定の場」（75.3％）と答えた割合が最も高く、次いで「⑦ 社会通念・習

慣やしきたりなど」（74.9％）となっており、どちらも７割を超えています。  

前回の町民意識調査と比較して、「平等になっている」と答えた割合が女性では、「① 学校教育」を除くすべて

の分野で増加しており、男性では、「② 職場」、「④ 町内会などの地域活動の場」の分野が増加しています。

『男性優遇』と答えた割合では、女性はすべての分野で減少しており、男性は、「② 職場」及び「④ 町内会など

の地域活動の場」の分野で減少しています。 
    
※『男性優遇』…「男性の方が非常に優遇されている」、「どちらかと言えば男性の方が優遇されている」を合算 

 

 

  

8.6 

5.5 

12.2 

7.4 

17.3 

15.7 

40.8 

7.4 

0 ％ 5 ％ 10 ％ 15 ％ 20 ％ 25 ％ 30 ％ 35 ％ 40 ％ 45 ％ 50 ％

３歳未満の子ども

３歳以上小学校入学前の子ども

小学生

中学生

高校生以上の子ども

介護・介助を必要とする方

該当なし

無回答

女性（N=255）

8.4 

4.4 

8.4 

6.3 

14.2 

8.4 

53.9 

7.8 

0 ％ 5 ％ 10 ％ 15 ％ 20 ％ 25 ％ 30 ％ 35 ％ 40 ％ 45 ％ 50 ％ 55 ％

３歳未満の子ども

３歳以上小学校入学前の子ども

小学生

中学生

高校生以上の子ども

介護・介助を必要とする方

該当なし

無回答

男性（N=204）
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① 学校教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 ％

19.1 ％

75.5 ％

2.9 ％

0.0 ％
2.0 ％男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

1.6 ％

16.1 ％

72.9 ％

0.8 ％

0.0 ％
8.6 ％

女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

（単位：％）

20代 27 0.0 3.7 92.6 3.7 0.0 0.0

30代 28 0.0 35.7 60.7 0.0 0.0 3.6

40代 30 0.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0

50代 40 0.0 17.5 75.0 2.5 0.0 5.0

60代 47 2.1 17.0 74.5 0.0 0.0 6.4

70代 46 2.2 13.0 65.2 0.0 0.0 19.6

80歳以上 36 5.6 16.7 58.3 0.0 0.0 19.4

無回答 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 4 41 186 2 0 22

割合 100.0% 1.6% 16.1% 72.9% 0.8% 0.0% 8.6%

20代 17 0.0 5.9 88.2 5.9 0.0 0.0

30代 31 0.0 25.8 64.5 6.5 0.0 3.2

40代 23 0.0 13.0 78.3 8.7 0.0 0.0

50代 31 0.0 16.1 80.7 3.2 0.0 0.0

60代 39 0.0 15.4 82.0 0.0 0.0 2.6

70代 33 0.0 15.2 84.8 0.0 0.0 0.0

80歳以上 30 3.3 36.7 53.3 0.0 0.0 6.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 1 39 154 6 0 4

割合 100.0% 0.5% 19.1% 75.5% 2.9% 0.0% 2.0%

女性の方
が非常に
優遇

無回答
回答者数
（N=）

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別
男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等
どちらかと
いえば女性
の方が優遇

年　代
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② 職場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

15.6 

77.8 

3.0 

0.0 

2.2 

2.2 

16.0 

74.5 

2.2 

0.0 

5.1 

1.6 

16.1 

72.9 

0.8 

0.0 

8.6 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

0.0 

14.0 

77.2 

3.5 

0.9 

4.4 

2.5 

16.2 

76.6 

1.7 

0.0 

3.0 

0.5 

19.1 

75.5 

2.9 

0.0 

2.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 11.1 40.7 48.1 0.0 0.0 0.0

30代 28 10.7 57.1 32.1 0.0 0.0 0.0

40代 30 10.0 46.7 36.7 0.0 6.7 0.0

50代 40 2.5 55.0 40.0 0.0 0.0 2.5

60代 47 4.3 55.3 34.0 2.1 0.0 4.3

70代 46 8.7 50.0 19.6 0.0 0.0 21.7

80歳以上 36 11.1 41.7 30.6 0.0 0.0 16.7

無回答 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 20 127 86 1 2 19

割合 100.0% 7.8% 49.8% 33.7% 0.4% 0.8% 7.5%

20代 17 0.0 52.9 47.1 0.0 0.0 0.0

30代 31 12.9 35.5 29.0 16.1 3.2 3.2

40代 23 17.4 43.5 34.8 4.3 0.0 0.0

50代 31 9.7 41.9 38.7 6.5 0.0 3.2

60代 39 7.7 51.3 35.9 2.6 0.0 2.6

70代 33 3.0 72.7 21.2 0.0 0.0 3.0

80歳以上 30 10.0 56.7 20.0 0.0 0.0 13.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 18 104 64 9 1 8

割合 100.0% 8.8% 51.0% 31.4% 4.4% 0.5% 3.9%

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等年　代
どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

男性
(N=204)

女性
(N=255)
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7.8 ％

49.8 ％

33.7 ％

0.4 ％
0.8 ％

7.5 ％

女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

8.8 ％

51.0 ％

31.4 ％

4.4 ％

0.5 ％ 3.9 ％

男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

8.1 

54.1 

29.6 

5.2 

0.0 

3.0 

10.4 

47.8 

31.3 

4.0 

0.4 

6.1 

7.8 

49.8 

33.7 

0.4 

0.8 

7.5 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されて

いる

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されて

いる

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

7.9 

46.5 

33.3 

7.0 

0.9 

4.4 

8.7 

54.5 

29.0 

4.3 

0.4 

3.1 

8.8 

51.0 

31.4 

4.4 

0.5 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されて

いる

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されて

いる

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



８ 
 

③ 家庭生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ％

49.8 ％

31.8 ％

5.9 ％

0.4 ％ 3.9 ％

女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

3.9 ％

41.7 ％

41.2 ％

8.8 ％

1.5 ％ 2.9 ％

男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

（単位：％）

20代 27 7.4 44.4 40.7 7.4 0.0 0.0

30代 28 14.3 46.4 35.7 3.6 0.0 0.0

40代 30 16.7 46.7 30.0 3.3 3.3 0.0

50代 40 5.0 55.0 35.0 2.5 0.0 2.5

60代 47 12.8 57.4 27.7 0.0 0.0 2.1

70代 46 4.3 56.5 21.7 6.5 0.0 10.9

80歳以上 36 0.0 36.1 36.1 19.4 0.0 8.3

無回答 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 21 127 81 15 1 10

割合 100.0% 8.2% 49.8% 31.8% 5.9% 0.4% 3.9%

20代 17 0.0 35.3 47.1 17.6 0.0 0.0

30代 31 0.0 41.9 32.3 16.1 6.5 3.2

40代 23 8.7 34.8 47.8 4.3 4.3 0.0

50代 31 6.5 32.3 48.4 9.7 0.0 3.2

60代 39 0.0 56.4 35.9 5.1 0.0 2.6

70代 33 3.0 48.5 36.4 9.1 0.0 3.0

80歳以上 30 10.0 33.3 46.7 3.3 0.0 6.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 8 85 84 18 3 6

割合 100.0% 3.9% 41.7% 41.2% 8.8% 1.5% 2.9%

どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等年　代
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④ 町内会などの地域活動の場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.8 

48.1 

29.6 

5.2 

1.5 

0.7 

10.1 

48.9 

29.5 

5.4 

0.7 

5.4 

8.2 

49.8 

31.8 

5.9 

0.4 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

8.8 

32.5 

50.0 

4.4 

0.9 

3.5 

2.2 

38.1 

45.9 

9.1 

1.7 

3.0 

3.9 

41.7 

41.2 

8.8 

1.5 

2.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 3.7 48.1 37.0 7.4 0.0 3.7

30代 28 7.1 39.3 32.1 14.3 3.6 3.6

40代 30 10.0 50.0 26.7 13.3 0.0 0.0

50代 40 10.0 45.0 35.0 5.0 0.0 5.0

60代 47 8.5 61.7 17.0 6.4 0.0 6.4

70代 46 8.7 56.5 21.7 2.2 0.0 10.9

80歳以上 36 11.1 47.2 30.6 0.0 0.0 11.1

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 22 130 70 16 1 16

割合 100.0% 8.6% 50.9% 27.5% 6.3% 0.4% 6.3%

20代 17 5.9 23.5 47.1 23.5 0.0 0.0

30代 31 6.5 32.3 45.2 9.7 0.0 6.5

40代 23 8.7 52.2 30.4 8.7 0.0 0.0

50代 31 0.0 32.3 38.7 22.6 0.0 6.5

60代 39 5.1 41.0 33.3 12.8 5.1 2.6

70代 33 9.1 51.5 36.4 0.0 0.0 3.0

80歳以上 30 10.0 43.3 36.7 0.0 0.0 10.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 13 82 77 21 2 9

割合 100.0% 6.4% 40.2% 37.7% 10.3% 1.0% 4.4%

どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等年　代
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6.4 ％

40.2 ％
37.7 ％

10.3 ％

1.0 ％ 4.4 ％

男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

8.6 ％

50.9 ％

27.5 ％

6.3 ％

0.4 ％ 6.3 ％

女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

8.1 

48.9 

34.8 

6.7 

0.0 

1.5 

11.1 

50.0 

26.3 

6.5 

0.4 

5.7 

8.6 

50.9 

27.5 

6.3 

0.4 

6.3 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

4.4 

43.9 

41.2 

5.3 

0.9 

4.4 

11.3 

41.5 

34.6 

9.1 

0.9 

2.6 

6.4 

40.2 

37.7 

10.3 

1.0 

4.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



１１ 
 

⑤ 政治や行政の施策・方針決定の場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4 ％

52.9 ％

16.9 ％

0.8 ％
0.0 ％

7.0 ％
女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

16.2 ％

50.0 ％

26.5 ％

1.9 ％
0.0 ％

5.4 ％ 男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

（単位：％）

20代 27 22.2 48.1 29.6 0.0 0.0 0.0

30代 28 32.1 60.7 7.1 0.0 0.0 0.0

40代 30 16.7 56.7 20.0 6.7 0.0 0.0

50代 40 30.0 47.5 20.0 0.0 0.0 2.5

60代 47 25.5 48.9 17.0 0.0 0.0 8.5

70代 46 10.9 60.9 13.0 0.0 0.0 15.2

80歳以上 36 22.2 47.2 13.9 0.0 0.0 16.7

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 57 135 43 2 0 18

割合 100.0% 22.4% 52.9% 16.9% 0.8% 0.0% 7.0%

20代 17 17.6 47.1 35.3 0.0 0.0 0.0

30代 31 12.9 51.6 25.8 6.5 0.0 3.2

40代 23 26.1 56.5 13.0 4.3 0.0 0.0

50代 31 19.4 45.2 29.0 3.2 0.0 3.2

60代 39 12.8 53.8 28.2 0.0 0.0 5.1

70代 33 9.1 63.6 24.2 0.0 0.0 3.0

80歳以上 30 20.0 30.0 30.0 0.0 0.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 33 102 54 4 0 11

割合 100.0% 16.2% 50.0% 26.5% 1.9% 0.0% 5.4%

無回答

女性
(N=255)

どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

平等

男性
(N=204)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

年　代
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⑥ 法律や制度の上で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.7 

44.7 

32.5 

1.8 

0.0 

4.4 

16.9 

48.9 

28.6 

2.2 

0.0 

3.4 

16.2 

50.0 

26.5 

1.9 

0.0 

5.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

17.8 

59.3 

19.3 

0.7 

0.0 

3.0 

23.4 

52.5 

16.5 

1.1 

0.4 

6.1 

22.4 

52.9 

16.9 

0.8 

0.0 

7.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

（単位：％）

20代 27 14.8 29.6 51.9 3.7 0.0 0.0

30代 28 17.9 42.9 32.1 3.6 0.0 3.6

40代 30 10.0 46.7 33.3 10.0 0.0 0.0

50代 40 12.5 52.5 27.5 2.5 0.0 5.0

60代 47 10.6 42.6 38.3 0.0 0.0 8.5

70代 46 8.7 39.1 32.6 0.0 0.0 19.6

80歳以上 36 16.7 27.8 41.7 0.0 0.0 13.9

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 32 104 92 6 0 21

割合 100.0% 12.5% 40.8% 36.1% 2.4% 0.0% 8.2%

20代 17 0.0 35.3 58.8 5.9 0.0 0.0

30代 31 6.5 41.9 35.5 12.9 0.0 3.2

40代 23 21.7 43.5 30.4 4.3 0.0 0.0

50代 31 3.2 38.7 41.9 9.7 0.0 6.5

60代 39 5.1 43.6 48.7 0.0 0.0 2.6

70代 33 3.0 30.3 60.6 3.0 0.0 3.0

80歳以上 30 16.7 23.3 50.0 0.0 0.0 10.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 16 75 95 10 0 8

割合 100.0% 7.8% 36.8% 46.6% 4.9% 0.0% 3.9%

男性
(N=204)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等
どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

女性
(N=255)

年　代



１３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 ％

40.8 ％
36.1 ％

2.4 ％
0.0 ％

8.2 ％
女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

7.8 ％

36.8 ％
46.6 ％

4.9 ％

0.0 ％ 3.9 ％

男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

4.4 

38.6 

44.7 

7.9 

0.0 

4.4 

8.7 

28.1 

52.4 

6.9 

0.9 

3.0 

7.8 

36.8 

46.6 

4.9 

0.0 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

9.6 

44.4 

40.0 

3.7 

0.0 

2.2 

14.7 

44.2 

34.2 

0.4 

0.7 

5.8 

12.5 

40.8 

36.1 

2.4 

0.0 

8.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較



１４ 
 

⑦ 社会通念・習慣やしきたりなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2 ％

55.7 ％

16.5 ％

0.8 ％
0.0 ％

7.8 ％ 女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=255）

性 別

16.2 ％

59.8 ％

17.6 ％

2.5 ％
0.0 ％

3.9 ％ 男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

（単位：％）

20代 27 14.8 51.9 29.6 3.7 0.0 0.0

30代 28 35.7 50.0 10.7 0.0 0.0 3.6

40代 30 23.3 56.7 20.0 0.0 0.0 0.0

50代 40 35.0 52.5 10.0 0.0 0.0 2.5

60代 47 14.9 61.7 12.8 2.1 0.0 8.5

70代 46 4.3 65.2 13.0 0.0 0.0 17.4

80歳以上 36 13.9 44.4 25.0 0.0 0.0 16.7

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 49 142 42 2 0 20

割合 100.0% 19.2% 55.7% 16.5% 0.8% 0.0% 7.8%

20代 17 11.8 58.8 29.4 0.0 0.0 0.0

30代 31 19.4 48.4 22.6 6.5 0.0 3.2

40代 23 26.1 60.9 8.7 4.3 0.0 0.0

50代 31 9.7 74.2 9.7 0.0 0.0 6.5

60代 39 15.4 59.0 20.5 2.6 0.0 2.6

70代 33 15.2 57.6 21.2 3.0 0.0 3.0

80歳以上 30 16.7 60.0 13.3 0.0 0.0 10.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 33 122 36 5 0 8

割合 100.0% 16.2% 59.8% 17.6% 2.5% 0.0% 3.9%

どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

女性
(N=255)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等年　代

男性
(N=204)



１５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 全体として 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3 

60.0 

19.3 

0.7 

0.0 

0.7 

20.5 

59.7 

12.2 

1.4 

0.7 

5.5 

19.2 

55.7 

16.5 

0.8 

0.0 

7.8 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

9.6 

60.5 

21.1 

4.4 

0.0 

4.4 

12.6 

61.0 

20.3 

3.5 

0.0 

2.6 

16.2 

59.8 

17.6 

2.5 

0.0 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 7.4 51.9 40.7 0.0 0.0 0.0

30代 28 17.9 64.3 17.9 0.0 0.0 0.0

40代 30 10.0 70.0 20.0 0.0 0.0 0.0

50代 40 5.0 72.5 17.5 2.5 0.0 2.5

60代 47 8.5 59.6 23.4 0.0 0.0 8.5

70代 46 4.3 60.9 17.4 0.0 0.0 17.4

80歳以上 36 16.7 47.2 25.0 2.8 0.0 8.3

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 24 156 57 2 0 16

割合 100.0% 9.4% 61.1% 22.4% 0.8% 0.0% 6.3%

20代 17 0.0 64.7 35.3 0.0 0.0 0.0

30代 31 3.2 58.1 22.6 12.9 0.0 3.2

40代 23 8.7 60.9 26.1 4.3 0.0 0.0

50代 31 3.2 74.2 22.6 0.0 0.0 0.0

60代 39 7.7 53.8 33.3 2.6 0.0 2.6

70代 33 6.1 60.6 30.3 0.0 0.0 3.0

80歳以上 30 10.0 56.7 23.3 0.0 0.0 10.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 12 124 56 6 0 6

割合 100.0% 5.9% 60.8% 27.5% 2.9% 0.0% 2.9%

男性
(N=204)

どちらかと
いえば女性
の方が優遇

女性の方
が非常に
優遇

無回答

女性
(N=255)

性　別
回答者数
（N=）

男性の方
が非常に
優遇

どちらかと
いえば男性
の方が優遇

平等年　代



１６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 ％

61.1 ％

22.4 ％

0.8 ％

0.0 ％ 6.3 ％

女 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（Ｎ=255）

性 別
5.9 ％

60.8 ％

27.5 ％

2.9 ％
0.0 ％

2.9 ％

男 性

男性の方が非常に優遇されている

どちらかといえば男性の方が優遇されている

平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

無回答

（N=204）

性 別

7.4 

63.0 

27.4 

0.0 

0.0 

2.2 

8.6 

63.3 

21.9 

0.7 

0.0 

5.5 

9.4 

61.1 

22.4 

0.8 

0.0 

6.3 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

2.6 

58.8 

34.2 

1.8 

0.0 

2.6 

6.1 

57.1 

30.3 

2.6 

0.9 

3.0 

5.9 

60.8 

27.5 

2.9 

0.0 

2.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

男性のほうが非常に優遇されている

どちらかといえば男性のほうが優遇されている

平等である

どちらかといえば女性のほうが優遇されている

女性のほうが非常に優遇されている

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



１７ 
 

２ 家庭生活に関する意識について 

 

問２ あなたは、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方についてどのようにお考えですか。  

（1つに○） 

 

   年代別でみると、『賛成』と回答した割合が最も高かったのは８０歳以上（女性：38.9％、男性：53.3％）で、次い

で７０代（女性：19.6％、男性：42.4％）となっています。 

前回の町民意識調査と比較すると、『反対』の割合が男女ともに 1割以上減少しています。 

 

※『賛成』…「賛成」、「どちらかと言えば賛成」を合算     『反対』…「反対」、「どちらかと言えば反対」を合算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 ％

16.1 ％

33.8 ％27.8 ％

15.7 ％

3.9 ％
女 性

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

（N=255）

性 別
3.9 ％

26.5 ％

26.9 ％

26.5 ％

14.2 ％

2.0 ％

男 性

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

（N=204）

性 別

（単位：％）

20代 27 3.7 14.8 18.5 40.7 18.5 3.7

30代 28 0.0 14.3 32.1 39.3 10.7 3.6

40代 30 0.0 13.3 46.7 23.3 16.7 0.0

50代 40 2.5 7.5 45.0 25.0 12.5 7.5

60代 47 0.0 17.0 31.9 34.0 14.9 2.1

70代 46 4.3 15.2 34.8 23.9 15.2 6.5

80歳以上 36 8.3 30.6 22.2 13.9 22.2 2.8

無回答 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 7 41 86 71 40 10

割合 100.0% 2.7% 16.1% 33.8% 27.8% 15.7% 3.9%

20代 17 0.0 23.5 29.4 29.4 17.6 0.0

30代 31 3.2 22.6 16.1 35.5 16.1 6.5

40代 23 4.3 17.4 21.7 43.5 13.0 0.0

50代 31 6.5 9.7 32.3 32.3 16.1 3.2

60代 39 5.1 20.5 25.6 30.8 17.9 0.0

70代 33 3.0 39.4 45.5 3.0 6.1 3.0

80歳以上 30 3.3 50.0 16.7 16.7 13.3 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 8 54 55 54 29 4

割合 100.0% 3.9% 26.5% 26.9% 26.5% 14.2% 2.0%

反対 わからない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別
回答者数
（N=）

賛成
どちらかとい
えば賛成

どちらかとい
えば反対

年　代



１８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ あなたのご家庭では、次の項目について、主に誰が担っていますか。（①～⑪それぞれ 1つに○） 

 

   女性では、「① 食事の支度」、「③ 洗濯」、「④ 掃除」での「主に自分」と答えた割合は６割を超えており、次

いで「② 食事の後片付け」、「⑤ 日常の買い物」、「⑪ 日常の家計の管理」が５割を超えて高い傾向にありま

す。男性での「主に自分」と答えた割合は、「⑩ 生活費の負担」、「⑧ 地域活動（自治会・PTA など）」で高くなっ

ており、約４割となっています。 

   「配偶者と同じ程度(半々に)分担している」と答えた割合については、男女ともに「⑩ 生活費の負担」（女性：

23.1％、男性：27.9％）が２割を超えて最も高くなっています。また、平成３０年度と前回に実施された町民意識調

査と比較すると、女性では「① 食事の支度」において年々増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

22.2 

37.0 

27.4 

11.1 

0.7 

1.8 

14.7 

27.7 

45.3 

9.4 

1.1 

2.7 

16.1 

33.8 

27.8 

15.7 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

0.9 

33.3 

28.9 

18.4 

18.4 

0.0 

3.9 

20.4 

33.3 

30.7 

10.4 

1.3 

3.9 

26.5 

26.9 

26.5 

14.2 

2.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

わからない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



１９ 
 

① 食事の支度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.2 ％

4.3 ％

8.2 ％

14.9 ％

3.5 ％

0.4 ％ 0.4 ％

3.9 ％

1.2 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

14.7 ％

61.8 ％

4.4 ％

8.8 ％

2.9 ％

0.0 ％

0.5 ％
5.9 ％

1.0 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

（単位：％）

20代 27 40.7 0.0 18.5 37.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 28 50.0 3.6 7.1 32.1 0.0 3.6 0.0 3.6 0.0

40代 30 56.7 6.7 6.7 26.7 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0

50代 40 67.5 2.5 17.5 5.0 2.5 0.0 0.0 2.5 2.5

60代 47 83.0 2.1 8.5 2.1 2.1 0.0 0.0 2.1 0.0

70代 46 71.7 8.7 0.0 6.5 2.2 0.0 2.2 4.3 4.3

80歳以上 36 55.6 5.6 2.8 11.1 13.9 0.0 0.0 11.1 0.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 161 11 21 38 9 1 1 10 3

割合 100.0% 63.2% 4.3% 8.2% 14.9% 3.5% 0.4% 0.4% 3.9% 1.2%

20代 17 35.3 17.6 5.9 23.5 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0

30代 31 12.9 58.1 3.2 12.9 0.0 0.0 0.0 12.9 0.0

40代 23 4.3 56.5 4.3 17.4 8.7 0.0 0.0 8.7 0.0

50代 31 22.6 54.8 6.5 9.7 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0

60代 39 20.5 64.1 5.1 0.0 5.1 0.0 0.0 5.1 0.0

70代 33 12.1 72.7 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 0.0 86.7 3.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 30 126 9 18 6 0 1 12 2

割合 100.0% 14.7% 61.8% 4.4% 8.8% 2.9% 0.0% 0.5% 5.9% 1.0%

年　代 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担



２０ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 食事の後片付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.4 

7.4 

3.0 

17.8 

7.4 

0.0 

0.0 

0.0 

65.5 

2.2 

5.0 

18.0 

6.8 

0.0 

0.7 

0.4 

1.4 

63.2 

4.3 

8.2 

14.9 

3.5 

0.4 

0.4 

3.9 

1.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

7.0 

59.6 

10.5 

13.2 

6.1 

0.0 

2.6 

0.9 

8.7 

63.2 

3.0 

18.7 

2.6 

0.0 

0.4 

3.0 

0.4 

14.7 

61.8 

4.4 

8.8 

2.9 

0.0 

0.5 

5.9 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 40.7 0.0 18.5 29.6 7.4 3.7 0.0 0.0 0.0

30代 28 50.0 7.1 10.7 21.4 3.6 0.0 0.0 7.1 0.0

40代 30 56.7 10.0 13.3 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 40 65.0 7.5 17.5 2.5 0.0 0.0 0.0 5.0 2.5

60代 47 74.5 6.4 4.3 2.1 6.4 0.0 0.0 6.4 0.0

70代 46 63.0 13.0 0.0 6.5 4.3 0.0 2.2 8.7 2.2

80歳以上 36 52.8 5.6 8.3 8.3 11.1 0.0 0.0 11.1 2.8

無回答 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 151 19 24 28 13 1 1 15 3

割合 100.0% 59.2% 7.4% 9.4% 11.0% 5.1% 0.4% 0.4% 5.9% 1.2%

20代 17 47.1 11.8 5.9 17.6 0.0 0.0 0.0 17.6 0.0

30代 31 29.0 29.0 12.9 12.9 6.5 0.0 0.0 9.7 0.0

40代 23 13.0 34.8 13.0 13.0 13.0 0.0 0.0 13.0 0.0

50代 31 22.6 22.6 32.3 6.5 12.9 3.2 0.0 0.0 0.0

60代 39 28.2 51.3 5.1 0.0 7.7 0.0 0.0 7.7 0.0

70代 33 12.1 63.6 9.1 6.1 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 10.0 56.7 16.7 3.3 3.3 0.0 0.0 3.3 6.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 45 84 28 15 13 1 1 14 3

割合 100.0% 22.0% 41.2% 13.7% 7.3% 6.4% 0.5% 0.5% 6.9% 1.5%

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担
年　代
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59.2 ％

7.4 ％

9.4 ％

11.0 ％

5.1 ％

0.4 ％

0.4 ％
5.9 ％

1.2 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

22.0 ％

41.2 ％

13.7 ％

7.3 ％

6.4 ％

0.5 ％

0.5 ％ 6.9 ％
1.5 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

61.5 

6.7 

7.4 

15.6 

8.1 

0.0 

0.0 

0.7 

59.0 

6.8 

6.5 

14.7 

8.6 

0.0 

0.7 

2.2 

1.5 

59.2 

7.4 

9.4 

11.0 

5.1 

0.4 

0.4 

5.9 

1.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

9.6 

49.1 

12.3 

15.8 

9.6 

0.0 

2.6 

0.9 

13.9 

49.4 

13.8 

16.0 

3.9 

0.0 

0.4 

2.2 

0.4 

22.0 

41.2 

13.7 

7.3 

6.4 

0.5 

0.5 

6.9 

1.5 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較
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③ 洗濯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 48.1 0.0 11.1 33.3 3.7 0.0 0.0 3.7 0.0

30代 28 53.6 0.0 7.1 32.1 3.6 0.0 0.0 3.6 0.0

40代 30 46.7 6.7 13.3 30.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0

50代 40 70.0 7.5 15.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 2.5

60代 47 87.2 4.3 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 4.3 0.0

70代 46 73.9 13.0 0.0 2.2 4.3 0.0 2.2 4.3 0.0

80歳以上 36 66.7 5.6 2.8 13.9 5.6 0.0 0.0 5.6 0.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 169 15 17 33 9 0 1 10 1

割合 100.0% 66.3% 5.9% 6.7% 12.9% 3.5% 0.0% 0.4% 3.9% 0.4%

20代 17 47.1 5.9 11.8 17.6 5.9 0.0 0.0 11.8 0.0

30代 31 16.1 38.7 16.1 19.4 3.2 0.0 0.0 6.5 0.0

40代 23 8.7 47.8 4.3 21.7 8.7 0.0 0.0 8.7 0.0

50代 31 22.6 41.9 12.9 9.7 9.7 0.0 0.0 3.2 0.0

60代 39 23.1 59.0 7.7 0.0 7.7 0.0 0.0 2.6 0.0

70代 33 12.1 66.7 9.1 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 6.7 70.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 37 103 20 20 10 0 1 11 2

割合 100.0% 18.1% 50.5% 9.8% 9.8% 4.9% 0.0% 0.5% 5.4% 1.0%

性　別
回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担
年　代

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

66.3 ％

5.9 ％

6.7 ％

12.9 ％

3.5 ％

0.0 ％

0.4 ％
3.9 ％

0.4 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

18.1 ％

50.5 ％

9.8 ％

9.8 ％

4.9 ％

0.0 ％

0.5 ％
5.4 ％

1.0 ％

男 性

1 主に自分
2 主に配偶者
3 配偶者と同じ程度分担
4 親や子どもなど他の家族
5 家族全員で分担している
6 その他（家族以外）
7 行う必要がない・対象者がいない
8 特に決めていない
0 無回答

（N=204）

性 別
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④ 掃除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.9 

2.2 

9.6 

15.6 

6.7 

0.0 

0.0 

0.0 

64.7 

5.4 

2.9 

18.0 

6.5 

0.0 

0.7 

0.4 

1.4 

66.3 

5.9 

6.7 

12.9 

3.5 

0.0 

0.4 

3.9 

0.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

4.4 

58.8 

12.3 

14.9 

5.3 

0.9 

2.6 

0.9 

12.1 

56.7 

9.1 

17.8 

2.6 

0.0 

0.4 

1.3 

0.0 

18.1 

50.5 

9.8 

9.8 

4.9 

0.0 

0.5 

5.4 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 44.4 3.7 11.1 25.9 7.4 0.0 0.0 7.4 0.0

30代 28 60.7 0.0 3.6 14.3 10.7 0.0 0.0 7.1 3.6

40代 30 60.0 3.3 10.0 13.3 10.0 0.0 0.0 3.3 0.0

50代 40 70.0 5.0 12.5 0.0 2.5 0.0 0.0 7.5 2.5

60代 47 78.7 2.1 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 10.6 0.0

70代 46 63.0 10.9 8.7 8.7 2.2 0.0 2.2 4.3 0.0

80歳以上 36 55.6 5.6 2.8 8.3 11.1 0.0 0.0 13.9 2.8

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 161 12 19 23 16 0 1 20 3

割合 100.0% 63.1% 4.7% 7.5% 9.0% 6.3% 0.0% 0.4% 7.8% 1.2%

20代 17 52.9 5.9 5.9 17.6 5.9 0.0 0.0 11.8 0.0

30代 31 22.6 35.5 12.9 12.9 6.5 0.0 0.0 9.7 0.0

40代 23 4.3 43.5 13.0 13.0 17.4 0.0 0.0 8.7 0.0

50代 31 16.1 32.3 22.6 12.9 3.2 0.0 0.0 12.9 0.0

60代 39 20.5 48.7 17.9 2.6 5.1 2.6 0.0 2.6 0.0

70代 33 9.1 54.5 18.2 6.1 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 10.0 56.7 13.3 3.3 0.0 0.0 0.0 13.3 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 36 86 32 18 11 1 1 17 2

割合 100.0% 17.6% 42.2% 15.7% 8.8% 5.4% 0.5% 0.5% 8.3% 1.0%

主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担
年　代 無回答

女性
(N=255)

親や子供な
ど他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分

男性
(N=204)
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63.1 ％

4.7 ％

7.5 ％

9.0 ％

6.3 ％

0.0 ％

0.4 ％

7.8 ％
1.2 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

17.6 ％

42.2 ％
15.7 ％

8.8 ％

5.4 ％

0.5 ％

0.5 ％

8.3 ％
1.0 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

58.5 

5.2 

8.9 

13.3 

14.1 

0.0 

0.0 

0.0 

62.9 

2.5 

6.8 

12.2 

11.9 

0.0 

0.7 

1.5 

1.5 

63.1 

4.7 

7.5 

9.0 

6.3 

0.0 

0.4 

7.8 

1.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

7.0 

51.8 

18.4 

9.6 

9.6 

0.0 

2.6 

0.9 

12.1 

46.0 

13.9 

15.1 

5.2 

0.0 

0.4 

6.1 

1.6 

17.6 

42.2 

15.7 

8.8 

5.4 

0.5 

0.5 

8.3 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較
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⑤ 日常の買い物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 51.9 0.0 11.1 25.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 28 46.4 0.0 14.3 21.4 10.7 0.0 0.0 7.1 0.0

40代 30 60.0 6.7 10.0 13.3 6.7 0.0 0.0 3.3 0.0

50代 40 67.5 2.5 15.0 2.5 5.0 0.0 0.0 5.0 2.5

60代 47 70.2 2.1 19.1 0.0 0.0 2.1 0.0 6.4 0.0

70代 46 60.9 8.7 2.2 10.9 4.3 0.0 2.2 6.5 4.3

80歳以上 36 50.0 5.6 0.0 16.7 19.4 0.0 0.0 8.3 0.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 151 10 26 30 19 1 1 14 3

割合 100.0% 59.2% 3.9% 10.2% 11.8% 7.4% 0.4% 0.4% 5.5% 1.2%

20代 17 35.3 17.6 11.8 23.5 5.9 0.0 0.0 5.9 0.0

30代 31 16.1 35.5 16.1 16.1 6.5 0.0 0.0 9.7 0.0

40代 23 4.3 52.2 8.7 13.0 13.0 0.0 0.0 8.7 0.0

50代 31 29.0 32.3 16.1 3.2 12.9 0.0 0.0 6.5 0.0

60代 39 28.2 35.9 23.1 2.6 5.1 2.6 0.0 2.6 0.0

70代 33 9.1 42.4 36.4 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 3.3 60.0 20.0 6.7 0.0 0.0 0.0 6.7 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 36 82 41 16 13 1 1 12 2

割合 100.0% 17.6% 40.2% 20.1% 7.8% 6.4% 0.5% 0.5% 5.9% 1.0%

年　代 無回答
親や子供な
ど他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別

59.2 ％

3.9 ％

10.2 ％

11.8 ％

7.4 ％

0.4 ％

0.4 ％

5.5 ％

1.2 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

17.6 ％

40.2 ％
20.1 ％

7.8 ％

6.4 ％

0.5 ％
0.5 ％

5.9 ％
1.0 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別
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⑥ 育児・子どもの世話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.1 

8.1 

15.6 

13.3 

8.9 

0.0 

0.0 

0.0 

59.0 

2.5 

9.3 

15.5 

8.3 

0.0 

0.7 

3.6 

1.1 

59.2 

3.9 

10.2 

11.8 

7.4 

0.4 

0.4 

5.5 

1.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

4.4 

47.4 

24.6 

11.4 

8.8 

0.0 

2.6 

0.9 

13.0 

47.6 

16.0 

10.0 

7.4 

0.4 

0.4 

4.3 

0.9 

17.6 

40.2 

20.1 

7.8 

6.4 

0.5 

0.5 

5.9 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 33.3 0.0 7.4 11.1 7.4 0.0 33.3 3.7 3.7

30代 28 35.7 0.0 28.6 7.1 3.6 0.0 21.4 3.6 0.0

40代 30 50.0 0.0 20.0 3.3 0.0 0.0 20.0 0.0 6.7

50代 40 55.0 0.0 15.0 0.0 2.5 0.0 15.0 5.0 7.5

60代 47 31.9 0.0 8.5 2.1 10.6 0.0 29.8 6.4 10.6

70代 46 23.9 6.5 0.0 6.5 0.0 0.0 41.3 4.3 17.4

80歳以上 36 13.9 2.8 0.0 0.0 2.8 0.0 36.1 11.1 33.3

無回答 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

計 255 87 4 26 10 10 0 74 13 31

割合 100.0% 34.1% 1.6% 10.2% 3.9% 3.9% 0.0% 29.0% 5.1% 12.2%

20代 17 11.8 11.8 0.0 11.8 5.9 0.0 52.9 5.9 0.0

30代 31 3.2 41.9 12.9 3.2 3.2 0.0 25.8 9.7 0.0

40代 23 0.0 34.8 21.7 0.0 8.7 0.0 26.1 8.7 0.0

50代 31 3.2 12.9 32.3 0.0 3.2 0.0 45.2 3.2 0.0

60代 39 2.6 17.9 17.9 2.6 0.0 0.0 41.0 7.7 10.3

70代 33 0.0 18.2 9.1 0.0 3.0 0.0 48.5 3.0 18.2

80歳以上 30 0.0 30.0 6.7 6.7 0.0 0.0 30.0 6.7 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 5 49 31 6 6 0 78 13 16

割合 100.0% 2.5% 24.0% 15.2% 2.9% 2.9% 0.0% 38.2% 6.4% 7.9%

主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

無回答

女性
(N=255)

性　別
回答者数
（N=）

主に自分年　代

男性
(N=204)
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34.1 ％

1.6 ％

10.2 ％
3.9 ％

3.9 ％

0.0 ％

29.0 ％

5.1 ％

12.2 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

2.5 ％

24.0 ％

15.2 ％

2.9 ％

2.9 ％0.0 ％

38.2 ％

6.4 ％

7.9 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

37.0 

3.0 

8.9 

6.7 

7.4 

0.0 

37.0 

0.0 

20.5 

0.7 

7.5 

1.8 

4.7 

0.0 

51.1 

2.9 

10.8 

34.1 

1.6 

10.2 

3.9 

3.9 

0.0 

29.0 

5.1 

12.2 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

0.0 

31.6 

21.9 

2.6 

5.3 

0.9 

36.8 

0.0 

0.9 

0.9 

19.0 

10.4 

3.9 

3.0 

0.4 

48.1 

3.9 

10.4 

2.5 

24.0 

15.2 

2.9 

2.9 

0.0 

38.2 

6.4 

7.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較
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⑦ 親や病人の介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 7.4 0.0 3.7 29.6 3.7 0.0 48.1 7.4 0.0

30代 28 17.9 3.6 7.1 3.6 3.6 0.0 39.3 21.4 3.6

40代 30 16.7 0.0 6.7 6.7 3.3 0.0 40.0 20.0 6.7

50代 40 40.0 7.5 12.5 0.0 2.5 0.0 25.0 7.5 5.0

60代 47 42.6 2.1 10.6 0.0 2.1 0.0 25.5 6.4 10.6

70代 46 30.4 8.7 0.0 2.2 2.2 0.0 34.8 4.3 17.4

80歳以上 36 11.1 2.8 2.8 8.3 5.6 0.0 33.3 5.6 30.6

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 66 10 16 16 8 0 86 24 29

割合 100.0% 25.9% 3.9% 6.3% 6.3% 3.1% 0.0% 33.7% 9.4% 11.4%

20代 17 5.9 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 70.6 11.8 0.0

30代 31 3.2 12.9 3.2 9.7 0.0 0.0 51.6 19.4 0.0

40代 23 0.0 13.0 13.0 4.3 4.3 0.0 39.1 26.1 0.0

50代 31 6.5 12.9 29.0 0.0 3.2 9.7 32.3 3.2 3.2

60代 39 7.7 12.8 17.9 0.0 2.6 5.1 33.3 12.8 7.7

70代 33 3.0 21.2 9.1 0.0 0.0 0.0 42.4 6.1 18.2

80歳以上 30 6.7 20.0 6.7 0.0 0.0 0.0 33.3 10.0 23.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 10 30 25 5 3 5 84 25 17

割合 100.0% 4.9% 14.7% 12.3% 2.4% 1.5% 2.4% 41.2% 12.3% 8.3%

主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担
年　代 無回答

女性
(N=255)

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分

男性
(N=204)

25.9 ％
3.9 ％

6.3 ％

6.3 ％

3.1 ％0.0 ％

33.7 ％

9.4 ％

11.4 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

4.9 ％

14.7 ％

12.3 ％

2.4 ％

1.5 ％

2.4 ％

41.2 ％

12.3 ％

8.3 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別
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⑧ 地域活動（自治会・PTAなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2 

3.7 

11.9 

8.1 

5.2 

1.5 

44.4 

0.0 

12.2 

1.5 

3.2 

5.0 

1.1 

1.1 

60.8 

4.7 

10.4 

25.9 

3.9 

6.3 

6.3 

3.1 

0.0 

33.7 

9.4 

11.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

1.8 

19.3 

15.8 

6.1 

4.4 

1.8 

49.1 

1.8 

6.9 

6.9 

3.5 

3.0 

0.4 

0.4 

62.8 

5.2 

10.9 

4.9 

14.7 

12.3 

2.4 

1.5 

2.4 

41.2 

12.3 

8.3 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 3.7 14.8 3.7 33.3 3.7 0.0 29.6 11.1 0.0

30代 28 32.1 14.3 14.3 21.4 7.1 0.0 7.1 3.6 0.0

40代 30 20.0 16.7 30.0 23.3 0.0 0.0 3.3 6.7 0.0

50代 40 27.5 27.5 25.0 7.5 5.0 0.0 2.5 2.5 2.5

60代 47 31.9 27.7 17.0 0.0 6.4 0.0 4.3 6.4 6.4

70代 46 28.3 21.7 8.7 4.3 4.3 0.0 10.9 10.9 10.9

80歳以上 36 19.4 8.3 13.9 16.7 0.0 0.0 8.3 13.9 19.4

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 62 50 41 34 10 0 22 20 16

割合 100.0% 24.3% 19.6% 16.1% 13.3% 3.9% 0.0% 8.6% 7.9% 6.3%

20代 17 17.6 0.0 5.9 23.5 0.0 5.9 29.4 17.6 0.0

30代 31 22.6 16.1 9.7 22.6 3.2 0.0 22.6 3.2 0.0

40代 23 30.4 26.1 4.3 4.3 8.7 0.0 8.7 17.4 0.0

50代 31 48.4 12.9 16.1 3.2 9.7 0.0 9.7 0.0 0.0

60代 39 53.8 10.3 7.7 5.1 2.6 0.0 12.8 5.1 2.6

70代 33 42.4 18.2 15.2 0.0 0.0 0.0 12.1 3.0 9.1

80歳以上 30 46.7 10.0 13.3 6.7 0.0 0.0 6.7 3.3 13.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 81 28 22 17 7 1 28 12 8

割合 100.0% 39.7% 13.7% 10.8% 8.4% 3.4% 0.5% 13.7% 5.9% 3.9%

主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担
年　代 無回答

女性
(N=255)

親や子供な
ど他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分

男性
(N=204)
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24.3 ％

19.6 ％

16.1 ％

13.3 ％

3.9 ％

0.0 ％

8.6 ％

7.9 ％
6.3 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

39.7 ％

13.7 ％

10.8 ％

8.4 ％

3.4 ％

0.5 ％ 13.7 ％

5.9 ％

3.9 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

20.0 

30.4 

18.5 

20.7 

4.4 

0.7 

5.2 

0.0 

20.5 

23.0 

12.9 

17.0 

4.7 

0.0 

10.4 

4.3 

7.2 

24.3 

19.6 

16.1 

13.3 

3.9 

0.0 

8.6 

7.9 

6.3 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

41.2 

9.6 

23.7 

12.3 

4.4 

0.0 

7.9 

0.9 

50.7 

6.1 

11.7 

10.8 

5.2 

0.4 

5.6 

5.2 

4.3 

39.7 

13.7 

10.8 

8.4 

3.4 

0.5 

13.7 

5.9 

3.9 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較
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⑨ 子どもの学校の活動・行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 7.4 0.0 11.1 18.5 0.0 0.0 48.1 11.1 3.7

30代 28 46.4 3.6 17.9 3.6 0.0 0.0 21.4 3.6 3.6

40代 30 36.7 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 20.0 3.3 6.7

50代 40 47.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 22.5 10.0 7.5

60代 47 25.5 6.4 12.8 4.3 0.0 0.0 36.2 2.1 12.8

70代 46 15.2 6.5 4.3 2.2 2.2 0.0 45.7 4.3 19.6

80歳以上 36 5.6 2.8 2.8 0.0 2.8 0.0 36.1 8.3 41.7

無回答 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

計 255 66 8 32 9 2 0 86 15 37

割合 100.0% 25.9% 3.2% 12.5% 3.5% 0.8% 0.0% 33.7% 5.9% 14.5%

20代 17 5.9 5.9 5.9 11.8 0.0 0.0 52.9 11.8 5.9

30代 31 6.5 29.0 19.4 3.2 3.2 0.0 32.3 6.5 0.0

40代 23 8.7 34.8 8.7 4.3 8.7 0.0 26.1 8.7 0.0

50代 31 16.1 9.7 29.0 0.0 0.0 0.0 45.2 0.0 0.0

60代 39 2.6 20.5 2.6 2.6 0.0 0.0 53.8 7.7 10.3

70代 33 3.0 15.2 3.0 3.0 0.0 0.0 48.5 3.0 24.2

80歳以上 30 3.3 16.7 10.0 3.3 0.0 0.0 40.0 3.3 23.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 13 39 23 7 3 0 88 11 20

割合 100.0% 6.4% 19.1% 11.3% 3.4% 1.5% 0.0% 43.1% 5.4% 9.8%

男性
(N=204)

年　代 無回答

女性
(N=255)

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

性　別
回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担

25.9 ％

3.2 ％

12.5 ％ 3.5 ％

0.8 ％

0.0 ％

33.7 ％

5.9 ％ 14.5 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

6.4 ％

19.1 ％

11.3 ％

3.4 ％

1.5 ％0.0 ％

43.1 ％

5.4 ％

9.8 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別
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⑩ 生活費の負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.6 

4.4 

10.4 

5.9 

3.0 

0.7 

45.9 

0.0 

16.9 

2.2 

6.8 

3.2 

1.1 

0.0 

56.5 

1.4 

11.9 

25.9 

3.2 

12.5 

3.5 

0.8 

0.0 

33.7 

5.9 

14.5 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

3.5 

23.7 

20.2 

5.3 

2.6 

0.0 

43.0 

1.8 

5.2 

11.7 

10.8 

3.9 

1.3 

0.0 

51.1 

4.8 

11.2 

6.4 

19.1 

11.3 

3.4 

1.5 

0.0 

43.1 

5.4 

9.8 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 27 3.7 18.5 22.2 37.0 7.4 3.7 7.4 0.0 0.0

30代 28 25.0 10.7 21.4 10.7 25.0 0.0 0.0 7.1 0.0

40代 30 10.0 36.7 30.0 6.7 13.3 0.0 0.0 3.3 0.0

50代 40 7.5 32.5 35.0 0.0 15.0 0.0 0.0 7.5 2.5

60代 47 12.8 36.2 27.7 4.3 10.6 0.0 0.0 6.4 2.1

70代 46 23.9 30.4 17.4 2.2 17.4 0.0 2.2 2.2 4.3

80歳以上 36 27.8 19.4 8.3 0.0 25.0 0.0 2.8 8.3 8.3

無回答 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 41 70 59 18 42 1 4 13 7

割合 100.0% 16.1% 27.4% 23.1% 7.1% 16.5% 0.4% 1.6% 5.1% 2.7%

20代 17 47.1 0.0 5.9 17.6 5.9 5.9 5.9 11.8 0.0

30代 31 51.6 0.0 19.4 9.7 6.5 0.0 0.0 12.9 0.0

40代 23 30.4 0.0 39.1 4.3 8.7 0.0 0.0 17.4 0.0

50代 31 32.3 12.9 32.3 3.2 12.9 0.0 0.0 6.5 0.0

60代 39 43.6 7.7 30.8 0.0 10.3 0.0 0.0 7.7 0.0

70代 33 54.5 6.1 24.2 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 33.3 6.7 36.7 3.3 6.7 0.0 0.0 6.7 6.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 86 11 57 10 16 1 2 18 3

割合 100.0% 42.2% 5.4% 27.9% 4.9% 7.8% 0.5% 1.0% 8.8% 1.5%

年　代 無回答
親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別



３３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 ％

27.4 ％

23.1 ％

7.1 ％

16.5 ％

0.4 ％

1.6 ％

5.1 ％ 2.7 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

42.2 ％

5.4 ％

27.9 ％

4.9 ％

7.8 ％

0.5 ％

1.0 ％
8.8 ％

1.5 ％
男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別

11.1 

36.3 

28.1 

8.9 

14.8 

0.0 

0.0 

0.7 

10.1 

28.4 

28.0 

8.6 

17.3 

0.0 

1.1 

4.0 

2.5 

16.1 

27.4 

23.1 

7.1 

16.5 

0.4 

1.6 

5.1 

2.7 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

40.4 

4.4 

28.9 

7.9 

13.2 

0.9 

3.5 

0.9 

47.6 

3.9 

20.3 

5.6 

13.0 

0.0 

0.9 

6.9 

1.8 

42.2 

5.4 

27.9 

4.9 

7.8 

0.5 

1.0 

8.8 

1.5 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



３４ 
 

⑪ 日常の家計の管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 55.6 0.0 0.0 29.6 3.7 0.0 7.4 3.7 0.0

30代 28 42.9 0.0 7.1 28.6 3.6 0.0 0.0 17.9 0.0

40代 30 43.3 10.0 6.7 16.7 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0

50代 40 77.5 7.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.5

60代 47 53.2 12.8 23.4 0.0 2.1 0.0 0.0 6.4 2.1

70代 46 54.3 10.9 6.5 6.5 4.3 0.0 2.2 8.7 6.5

80歳以上 36 47.2 5.6 8.3 13.9 8.3 0.0 0.0 8.3 8.3

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 138 19 22 30 8 0 3 27 8

割合 100.0% 54.1% 7.5% 8.6% 11.8% 3.1% 0.0% 1.2% 10.6% 3.1%

20代 17 35.3 5.9 17.6 17.6 0.0 0.0 11.8 11.8 0.0

30代 31 9.7 45.2 6.5 19.4 3.2 0.0 0.0 16.1 0.0

40代 23 8.7 43.5 26.1 4.3 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0

50代 31 29.0 22.6 32.3 3.2 6.5 0.0 0.0 6.5 0.0

60代 39 25.6 38.5 23.1 0.0 5.1 0.0 0.0 7.7 0.0

70代 33 21.2 48.5 21.2 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0

80歳以上 30 10.0 60.0 16.7 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 40 81 42 13 6 0 3 17 2

割合 100.0% 19.6% 39.7% 20.6% 6.4% 2.9% 0.0% 1.5% 8.3% 1.0%

年　代性　別
回答者数
（N=）

主に自分 主に配偶者
配偶者と
同じ程度

(半々に)分担

親や子供など
他の家族

家族全員で
分担している

その他
(家族以外)

行う必要が
ない・対象者
がいない

特に決めて
いない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

54.1 ％

7.5 ％

8.6 ％

11.8 ％
3.1 ％

0.0 ％

1.2 ％

10.6 ％
3.1 ％

女 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=255）

性 別

19.6 ％

39.7 ％
20.6 ％

6.4 ％

2.9 ％

0.0 ％

1.5 ％

8.3 ％
1.0 ％

男 性

主に自分
主に配偶者
配偶者と同じ程度分担
親や子どもなど他の家族
家族全員で分担している
その他（家族以外）
行う必要がない・対象者がいない
特に決めていない
無回答

（N=204）

性 別
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問３－１ あなたは、現在の家庭内での役割分担を全体的にみて、現状に満足していますか。（1つに○） 

 

   現在の家庭内での役割分担について、男性では８割以上が現状に『満足』と答えてますが、女性では現状に

『不満』（女性：25.8％、男性：9.8％）と答えた割合が、男性の２．６倍と大きく上回っています。 

   就業状況別では、男女共に「自分だけ働いている」での『満足』の割合（女性：64.3％、男性：100％）が最も高く、

女性ではどの就業状況でも６割以上が『満足』と答えています。 

  平成３０年度と前回に実施された町民意識調査と比較すると、男女ともに『満足』の割合が増加しており、女性

での『不満』の割合が年々減少してきています。 

 

※『満足』…「満足している」、「どちらかといえば満足している」を合算 

  『不満』…「どちらかといえば不満である」、「不満」を合算 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.9 

14.1 

18.5 

16.3 

5.2 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

8.6 

13.7 

14.4 

8.3 

0.0 

0.7 

3.2 

1.1 

54.1 

7.5 

8.6 

11.8 

3.1 

0.0 

1.2 

10.6 

3.1 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

14.9 

48.2 

14.9 

10.5 

5.3 

0.9 

4.4 

0.9 

16.5 

45.9 

12.6 

11.2 

4.8 

0.0 

0.4 

7.8 

0.8 

19.6 

39.7 

20.6 

6.4 

2.9 

0.0 

1.5 

8.3 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

主に自分

主に配偶者

配偶者と同じ程度分担

親や子どもなど他の家族

家族全員で分担している

その他（家族以外）

行う必要がない・対象者がいない

特に決めていない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較



３６ 
 

〈年代別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 55.6 37.0 7.4 0.0 0.0

30代 28 21.4 46.4 21.4 7.1 3.6

40代 30 16.7 40.0 20.0 20.0 3.3

50代 40 22.5 37.5 20.0 17.5 2.5

60代 47 8.5 51.1 29.8 6.4 4.3

70代 46 10.9 58.7 13.0 4.3 13.0

80歳以上 36 30.6 41.7 8.3 2.8 16.7

無回答 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 55 117 45 21 17

割合 100.0% 21.6% 45.9% 17.6% 8.2% 6.7%

20代 17 23.5 58.8 5.9 0.0 11.8

30代 31 29.0 48.4 16.1 0.0 6.5

40代 23 26.1 52.2 4.3 8.7 8.7

50代 31 16.1 58.1 19.4 6.5 0.0

60代 39 33.3 56.4 0.0 2.6 7.7

70代 33 12.1 69.7 3.0 0.0 15.2

80歳以上 30 26.7 66.7 3.3 0.0 3.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 49 120 15 5 15

割合 100.0% 24.0% 58.8% 7.4% 2.4% 7.4%

男性
(N=204)

無回答

女性
(N=255)

不満である性　別
回答者数
（N=）

満足している
どちらかと
いえば満足
している

どちらかと
いえば不満
である

年　代

21.6 ％

45.9 ％

17.6 ％

8.2 ％

6.7 ％

女 性

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

（N=255）

性 別

24.0 ％

58.8 ％

7.4 ％

2.4 ％

7.4 ％

男 性

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

無回答

（N=204）

性 別



３７ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈就業状況別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 

31.1 

17.8 

12.6 

28.9 

0.7 

19.4 

30.6 

20.1 

6.1 

22.3 

1.5 

21.6 

45.9 

17.6 

8.2 

6.7 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

特に何とも思わない

無回答

女 性

H30年度（N＝135） R2年度（N＝278） R5年度（N＝255）

経年比較

19.3 

26.3 

6.1 

0.9 

45.6 

1.8 

26.0 

44.6 

4.3 

0.4 

22.9 

1.8 

24.0 

58.8 

7.4 

2.4 

7.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば不満である

不満である

特に何とも思わない

無回答

男 性

H30年度（N＝114） R2年度（N＝231） R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

自分も配偶者も働いている 96 20.8 42.7 20.8 12.5 3.1

自分だけ働いている 14 21.4 42.9 28.6 7.1 0.0

配偶者だけ働いている 20 15.0 45.0 35.0 5.0 0.0

自分も配偶者も働いていない 30 10.0 53.3 10.0 3.3 23.3

無回答 3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0

計 163 30 74 34 15 10

割合 100% 18.4% 45.4% 20.9% 9.2% 6.1%

自分も配偶者も働いている 75 29.3 62.7 4.0 1.3 2.7

自分だけ働いている 17 47.1 52.9 0.0 0.0 0.0

配偶者だけ働いている 13 7.7 46.2 7.7 15.4 23.1

自分も配偶者も働いていない 41 22.0 73.2 2.4 0.0 2.4

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 146 40 92 5 3 6

割合 100.0% 27.4% 63.0% 3.4% 2.1% 4.1%

女性
(N=163)

男性
(N=146)

どちらかと
いえば満足
している

どちらかと
いえば不満
である

不満である 無回答性　別
回答者数
（N=）

満足している
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問４ 男性が今後、女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、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○） 

 

   「３． 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかり、お互いに理解をすること」の割合が、男女ともに最も

高く、６割を超えています。次いで女性では、「１．男性が家事、子育てなどに参加することに対して男性自身の

抵抗感をなくすこと」（48.6％）、男性では、「７．男性による家事、子育てなどについて、職場における上司や周囲

の理解をすすめること」（47.1％）の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

20.8 

21.4 

15.0 

10.0 

33.3 

42.7 

42.9 

45.0 

53.3 

66.7 

20.8 

28.6 

35.0 

10.0 

0.0 

12.5 

7.1 

5.0 

3.3 

0.0 

3.1 

0.0 

0.0 

23.3 

0.0 

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

自分も配偶者も働いている

自分だけ働いている

配偶者だけ働いている

自分も配偶者も働いていない

無回答

女 性（N＝163）

満足している

どちらかといえば満足してい

る
どちらかといえば不満である

不満である

無回答

就業状況別

29.3 

47.1 

7.7 

22.0 

0.0 

62.7 

52.9 

46.2 

73.2 

0.0 

4.0 

0.0 

7.7 

2.4 

0.0 

1.3 

0.0 

15.4 

0.0 

0.0 

2.7 

0.0 

23.1 

2.4 

0.0 

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

自分も配偶者も働いている

自分だけ働いている

配偶者だけ働いている

自分も配偶者も働いていない

無回答

男 性（N＝146）

満足している

どちらかといえば満足してい

るどちらかといえば不満である

不満である

無回答

就業状況別
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（単位：％）

20代 27 55.6 22.2 77.8 48.1 51.9 59.3 74.1 25.9 22.2 25.9 3.7 0.0 0.0

30代 28 42.9 10.7 57.1 32.1 21.4 53.6 46.4 21.4 14.3 21.4 0.0 0.0 7.1

40代 30 46.7 6.7 66.7 46.7 20.0 26.7 36.7 6.7 13.3 13.3 3.3 0.0 0.0

50代 40 50.0 17.5 57.5 37.5 22.5 42.5 37.5 20.0 15.0 12.5 5.0 2.5 2.5

60代 47 48.9 21.3 80.9 48.9 38.3 38.3 51.1 31.9 14.9 25.5 4.3 0.0 4.3

70代 46 56.5 19.6 54.3 37.0 39.1 32.6 47.8 32.6 13.0 21.7 2.2 4.3 8.7

80歳以上 36 36.1 11.1 77.8 19.4 27.8 22.2 33.3 25.0 13.9 25.0 0.0 0.0 13.9

無回答 1 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0

計 255 124 41 172 99 81 98 118 63 39 54 8 3 14

割合 48.6% 16.1% 67.5% 38.8% 31.8% 38.4% 46.3% 24.7% 15.3% 21.2% 3.1% 1.2% 5.5%

20代 17 58.8 11.8 76.5 29.4 23.5 52.9 47.1 23.5 17.6 17.6 5.9 5.9 0.0

30代 31 35.5 19.4 54.8 29.0 51.6 64.5 71.0 16.1 19.4 19.4 6.5 0.0 6.5

40代 23 34.8 8.7 56.5 26.1 34.8 43.5 43.5 13.0 17.4 17.4 8.7 4.3 0.0

50代 31 32.3 9.7 71.0 25.8 32.3 48.4 61.3 16.1 9.7 19.4 3.2 3.2 3.2

60代 39 35.9 7.7 69.2 41.0 33.3 41.0 41.0 15.4 12.8 7.7 0.0 7.7 7.7

70代 33 45.5 18.2 78.8 27.3 33.3 30.3 42.4 15.2 9.1 15.2 0.0 6.1 12.1

80歳以上 30 33.3 16.7 60.0 23.3 33.3 23.3 23.3 26.7 30.0 16.7 3.3 3.3 10.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 78 27 136 60 72 87 96 36 33 32 7 9 13

割合 38.2% 13.2% 66.7% 29.4% 35.3% 42.6% 47.1% 17.6% 16.2% 15.7% 3.4% 4.4% 6.4%

年　代 7 8 9 10 無回答

女性
(N=255)

4 5 6 11 12性　別
回答者数
（N=）

1 2 3

男性
(N=204)

48.6 

16.1 

67.5 

38.8 

31.8 

38.4 

46.3 

24.7 

15.3 

21.2 

3.1 

1.2 

5.5 

38.2 

13.2 

66.7 

29.4 

35.3 

42.6 

47.1 

17.6 

16.2 

15.7 

3.4 

4.4 

6.4 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％ 100.0 ％

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

無回答

性 別

女性

（N=255）

男性

（N=204）

女性 男性

1 男性が家事、子育てなどに参加することに対して男性自身の抵抗感をなくすこと 48.6 38.2

2 男性が家事、子育てなどに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと 16.1 13.2

3 夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかり、お互いに理解をすること 67.5 66.7

4 年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考え方を尊重すること 38.8 29.4

5 社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても、その評価を高めること 31.8 35.3

6 労働時間短縮や休暇制度など多様な働き方を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること 38.4 42.6

7 男性による家事、子育てなどについて、職場における上司や周囲の理解をすすめること 46.3 47.1

8 男性が家事、子育て、介護などに関心を高めるよう啓発や情報提供を行うこと 24.7 17.6

9 研修等により、男性の家事や子育て、介護等の技能を高めること 15.3 16.2

10 男性が家事、子育て、介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）づくりをすすめること 21.2 15.7

11 その他 3.1 3.4

12 特に必要なことははい 1.2 4.4

無回答 5.5 6.4

必要だと思うこと



４０ 
 

３ 仕事や働き方について 

 

問５ あなたの今の職業は何ですか。（出産や育児・介護のために休んでいる方は働いていると考えてください） 

（1つに○） 

 

   女性では、「収入を伴うしごとをしていない」の割合が最も高くなっています。また、「非正規雇用者」の割合が

男性 10.3％の 2倍以上と大きく上回っています。男性では、「正規雇用者」の割合が 36.3％と最も高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 59.3 22.2 0.0 0.0 0.0 14.8 3.7

30代 28 57.1 21.4 7.1 0.0 0.0 7.1 7.1

40代 30 56.7 26.7 3.3 0.0 3.3 10.0 0.0

50代 40 45.0 37.5 2.5 0.0 2.5 10.0 2.5

60代 47 8.5 34.0 4.3 2.1 2.1 46.8 2.1

70代 46 2.2 4.3 8.7 2.2 4.3 65.2 13.0

80歳以上 36 0.0 8.3 8.3 0.0 0.0 52.8 30.6

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 73 56 13 2 5 84 22

割合 100.0% 28.6% 22.0% 5.1% 0.8% 2.0% 32.9% 8.6%

20代 17 41.2 5.9 5.9 0.0 0.0 35.3 11.8

30代 31 77.4 6.5 6.5 0.0 0.0 6.5 3.2

40代 23 78.3 0.0 8.7 4.3 4.3 0.0 4.3

50代 31 64.5 6.5 9.7 0.0 0.0 12.9 6.5

60代 39 12.8 25.6 10.3 17.9 2.6 25.6 5.1

70代 33 0.0 18.2 0.0 3.0 0.0 75.8 3.0

80歳以上 30 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 63.3 26.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 74 21 12 12 2 66 17

割合 100.0% 36.3% 10.3% 5.9% 5.9% 1.0% 32.3% 8.3%

女性
(N=255)

男性
(N=204)

農林漁業 その他の仕事
収入を伴う
仕事をして
いない

年　代 無回答性　別
回答者数
（N=）

正規雇用者 非正規雇用者
自営業

（農林漁業を
除く）

28.6 ％

22.0 ％

5.1 ％

0.8 ％

2.0 ％

32.9 ％

8.6 ％

女 性

正規雇用者
非正規雇用者
自営業（農林漁業を除く）
農林漁業
その他の仕事
収入を伴う仕事をしていない
無回答

（N=255）

性 別

36.3 ％

10.3 ％
5.9 ％

5.9 ％

1.0 ％

32.3 ％

8.3 ％

男 性

正規雇用者
非正規雇用者
自営業（農林漁業を除く）
農林漁業
その他の仕事
収入を伴う仕事をしていない
無回答

（N=204）

性 別



４１ 
 

問６ あなたの職場では、育児や介護のための休業制度を気軽に取得することができますか。（1つに○） 

 

   女性では、「できる」と答えた割合が最も高く、６割を超えています。男性では、「できない」の割合が 47.9％と

「できる」より高く、女性（28.9％）の１．６倍以上と大きく上回っています。 

   平成３０年度及び前回実施された町民意識調査と比較して、男性は「できる」の割合が増加傾向にあります。 

 

〈年代別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈就業別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 22 100.0 0.0 0.0

30代 24 58.3 41.7 0.0

40代 27 70.4 29.6 0.0

50代 35 62.9 37.1 0.0

60代 24 62.5 33.3 4.2

70代 10 40.0 30.0 30.0

80歳以上 6 66.7 16.7 16.7

無回答 1 100.0 0.0 0.0

計 149 101 43 5

割合 100.0% 67.8% 28.9% 3.3%

20代 9 66.7 22.2 11.1

30代 28 28.6 71.4 0.0

40代 22 40.9 59.1 0.0

50代 25 56.0 44.0 0.0

60代 27 51.9 33.3 14.8

70代 7 71.4 14.3 14.3

80歳以上 3 0.0 66.7 33.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0

計 121 56 58 7

割合 100.0% 46.3% 47.9% 5.8%

回答者数
（N=）

できる できない 無回答年　代

男性
(N=121)

女性
(N=149)

性　別

67.8 ％

28.9 ％

3.3 ％

女 性

取得できる 取得できない 無回答

（N=149）

性 別

46.3 ％

47.9 ％

5.8 ％

男 性

取得できる 取得できない 無回答

（N=121）

性 別

（単位：％）

正規雇用者 73 76.7 23.3 0.0

非正規雇用者 56 66.1 33.9 0.0

自営業（農林漁業を除く） 13 53.8 30.8 15.4

農林漁業 2 0.0 50.0 50.0

その他の仕事 5 20.0 40.0 40.0

計 149 101 43 5

割合 100.0% 67.8% 28.9% 3.3%

正規雇用者 74 45.9 52.7 1.4

非正規雇用者 21 61.9 33.3 4.8

自営業（農林漁業を除く） 12 33.3 58.3 8.3

農林漁業 12 25.0 41.7 33.3

その他の仕事 2 100.0 0.0 0.0

計 121 56 58 7

割合 100.0% 46.3% 47.9% 5.8%

職業

女性
(N=149)

男性
(N=121)

性　別
回答者数
（N=）

できる できない 無回答



４２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.7 

66.1 

53.8 

0.0 

20.0 

23.3 

33.9 

30.8 

50.0 

40.0 

0.0 

0.0 

15.4 

50.0 

40.0 

0.0 ％ 10.0 ％20.0 ％30.0 ％40.0 ％50.0 ％60.0 ％70.0 ％80.0 ％90.0 ％100.0 ％

正規雇用者

非正規雇用者

自営業（農林漁業を除く）

農林漁業

その他の仕事

女 性（N＝149）

取得できる

取得できない

無回答

就業別

45.9 

61.9 

33.3 

25.0 

100.0 

52.7 

33.3 

58.3 

41.7 

0.0 

1.4 

4.8 

8.3 

33.3 

0.0 

0.0 ％ 10.0 ％20.0 ％30.0 ％40.0 ％50.0 ％60.0 ％70.0 ％80.0 ％90.0 ％100.0 ％

正規雇用者

非正規雇用者

自営業（農林漁業を除く）

農林漁業

その他の仕事

男 性（N＝121）

取得できる

取得できない

無回答

就業別

60.5 

38.4 

1.2 

73.4 

20.2 

6.4 

67.8 

28.9 

3.3 

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

取得できる

取得できない

無回答

女 性

H30年度（N＝86） R2年度（N＝173） R5年度（N＝149）

経年比較

44.4 

53.3 

2.2 

44.9 

43.7 

11.4 

46.3 

47.9 

5.8 

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

取得できる

取得できない

無回答

男 性

H30年度（N＝90） R2年度（N＝167） R5年度（N＝121）

経年比較



４３ 
 

問７ 問６で「２．できない」と答えた方におたずねします。育児や介護のための休業制度を気軽に取得することが

できない理由は何ですか。（あてはまるものすべてに〇） 

 

   気軽に取得することができない理由として、女性では「２．職場に休める雰囲気がないから」、「４．周りに迷惑

をかけるから」の割合がどちらも 45.5％と最も高くなっています。男性では、「４．周りに迷惑をかけるから」の割

合が 50.0％と最も高くなっています。 

   就業別では、女性の正規雇用者での理由として「２．職場に休める雰囲気がないから」と答えた割合が最も高

く、70.6％となっています。自営業（農林漁業を除く）および農林漁業の女性では、「３．自分の仕事には代わりの

人がいないから」の割合が高く７割を超えています。また、自営業（農林漁業を除く）の男性も「３．自分の仕事に

は代わりの人がいないから」と答えた割合が最も高く、85.7％となっています。 

 

〈年代別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 10 30.0 50.0 20.0 50.0 0.0 10.0 30.0 0.0 0.0

40代 8 25.0 50.0 12.5 12.5 0.0 12.5 25.0 12.5 0.0

50代 13 23.1 53.8 23.1 69.2 7.7 15.4 7.7 15.4 0.0

60代 8 37.5 25.0 50.0 50.0 0.0 0.0 25.0 12.5 0.0

70代 4 25.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0

80歳以上 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 44 12 20 11 20 1 4 9 6 0

割合 27.3% 45.5% 25.0% 45.5% 2.3% 9.1% 20.5% 13.6% 0.0%

20代 2 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 100.0

30代 21 4.8 61.9 33.3 42.9 0.0 0.0 38.1 4.8 0.0

40代 14 28.6 14.3 78.6 42.9 7.1 7.1 14.3 0.0 0.0

50代 13 38.5 53.8 46.2 76.9 7.7 7.7 30.8 7.7 0.0

60代 10 70.0 50.0 30.0 50.0 0.0 10.0 30.0 0.0 0.0

70代 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80歳以上 3 33.3 0.0 66.7 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 64 18 28 30 32 2 3 18 3 0

割合 28.1% 43.8% 46.9% 50.0% 3.1% 4.7% 28.1% 4.7% 0.0%

経済的に成り
立たなくなる

から
その他 無回答性　別 年　代

回答者数
（N=）

職場にその
ような制度が
ないから

職場に休める
雰囲気がない

から

女性
(N=44)

男性
(N=64)

休みをとると、
昇任に影響す

るから

一度休むと元
の職場にはも
どれないから

自分の仕事に
は代わりの人が
いないから

周りに迷惑を
かけるから

27.3 

45.5 

25.0 

45.5 

2.3 

9.1 

20.5 

13.6 

0.0 

28.1 

43.8 

46.9 

50.0 

3.1 

4.7 

28.1 

4.7 

0.0 

0.0 ％ 5.0 ％ 10.0 ％15.0 ％20.0 ％25.0 ％30.0 ％35.0 ％40.0 ％45.0 ％50.0 ％

職場にそのような制度がないから

職場に休める雰囲気がないから

自分の仕事には代わりの人がいないから

周りに迷惑をかけるから

休みをとると、昇任に影響するから

一度休むと元の職場にはもどれないから

経済的に成り立たなくなるから

その他

無回答

女性（N=44）

男性（N=64）

性 別



４４ 
 

〈就業別〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

正規雇用者 17 11.8 70.6 11.8 52.9 0.0 11.8 23.5 11.8 0.0

非正規雇用者 19 42.1 31.6 21.1 52.6 5.3 10.5 21.1 10.5 0.0

自営業（農林漁業を除く） 4 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0

農林漁業 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

その他の仕事 2 50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 44 12 20 11 20 1 4 9 6 0

割合 27.3% 45.5% 25.0% 45.5% 2.3% 9.1% 20.5% 13.6% 0.0%

正規雇用者 39 23.1 59.0 46.2 53.8 5.1 2.6 23.1 5.1 0.0

非正規雇用者 7 42.9 28.6 28.6 42.9 0.0 14.3 28.6 14.3 0.0

自営業（農林漁業を除く） 7 28.6 0.0 85.7 28.6 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0

農林漁業 5 40.0 20.0 60.0 60.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0

その他の仕事 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

無回答 6 33.3 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0

計 64 18 28 30 32 2 3 18 3 0

割合 28.1% 43.8% 46.9% 50.0% 3.1% 4.7% 28.1% 4.7% 0.0%

経済的に成り
立たなくなる

から

休みをとると、
昇任に影響す

るから

一度休むと元
の職場にはも
どれないから

自分の仕事に
は代わりの人が
いないから

周りに迷惑を
かけるから

回答者数
（N=）

職場にその
ような制度が
ないから

職場に休める
雰囲気がない

から
その他 無回答

女性
(N=44)

男性
(N=64)

性　別

11.8 

42.1 

0.0 

0.0 

50.0 

100.0 

70.6 

31.6 

0.0 

0.0 

50.0 

100.0 

11.8 

21.1 

75.0 

100.0 

50.0 

0.0 

52.9 

52.6 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

5.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.8 

10.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

23.5 

21.1 

25.0 

0.0 

0.0 

0.0 

11.8 

10.5 

25.0 

100.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％100.0 ％

正規雇用者

非正規雇用者

自営業（農林漁業を除く）

農林漁業

その他の仕事

無回答

女 性（N＝44）

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

就業別

1 職場にそのような制度がないから

2 職場に休める雰囲気がないから

3 自分の仕事には代わりの人がいないから

4 周りに迷惑をかけるから

5 休みをとると、昇任に影響するから

6 一度休むと元の職場にはもどれないから

7 経済的に成り立たなくなるから

8 その他

無回答

取得できない理由



４５ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 女性が働くことについて、あなたの考えに最も近いものはどれですか。（1つに○） 

 

   女性が働くことについて、男女ともに「５．結婚しても、子どもができても職業はもち続けるほうがよい」の割合

が最も高く、女性は 60.0％、男性は 57.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1 

42.9 

28.6 

40.0 

0.0 

33.3 

59.0 

28.6 

0.0 

20.0 

0.0 

33.3 

46.2 

28.6 

85.7 

60.0 

0.0 

16.7 

53.8 

42.9 

28.6 

60.0 

0.0 

50.0 

5.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.6 

14.3 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

23.1 

28.6 

14.3 

60.0 

0.0 

50.0 

5.1 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 ％ 10.0 ％20.0 ％30.0 ％40.0 ％50.0 ％60.0 ％70.0 ％80.0 ％90.0 ％100.0 ％

正規雇用者

非正規雇用者

自営業（農林漁業を除く）

農林漁業

その他の仕事

無回答

男 性（N＝64）

1

2

3

4

5

6

7

8

無回答

就業別

1 職場にそのような制度がないから

2 職場に休める雰囲気がないから

3 自分の仕事には代わりの人がいないから

4 周りに迷惑をかけるから

5 休みをとると、昇任に影響するから

6 一度休むと元の職場にはもどれないから

7 経済的に成り立たなくなるから

8 その他

無回答

取得できない理由

（単位：％）

20代 27 0.0 0.0 0.0 29.6 55.6 11.1 3.7

30代 28 0.0 0.0 0.0 28.6 67.9 3.6 0.0

40代 30 0.0 0.0 3.3 13.3 66.7 13.3 3.3

50代 40 0.0 0.0 0.0 30.0 52.5 15.0 2.5

60代 47 0.0 0.0 0.0 21.3 63.8 8.5 6.4

70代 46 0.0 0.0 0.0 39.1 56.5 0.0 4.3

80歳以上 36 0.0 0.0 0.0 30.6 61.1 2.8 5.6

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 0 0 1 72 153 19 10

割合 100.0% 0.0% 0.0% 0.4% 28.2% 60.0% 7.5% 3.9%

20代 17 0.0 0.0 0.0 47.1 47.1 5.9 0.0

30代 31 0.0 3.2 0.0 16.1 58.1 16.1 6.5

40代 23 0.0 0.0 0.0 26.1 69.6 0.0 4.3

50代 31 0.0 0.0 0.0 19.4 64.5 16.1 0.0

60代 39 0.0 2.6 0.0 28.2 51.3 5.1 12.8

70代 33 0.0 0.0 0.0 24.2 75.8 0.0 0.0

80歳以上 30 0.0 0.0 6.7 33.3 36.7 3.3 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 0 2 2 54 118 14 14

割合 99.9% 0.0% 1.0% 1.0% 26.5% 57.7% 6.9% 6.9%

無回答

女性
(N=255)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

1 2

男性
(N=204)

53 4 6



４６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性 男性

1 0.0 0.0

2 0.0 1.0

3 0.4 1.0

4 28.2 26.5

5 60.0 57.7

6 7.5 6.9

0 3.9 6.9

その他

無回答

女性が働くことについての考え方

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業をもち、結婚後はもたないほうがよい

子どもができるまでは職業をもち、子どもができたら、職業をもたないほうがよい

子どもができたら職業を一時やめて、子どもに手がかからなくなったら再び職業をもつほうがよい

結婚しても、子どもができても職業はもち続けるほうがよい

0.0 

0.0 

0.4 

28.2 

60.0 

7.5 

3.9 

0.0 

1.0 

1.0 

26.5 

57.7 

6.9 

6.9 

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

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業をもち、結婚後はもたないほうがよい

子どもができるまでは職業をもち、子どもができたら、職業

をもたないほうがよい

子どもができたら職業を一時やめて、子どもに手がかから

なくなったら再び職業をもつほうがよい

結婚しても、子どもができても職業はもち続けるほうがよい

その他

無回答

性 別

女性（N=255） 男性（N=204）

0.0 

0.0 

0.0 

47.4 

0.0 

11.1 

5.2 

0.0 

0.7 

1.8 

23.7 

62.6 

8.0 

3.2 

0.0 

0.0 

0.4 

28.2 

60.0 

7.5 

3.9 

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

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業をもち、結婚後はもたないほうがよい

子どもができるまでは職業をもち、子どもができたら、職業をもたないほうがよ

い

子どもができたら職業を一時やめて、子どもに手がかからなくなったら再び職

業をもつほうがよい

結婚しても、子どもができても職業はもち続けるほうがよい

その他

無回答

女 性

女性 H30年度（N＝135） 女性 R2年度（N＝278） 女性 R5年度（N＝255）

経年比較

0.0 

1.8 

2.6 

51.8 

0.0 

4.4 

3.5 

0.8 

0.9 

1.7 

31.2 

53.7 

7.8 

3.9 

0.0 

1.0 

1.0 

26.5 

57.7 

6.9 

6.9 

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

女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業をもち、結婚後はもたないほうがよい

子どもができるまでは職業をもち、子どもができたら、職業をもたないほうがよ

い

子どもができたら職業を一時やめて、子どもに手がかからなくなったら再び職

業をもつほうがよい

結婚しても、子どもができても職業はもち続けるほうがよい

その他

無回答

男 性

男性 H30年度（N＝114） 男性 R2年度（N＝231） 男性 R5年度（N＝204）

経年比較



４７ 
 

４ ドメスティック・バイオレンス（DV）について 

 

問９ あなたは、これまでに、パートナー（配偶者や恋人など）から①～⑧のようなことをされたことがありますか。

（①～⑧それぞれ 1つに○） 

 

    ①～⑧の行為の中で『あった』の割合が最も高いのは、男女ともに「④大声でどなられた」（女性：24.7％、  

男性：17.1％）となっており、次いで「⑤何を言っても長時間無視し続けられた」（女性：11.4％、男性：13.2％）となっ

ています。 

  平成３０年度と前回に実施された町民意識調査と比較すると、女性では、「①なぐったり、けったり、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力」で『あった』と答えた割合は少しずつ減少していますが、

それ以外では増加傾向にあります。男性では、「②あなたもしくはあなたの家族に危害をくわえられるのではな

いかと恐怖を感じるような脅迫を受けた」、「⑦「だれのおかげで、お前は食べられるんだ」などと、人格を傷つけ

られるような発言」、「⑧生活費を渡さないなど経済的な圧迫を受けた」で『あった』と答えた割合が、少しずつ減

少してきています。 

 

※『あった』…「何度もあった」、「１,２度あった」を合算 

 

① なぐったり、けったり、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力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 3.7 0.0 96.3 0.0

30代 28 0.0 7.1 92.9 0.0

40代 30 3.3 3.3 90.0 3.3

50代 40 2.5 10.0 87.5 0.0

60代 47 2.1 14.9 74.5 8.5

70代 46 2.2 8.7 80.4 8.7

80歳以上 36 0.0 2.8 72.2 25.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 5 19 212 19

割合 100.0% 2.0% 7.5% 83.0% 7.5%

20代 17 0.0 5.9 88.2 5.9

30代 31 0.0 9.7 90.3 0.0

40代 23 0.0 8.7 87.0 4.3

50代 31 0.0 0.0 96.8 3.2

60代 39 0.0 7.7 82.1 10.3

70代 33 0.0 6.1 84.8 9.1

80歳以上 30 0.0 0.0 80.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 0 11 177 16

割合 100.0% 0.0% 5.4% 86.8% 7.8%

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった

男性
(N=204)

まったくない 無回答

女性
(N=255)

何度もあった

2.0 ％

１,２度あった

7.5 ％

まったくない

83.0 ％

無回答

7.5 ％

[女 性]

（N=255）

性 別 何度もあった

0.0 ％

１,２度あった

5.4 ％

まったくない

86.8 ％

無回答

7.8 ％

[男 性]

（N=204）

性 別



４８ 
 

② あなたもしくはあなたの家族に危害をくわえられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③いやがっているのに性的な行為の強要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 3.7 14.8 81.5 0.0

30代 28 3.6 0.0 96.4 0.0

40代 30 0.0 10.0 86.7 3.3

50代 40 2.5 7.5 90.0 0.0

60代 47 2.1 6.4 80.9 10.6

70代 46 0.0 2.2 82.6 15.2

80歳以上 36 0.0 0.0 75.0 25.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 4 14 214 23

割合 100.0% 1.6% 5.5% 83.9% 9.0%

20代 17 0.0 0.0 88.2 11.8

30代 31 0.0 0.0 100.0 0.0

40代 23 0.0 0.0 100.0 0.0

50代 31 0.0 0.0 96.8 3.2

60代 39 0.0 0.0 89.7 10.3

70代 33 0.0 3.0 87.9 9.1

80歳以上 30 0.0 0.0 80.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 0 1 187 16

割合 100.0% 0.0% 0.5% 91.7% 7.8%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった

（単位：％）

20代 27 0.0 0.0 100.0 0.0

30代 28 0.0 7.1 92.9 0.0

40代 30 3.3 0.0 93.3 3.3

50代 40 2.5 5.0 92.5 0.0

60代 47 2.1 4.3 85.1 8.5

70代 46 0.0 0.0 82.6 17.4

80歳以上 36 0.0 2.8 72.2 25.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 3 7 222 23

割合 100.0% 1.2% 2.7% 87.1% 9.0%

20代 17 0.0 0.0 94.1 5.9

30代 31 0.0 3.2 96.8 0.0

40代 23 0.0 13.0 87.0 0.0

50代 31 0.0 0.0 96.8 3.2

60代 39 0.0 0.0 89.7 10.3

70代 33 0.0 3.0 87.9 9.1

80歳以上 30 0.0 0.0 80.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 0 5 184 15

割合 100.0% 0.0% 2.5% 90.1% 7.4%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった 何度もあった

1.2 ％
１,２度あった

2.7 ％

まったくない

87.1 ％

無回答

9.0 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

何度もあった

0.0 ％
１,２度あった

2.5 ％

まったくない

90.1 ％

無回答

7.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別

何度もあった

1.6 ％
１,２度あった

5.5 ％

まったくない

83.9 ％

無回答

9.0 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

何度もあった

0.0 ％
１,２度あった

0.5 ％

まったくない

91.7 ％

無回答

7.8 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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④大声でどなられた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤何を言っても長時間無視し続けられた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 3.7 7.4 88.9 0.0

30代 28 7.1 14.3 78.6 0.0

40代 30 3.3 23.3 73.3 0.0

50代 40 12.5 22.5 65.0 0.0

60代 47 10.6 23.4 57.4 8.5

70代 46 0.0 19.6 67.4 13.0

80歳以上 36 8.3 11.1 61.1 19.4

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 17 46 174 18

割合 100.0% 6.7% 18.0% 68.2% 7.1%

20代 17 11.8 11.8 70.6 5.9

30代 31 3.2 16.1 80.6 0.0

40代 23 4.3 13.0 78.3 4.3

50代 31 12.9 9.7 74.2 3.2

60代 39 0.0 12.8 76.9 10.3

70代 33 0.0 15.2 75.8 9.1

80歳以上 30 0.0 13.3 66.7 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 8 27 153 16

割合 100.0% 3.9% 13.2% 75.0% 7.9%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった

何度もあっ

た… １,２度あった

13.2 ％

まったくない

75.0 ％

無…

[男 性]

（N=204）

性 別

何度もあった

6.7 ％
１,２度あった

18.0 ％

まったくない

68.2 ％

無回答

7.1 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

（単位：％）

20代 27 7.4 0.0 92.6 0.0

30代 28 3.6 7.1 89.3 0.0

40代 30 0.0 6.7 90.0 3.3

50代 40 12.5 5.0 82.5 0.0

60代 47 4.3 6.4 80.9 8.5

70代 46 0.0 13.0 71.7 15.2

80歳以上 36 5.6 5.6 61.1 27.8

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 12 17 203 23

割合 100.0% 4.7% 6.7% 79.6% 9.0%

20代 17 5.9 0.0 88.2 5.9

30代 31 3.2 12.9 83.9 0.0

40代 23 4.3 13.0 82.6 0.0

50代 31 6.5 16.1 74.2 3.2

60代 39 2.6 7.7 79.5 10.3

70代 33 0.0 12.1 78.8 9.1

80歳以上 30 0.0 6.7 73.3 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 6 21 162 15

割合 100.0% 2.9% 10.3% 79.4% 7.4%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった
何度もあった

4.7 ％
１,２度あった

6.7 ％

まったくない

79.6 ％

無回答

9.0 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

何度もあった

2.9 ％
１,２度あった

10.3 ％

まったくない

79.4 ％

無回答

7.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別



５０ 
 

⑥交友関係や電話・メールを細かく監視 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦「だれのおかげで、お前は食べられるんだ」などと、人格を傷つけられるような発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 3.7 3.7 92.6 0.0

30代 28 0.0 3.6 96.4 0.0

40代 30 3.3 3.3 90.0 3.3

50代 40 0.0 0.0 100.0 0.0

60代 47 2.1 4.3 85.1 8.5

70代 46 0.0 0.0 84.8 15.2

80歳以上 36 0.0 2.8 72.2 25.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 3 6 224 22

割合 100.0% 1.2% 2.4% 87.8% 8.6%

20代 17 5.9 5.9 82.4 5.9

30代 31 0.0 0.0 96.8 3.2

40代 23 0.0 0.0 95.7 4.3

50代 31 0.0 6.5 90.3 3.2

60代 39 0.0 2.6 87.2 10.3

70代 33 0.0 3.0 87.9 9.1

80歳以上 30 0.0 0.0 73.3 26.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 1 5 179 19

割合 100.0% 0.5% 2.5% 87.7% 9.3%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった

何度もあった

0.5 ％

１,２度あった

2.5 ％

まったくない

87.7 ％

無回答

9.3 ％

[男 性]

（N=204）

性 別

何度もあった

1.2 ％
１,２度あった

2.4 ％

まったくない

87.8 ％

無回答

8.6 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

（単位：％）

20代 27 3.7 7.4 88.9 0.0

30代 28 0.0 7.1 92.9 0.0

40代 30 0.0 10.0 90.0 0.0

50代 40 7.5 10.0 82.5 0.0

60代 47 6.4 8.5 78.7 6.4

70代 46 2.2 2.2 78.3 17.4

80歳以上 36 0.0 2.8 75.0 22.2

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 8 17 210 20

割合 100.0% 3.1% 6.7% 82.4% 7.8%

20代 17 0.0 5.9 88.2 5.9

30代 31 0.0 0.0 100.0 0.0

40代 23 0.0 8.7 91.3 0.0

50代 31 3.2 0.0 93.5 3.2

60代 39 2.6 0.0 87.2 10.3

70代 33 0.0 3.0 87.9 9.1

80歳以上 30 3.3 3.3 73.3 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 3 5 181 15

割合 100.0% 1.5% 2.5% 88.7% 7.3%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった
何度もあった

3.1 ％
１,２度あった

6.7 ％

まったくない

82.4 ％

無回答

7.8 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

何度もあった

1.5 ％

１,２度あった

2.5 ％

まったくない

88.7 ％

無回答

7.3 ％

[男 性]

（N=204）

性 別



５１ 
 

⑧生活費を渡さないなど経済的な圧迫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 0.0 3.7 96.3 0.0

30代 28 3.6 0.0 96.4 0.0

40代 30 0.0 6.7 90.0 3.3

50代 40 10.0 0.0 90.0 0.0

60代 47 2.1 4.3 85.1 8.5

70代 46 2.2 0.0 80.4 17.4

80歳以上 36 2.8 0.0 72.2 25.0

無回答 1 0.0 0.0 0.0 100.0

計 255 8 5 219 23

割合 100.0% 3.1% 2.0% 85.9% 9.0%

20代 17 0.0 0.0 94.1 5.9

30代 31 3.2 0.0 96.8 0.0

40代 23 0.0 0.0 100.0 0.0

50代 31 0.0 0.0 93.5 6.5

60代 39 0.0 0.0 89.7 10.3

70代 33 3.0 0.0 87.9 9.1

80歳以上 30 0.0 0.0 80.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 2 0 186 16

割合 100.0% 1.0% 0.0% 91.2% 7.8%

まったくない 無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

何度もあった １,２度あった
何度もあった

3.1 ％
１,２度あった

2.0 ％

まったくない

85.9 ％

無回答

9.0 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

何度もあった

1.0 ％
１,２度あった

0.0 ％

まったくない

91.2 ％

無回答

7.8 ％

[男 性]

（N=204）

性 別

11.8 

10.4 

11.1 

32.6 

16.3 

8.2 

14.1 

7.4 

9.8 

3.2 

4.0 

23.8 

10.8 

2.9 

6.1 

3.6 

9.5 

3.9 

7.1 

24.7 

11.4 

3.6 

9.8 

5.1 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％

身体に対する暴力を受けた

あなたもしくは家族に危害を加えられるのではないかと恐怖を感じる

ような脅迫を受けた

いやがっているのに性的な行為を強要された

大声でどなられた

何を言っても長時間無視し続けられた

交友関係や電話・メールを細かく監視された

人格を傷つけられるようなことを言われた

生活費を渡さないなど経済的な圧迫を受けた

女 性

女性 H30年度（N＝135） 女性 R2年度（N＝278） 女性 R5年度（N＝255）

経年比較
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問１０ あなたは問９の①～⑧のような行為を受けたことについて、だれかに打ち明けたり、相談したりしましたか。

（1つに○） 

 

   男女ともに、「２．相談しなかった」と答えた割合が「１．相談した」の割合を大きく上回っており、男性では７割以

上が相談していません。 

  平成３０年度と前回に実施された町民意識調査と比較すると、男性では「１．相談した」の割合が増加傾向に

ありますが、女性では「２．相談しなかった」と答えた割合が年々増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 

3.5 

3.5 

14.9 

14.0 

2.6 

4.4 

5.3 

3.9 

3.1 

0.4 

14.3 

11.2 

3.9 

4.3 

1.3 

5.4 

2.5 

0.5 

17.1 

13.2 

3.0 

4.0 

1.0 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％

身体に対する暴力を受けた

あなたもしくは家族に危害を加えられるのではないかと恐怖を感じる

ような脅迫を受けた

いやがっているのに性的な行為を強要された

大声でどなられた

何を言っても長時間無視し続けられた

交友関係や電話・メールを細かく監視された

人格を傷つけられるようなことを言われた

生活費を渡さないなど経済的な圧迫を受けた

男 性

男性 H30年度（N＝114） 男性 R2年度（N＝231） 男性 R5年度（N＝204）

経年比較

（単位：％）

20代 9 44.4 55.6 0.0

30代 10 40.0 60.0 0.0

40代 12 41.7 58.3 0.0

50代 17 35.3 64.7 0.0

60代 19 31.6 68.4 0.0

70代 14 21.4 71.4 7.1

80歳以上 11 45.5 54.5 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0

計 92 33 58 1

割合 100.0% 35.9% 63.0% 1.1%

20代 5 0.0 100.0 0.0

30代 7 42.9 57.1 0.0

40代 5 20.0 80.0 0.0

50代 12 16.7 75.0 8.3

60代 8 0.0 100.0 0.0

70代 6 0.0 100.0 0.0

80歳以上 6 33.3 50.0 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0

計 49 8 39 2

割合 100.0% 16.3% 79.6% 4.1%

男性
(N=49)

無回答

女性
(N=92)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

相談した
相談しな
かった
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問１１ だれ（どこ）に相談しましたか。（あてはまるものすべてに〇） 

 

   女性では、「２．友人・知人」と答えた割合が 58.8％と最も高く、男性では、「１．家族・親族」と答えた割合が

50.0％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談した

35.9 ％

相談しなかった

63.0 ％

無回答 1.1 ％

[女 性]

（N=92）

性 別

相談した

16.3 ％

相談しなかった

79.6 ％

無回答 4.1 ％
[男 性]

（N=49）

性 別

35.8 

56.6 

7.5 

38.1 

58.3 

3.6 

35.9 

63.0 

1.1 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

相談した

相談しなかった

無回答

女 性

H30年度（N＝53） R2年度（N＝84） R5年度（N＝92）

経年比較

12.9 

83.9 

3.2 

10.2 

81.7 

8.1 

16.3 

79.6 

4.1 

0.0 ％ 10.0 ％ 20.0 ％ 30.0 ％ 40.0 ％ 50.0 ％ 60.0 ％ 70.0 ％ 80.0 ％ 90.0 ％

相談した

相談しなかった

無回答

男 性

H30年度（N＝31） R2年度（N＝49） R5年度（N＝49）

経年比較
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（単位：％）

20代 4 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0

30代 4 75.0 50.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40代 5 60.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 6 50.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

60代 6 66.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

70代 4 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

80歳以上 5 80.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 34 18 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

割合 52.9% 58.8% 2.9% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

20代 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30代 3 66.7 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40代 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50代 3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

60代 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

70代 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

80歳以上 3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 10 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

割合 50.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

年　代
回答者数
（N=）

家族・親族 友人・知人 無回答

女性
(N=34)

男性
(N=10)

家庭
裁判所・
弁護士など

学校
関係者

女性相談の
窓口

男性相談の
窓口

医師・
カウンセラー

など

女性
グループ
など

その他
同じような経
験をした女性

警察
町の相談窓
口・電話相談

福祉相談
センター

人権相談の
窓口

性　別

52.9 

58.8 

2.9 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.9 

2.9 

2.9 

2.9 

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

家族・親族

友人・知人

同じような経験をした女性

警察

町の相談窓口・電話相談

福祉相談センター

人権相談の窓口

女性相談の窓口

男性相談の窓口

医師・カウンセラーなど

女性グループなど

学校関係者

家庭裁判所・弁護士など

その他

無回答

女 性（N=34）

50.0 

30.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

10.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

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

家族・親族

友人・知人

同じような経験をした女性

警察

町の相談窓口・電話相談

福祉相談センター

人権相談の窓口

女性相談の窓口

男性相談の窓口

医師・カウンセラーなど

女性グループなど

学校関係者

家庭裁判所・弁護士など

その他

無回答

男 性（N=10）
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問１２ だれ（どこ）にも相談しなかった（できなかった）のはなぜですか。（あてはまるものすべてに〇） 

 

   相談しなかった（できなかった）理由として、「１０．相談するほどのことではないと思ったから」と答えた割合が、

女性37.9％、男性46.2％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0 40.0

30代 6 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 50.0

40代 7 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 57.1 14.3 0.0 28.6

50代 11 9.1 18.2 27.3 18.2 0.0 27.3 9.1 0.0 9.1 27.3 9.1 0.0 18.2

60代 13 7.7 0.0 7.7 30.8 0.0 15.4 0.0 0.0 30.8 38.5 15.4 7.7 7.7

70代 10 0.0 0.0 10.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0

80歳以上 6 16.7 16.7 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 16.7 33.3 16.7 16.7 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 58 4 4 8 16 1 13 1 0 11 22 6 2 10

割合 6.9% 6.9% 13.8% 27.6% 1.7% 22.4% 1.7% 0.0% 19.0% 37.9% 10.3% 3.4% 17.2%

20代 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 60.0

30代 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 50.0 0.0 0.0 25.0

40代 4 0.0 0.0 75.0 50.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0

50代 9 0.0 22.2 11.1 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0 22.2 44.4 11.1 22.2 11.1

60代 8 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 37.5 37.5 12.5 0.0 12.5

70代 6 0.0 16.7 33.3 16.7 0.0 33.3 0.0 0.0 50.0 66.7 16.7 0.0 0.0

80歳以上 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 39 0 3 6 5 0 6 1 0 12 18 4 3 6

割合 0.0% 7.7% 15.4% 12.8% 0.0% 15.4% 2.6% 0.0% 30.8% 46.2% 10.3% 7.7% 15.4%

恥ずかしくてだれに
も言えなかった、世
間体が悪いと思った

性　別 無回答

女性
(N=58)

男性
(N=39)

自分にも悪いとこ
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

今後されること
はないと思った

その他
相談してもむだ
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受け

ると思った

自分さえ我慢すれ
ば、何とかこのまま
やっていけると思った

他人を巻き込み
たくなかった

子どもに危害が
およぶと思った

年　代
回答者数
（N=）

だれ（どこ）に相
談してよいかわ
からなかった

相談する人がいな
かった、相談できる
ところがなかった

女性 男性

1 6.9 0.0

2 6.9 7.7

3 13.8 15.4

4 27.6 12.8

5 1.7 0.0

6 22.4 15.4

7 1.7 2.6

8 0.0 0.0

9 19.0 30.8

10 37.9 46.2

11 10.3 10.3

12 3.4 7.7

無回答 17.2 15.4

相談するほどのことではないと思ったから

今後されることはないと思ったから

その他

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

自分さえ我慢すれば、何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

子どもに危害がおよぶと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談しなかった理由

だれ（どこ）に相談してよいかわからなかったから

相談する人がいなかったから、相談できるところがなかったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから、世間体が悪いと思ったから

相談してもむだだと思ったから
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５ 男女共同参画社会の実現に向けた取り組みについて 

 

問１３ 政治、行政における政策や、自治会、町内会においての企画や方針を決める場に女性の参画が少ない理

由は何だと思いますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

   女性の参画が少ない理由として、女性では「５．家事、子育て、介護の負担が大きいため」と答えた割合が最も

高く、男性では、「１．男性優位の組織運営のため」と答えた割合が最も高くなっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 

6.9 

13.8 

27.6 

1.7 

22.4 

1.7 

0.0 

19.0 

37.9 

10.3 

3.4 

17.2 

0.0 

7.7 

15.4 

12.8 

0.0 

15.4 

2.6 

0.0 

30.8 

46.2 

10.3 

7.7 

15.4 

0.0 ％ 5.0 ％ 10.0 ％ 15.0 ％ 20.0 ％ 25.0 ％ 30.0 ％ 35.0 ％ 40.0 ％ 45.0 ％ 50.0 ％

だれ（どこ）に相談してよいかわからなかった

相談する人がいなかった、相談できるところがなかった

恥ずかしくてだれにも言えなかった、世間体が悪いと思った

相談してもむだだと思った

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受けると思った

自分さえ我慢すれば、何とかこのままやっていけると思った

他人を巻き込みたくなかった

子どもに危害がおよぶと思った

自分にも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

今後されることはないと思った

その他

無回答

性 別

女性（N=58） 男性（N=39）

（単位：％）

20代 27 33.3 22.2 18.5 14.8 81.5 40.7 14.8 3.7 3.7

30代 28 50.0 17.9 28.6 25.0 39.3 25.0 32.1 7.1 3.6

40代 30 36.7 23.3 20.0 13.3 50.0 36.7 13.3 0.0 0.0

50代 40 47.5 27.5 22.5 2.5 42.5 32.5 22.5 5.0 5.0

60代 47 44.7 25.5 19.1 19.1 44.7 57.4 25.5 6.4 4.3

70代 46 34.8 13.0 15.2 4.3 26.1 50.0 28.3 2.2 17.4

80歳以上 36 16.7 5.6 11.1 8.3 25.0 25.0 19.4 0.0 33.3

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 255 97 49 48 30 107 101 58 9 26

割合 38.0% 19.2% 18.8% 11.8% 42.0% 39.6% 22.7% 3.5% 10.2%

20代 17 52.9 41.2 47.1 35.3 41.2 41.2 41.2 0.0 0.0

30代 31 54.8 16.1 19.4 3.2 38.7 22.6 9.7 12.9 0.0

40代 23 39.1 21.7 26.1 8.7 47.8 30.4 43.5 4.3 0.0

50代 31 45.2 19.4 32.3 12.9 29.0 54.8 25.8 3.2 6.5

60代 39 46.2 12.8 30.8 5.1 33.3 35.9 33.3 0.0 5.1

70代 33 51.5 6.1 33.3 9.1 36.4 60.6 30.3 0.0 3.0

80歳以上 30 40.0 10.0 10.0 13.3 23.3 40.0 33.3 3.3 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 96 33 56 22 71 84 61 7 11

割合 47.1% 16.2% 27.5% 10.8% 34.8% 41.2% 29.9% 3.4% 5.4%

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

女性自身の
積極性が不十分
であるため

その他
性別による役割
分担意識のため

女性の能力開発
の機会が不十分
であるため

家事、子育て、
介護の負担が
大きいため

女性自身の積極
性が不十分であ

るため
性　別 年　代

回答者数
（N=）

男性優位の組織
運営のため

家族の支援・協
力が得られない

ため
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６ 男女共同参画に関係する用語について 

 

問１４ 次にあげる用語についてどの程度ご存知ですか。（1つに○） 

 

   ①～⑧の用語の中で『言葉も内容も知っている』と答えた割合の最も高いのは、女性が、「⑧ ＳＤＧs（持続可

能な開発目標）」（50.2％）となっており、次いで「① 男女共同参画社会」（46.7％）となっています。男性では、「① 

男女共同参画社会」（50.5％）の割合が最も高く、次いで「⑧ ＳＤＧs（持続可能な開発目標）」（46.1％）となってい

ます。また、『言葉も内容も知らない』と答えた割合が最も高いのは、男女ともに「アンコンシャス・バイアス」（女

性：71.4％、男性：75.0％）となっており、次いで「③ いわみ虹色プラン－岩美町男女共同参画計画－」（女性：

69.0％、男性：69.6％）となっています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.0 

19.2 

18.8 

11.8 

42.0 

39.6 

22.7 

3.5 

10.2 

47.1 

16.2 

27.5 

10.8 

34.8 

41.2 

29.9 

3.4 

5.4 

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

男性優位の組織運営のため

家族の支援・協力が得られないため

性別による役割分担意識のため

女性の能力開発の機会が不十分であるため

家事、子育て、介護の負担が大きいため

女性自身の積極性が不十分であるため

女性の登用を積極的に行っていないため

その他

無回答

性 別

女性（N=255） 男性（N=204）

女性 男性

1 38.0 47.1

2 19.2 16.2

3 18.8 27.5

4 11.8 10.8

5 42.0 34.8

6 39.6 41.2

7 22.7 29.9

8 3.5 3.4

無回答 10.2 5.4

家事、子育て、介護の負担が大きいため　　

女性自身の積極性が不十分であるため

女性の登用を積極的に行っていないため　

その他

女性の参画が少ない理由

男性優位の組織運営のため　　　　　　　

家族の支援・協力が得られないため

性別による役割分担意識のため　　　　　　

女性の能力開発の機会が不十分であるため
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① 男女共同参画社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 66.7 33.3 0.0 0.0

30代 28 60.7 32.1 7.1 0.0

40代 30 40.0 43.3 16.7 0.0

50代 40 57.5 32.5 10.0 0.0

60代 47 51.1 46.8 2.1 0.0

70代 46 34.8 45.7 8.7 10.9

80歳以上 36 22.2 38.9 19.4 19.4

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 119 101 23 12

割合 100.0% 46.7% 39.6% 9.0% 4.7%

20代 17 52.9 47.1 0.0 0.0

30代 31 54.8 25.8 19.4 0.0

40代 23 39.1 39.1 21.7 0.0

50代 31 51.6 41.9 6.5 0.0

60代 39 56.4 33.3 10.3 0.0

70代 33 51.5 33.3 15.2 0.0

80歳以上 30 43.3 43.3 0.0 13.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 103 75 22 4

割合 100.0% 50.5% 36.8% 10.8% 1.9%

言葉も内容
も知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容
も知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容ま
では知らない

言葉も内容も

知っている

46.7 ％

言葉は聞いたこと

があるが内容まで

は知らない…

言葉も内容

も知らない

9.0 ％

無回答

4.7 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

50.5 ％

言葉は聞いたこ

とがあるが内容

までは知らない

36.8 ％

言葉も内容

も知らない

10.8 ％

無回答

1.9 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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② ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 77.8 18.5 3.7 0.0

30代 28 67.9 17.9 14.3 0.0

40代 30 53.3 16.7 30.0 0.0

50代 40 57.5 25.0 15.0 2.5

60代 47 38.3 31.9 23.4 6.4

70代 46 13.0 39.1 30.4 17.4

80歳以上 36 11.1 16.7 47.2 25.0

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 108 64 62 21

割合 100.0% 42.4% 25.1% 24.3% 8.2%

20代 17 64.7 35.3 0.0 0.0

30代 31 54.8 22.6 22.6 0.0

40代 23 52.2 26.1 21.7 0.0

50代 31 51.6 29.0 19.4 0.0

60代 39 41.0 30.8 25.6 2.6

70代 33 18.2 39.4 39.4 3.0

80歳以上 30 13.3 36.7 26.7 23.3

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 82 64 49 9

割合 100.0% 40.2% 31.4% 24.0% 4.4%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も

知っている

42.4 ％

言葉は聞いたこと

があるが内容まで

は知らない

25.1 ％

言葉も内容も

知らない

24.3 ％

無回答

8.2 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

40.2 ％

言葉は聞いたこ

とがあるが内容

までは知らない

31.4 ％

言葉も内容も

知らない

24.0 ％

無回答

4.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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③ いわみ虹色プラン－岩美町男女共同参画計画－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 0.0 7.4 92.6 0.0

30代 28 3.6 17.9 78.6 0.0

40代 30 3.3 20.0 76.7 0.0

50代 40 10.0 17.5 72.5 0.0

60代 47 4.3 19.1 74.5 2.1

70代 46 4.3 34.8 45.7 15.2

80歳以上 36 2.8 16.7 55.6 25.0

無回答 1 0.0 0.0 100.0 0.0

計 255 11 51 176 17

割合 100.0% 4.3% 20.0% 69.0% 6.7%

20代 17 5.9 11.8 82.4 0.0

30代 31 3.2 19.4 77.4 0.0

40代 23 4.3 17.4 78.3 0.0

50代 31 3.2 25.8 71.0 0.0

60代 39 2.6 20.5 74.4 2.6

70代 33 0.0 36.4 63.6 0.0

80歳以上 30 10.0 26.7 46.7 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 8 48 142 6

割合 100.0% 3.9% 23.5% 69.6% 3.0%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も知っている

4.3 ％
言葉は聞いた

ことがあるが

内容までは知

らない

20.0 ％

言葉も内容も知らな

い 69.0 ％

無回答

6.7 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も知っている

3.9 ％ 言葉は聞

いたこと

があるが

内容まで

は知らな

い

23.5 ％

言葉も内容も知らない

69.6 ％

無回答

3.0 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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④ アンコンシャス・バイアス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 14.8 18.5 66.7 0.0

30代 28 17.9 7.1 75.0 0.0

40代 30 13.3 10.0 76.7 0.0

50代 40 7.5 20.0 72.5 0.0

60代 47 6.4 8.5 80.9 4.3

70代 46 4.3 6.5 73.9 15.2

80歳以上 36 5.6 13.9 52.8 27.8

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 24 30 182 19

割合 100.0% 9.4% 11.8% 71.4% 7.4%

20代 17 0.0 17.6 82.4 0.0

30代 31 9.7 9.7 77.4 3.2

40代 23 8.7 26.1 65.2 0.0

50代 31 0.0 25.8 74.2 0.0

60代 39 7.7 10.3 79.5 2.6

70代 33 6.1 9.1 84.8 0.0

80歳以上 30 6.7 16.7 60.0 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 12 32 153 7

割合 100.0% 5.9% 15.7% 75.0% 3.4%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も知っている

9.4 ％ 言葉は聞いた

ことがあるが

内容までは知

らない

11.8 ％

言葉も内容も知らな

い 71.4 ％

無回答

7.4 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も知っている

5.9 ％
言葉は聞

いたこと

があるが

内容まで

は知らな

い

15.7 ％

言葉も内容も知らない

75.0 ％

無回答

3.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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⑤ ＬＧＢＴＱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 85.2 7.4 7.4 0.0

30代 28 53.6 25.0 21.4 0.0

40代 30 50.0 20.0 30.0 0.0

50代 40 55.0 10.0 35.0 0.0

60代 47 42.6 27.7 21.3 8.5

70代 46 17.4 13.0 54.3 15.2

80歳以上 36 8.3 13.9 44.4 33.3

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 107 43 82 23

割合 100.0% 41.9% 16.9% 32.2% 9.0%

20代 17 52.9 41.2 5.9 0.0

30代 31 71.0 16.1 12.9 0.0

40代 23 43.5 30.4 26.1 0.0

50代 31 35.5 32.3 32.3 0.0

60代 39 25.6 35.9 33.3 5.1

70代 33 30.3 24.2 45.5 0.0

80歳以上 30 10.0 26.7 46.7 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 75 59 63 7

割合 100.0% 36.8% 28.9% 30.9% 3.4%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も

知っている

41.9 ％

言葉は聞いたことがあるが内容までは知らない

16.9 ％

言葉も内容

も知らない

32.2 ％

無回答

9.0 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

36.8 ％

言葉は聞いたことがあるが内容までは知らない

28.9 ％

言葉も内容

も知らない

30.9 ％

無回答

3.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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⑥ パートナーシップ制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 40.7 29.6 29.6 0.0

30代 28 42.9 46.4 10.7 0.0

40代 30 26.7 46.7 26.7 0.0

50代 40 30.0 40.0 30.0 0.0

60代 47 19.1 55.3 19.1 6.4

70代 46 8.7 34.8 41.3 15.2

80歳以上 36 8.3 13.9 44.4 33.3

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 60 98 75 22

割合 100.0% 23.5% 38.5% 29.4% 8.6%

20代 17 5.9 64.7 29.4 0.0

30代 31 25.8 41.9 32.3 0.0

40代 23 13.0 56.5 30.4 0.0

50代 31 16.1 54.8 22.6 6.5

60代 39 25.6 43.6 28.2 2.6

70代 33 12.1 45.5 42.4 0.0

80歳以上 30 6.7 43.3 30.0 20.0

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 33 99 63 9

割合 100.0% 16.2% 48.5% 30.9% 4.4%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も

知っている

23.5 ％

言葉は聞いたことがあるが

内容までは知らない

38.5 ％

言葉も内容

も知らない

29.4 ％

無回答

8.6 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

16.2 ％

言葉は聞いたことがあるが

内容までは知らない

48.5 ％

言葉も内容

も知らない

30.9 ％

無回答

4.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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⑦ デートＤＶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 77.8 11.1 11.1 0.0

30代 28 46.4 17.9 35.7 0.0

40代 30 46.7 30.0 23.3 0.0

50代 40 45.0 10.0 45.0 0.0

60代 47 25.5 23.4 48.9 2.1

70代 46 13.0 21.7 50.0 15.2

80歳以上 36 8.3 11.1 52.8 27.8

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 88 46 103 18

割合 100.0% 34.5% 18.0% 40.4% 7.1%

20代 17 35.3 35.3 29.4 0.0

30代 31 29.0 22.6 48.4 0.0

40代 23 21.7 34.8 43.5 0.0

50代 31 12.9 29.0 54.8 3.2

60代 39 28.2 15.4 56.4 0.0

70代 33 15.2 24.2 60.6 0.0

80歳以上 30 13.3 30.0 40.0 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 44 53 101 6

割合 100.0% 21.6% 26.0% 49.5% 2.9%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も

知っている

34.5 ％

言葉は聞いたことがある

が内容までは知らない

18.0 ％

言葉も内容

も知らない

40.4 ％

無回答

7.1 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

21.6 ％

言葉は聞いたことがあるが

内容までは知らない

26.0 ％

言葉も内容

も知らない

49.5 ％

無回答

2.9 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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⑧ ＳＤＧs（持続可能な開発目標） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

20代 27 77.8 18.5 3.7 0.0

30代 28 78.6 14.3 7.1 0.0

40代 30 76.7 20.0 3.3 0.0

50代 40 60.0 30.0 10.0 0.0

60代 47 57.4 27.7 12.8 2.1

70代 46 17.4 32.6 32.6 17.4

80歳以上 36 5.6 16.7 44.4 33.3

無回答 1 100.0 0.0 0.0 0.0

計 255 128 61 45 21

割合 100.0% 50.2% 23.9% 17.7% 8.2%

20代 17 70.6 23.5 5.9 0.0

30代 31 74.2 19.4 6.5 0.0

40代 23 52.2 39.1 8.7 0.0

50代 31 64.5 19.4 16.1 0.0

60代 39 38.5 38.5 23.1 0.0

70代 33 27.3 30.3 42.4 0.0

80歳以上 30 10.0 36.7 36.7 16.7

無回答 0 0.0 0.0 0.0 0.0

計 204 94 61 44 5

割合 100.0% 46.1% 29.9% 21.6% 2.4%

言葉も内容も
知らない

無回答

女性
(N=255)

男性
(N=204)

性　別 年　代
回答者数
（N=）

言葉も内容も
知っている

言葉は聞いたこと
があるが内容まで

は知らない

言葉も内容も

知っている

50.2 ％

言葉は聞いたことがあるが内容

までは知らない

23.9 ％

言葉も内容

も知らない

17.7 ％

無回答

8.2 ％

[女 性]

（N=255）

性 別

言葉も内容も

知っている

46.1 ％

言葉は聞いたことがあるが内容までは知らない

29.9 ％

言葉も内容

も知らない

21.6 ％

無回答

2.4 ％

[男 性]

（N=204）

性 別
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７ 自由記載意見  

○男女共同参画の推進について、家庭・地域・職場で日ごろから感じていること、また、岩美町の施策について望

むことなどがありましたらご自由にご記入ください。 

 

  ５３件の回答があり、主な意見を掲載します。個人が特定等されるような記載については、一部編集しています。 

 

■ アンケートについて 

・２年に１度アンケートを取られていると思いますが、そのアンケート結果によってとか今後どのような取り組みをし

て行こうと考えられているのか、をなんらかの形で知らせてほしい。どのような改善があったのかなど知らせてほ

しい。（５０代 女性） 

 

・難しいアンケートでした。（８０歳以上 女性） 

 

・今回のアンケートに限らず、いつも様々なアンケートが自宅に届くが、実際に町内に活かされているのか疑問。 

アンケートをするだけで終わっているのでは？と思う。（３０代 女性） 

 

 

■ 町の施策について望むこと 

・町内に若い人が多く暮らせるように、交通や、地域の環境をよくしてほしい。（５０代 女性） 

 

・基本的なところを学校で教育することが重要で、身体、体力、能力の差異を理解し各個それぞれ尊重し合える学

力、知力を授けなければならない。家庭、学校の連絡、連携が必須であり、PTA を絡めた親の教育からやり直し

てはどうかと思慮する。（６０代 男性） 

 

・岩美町は今のままで良い。ガンバろう、岩美。（７０代 男性） 

 

・部落研修会→勤めてない人の研修の場が無い。（７０代 男性） 

 

・二世帯世代も増えてきて、仕事、子育てに追われる毎日ですが、町内会などの行事、役割などが負担に感じる事

もあります。高齢になられた方も大変でしょうが若い世代も忙しいのです。みんなの負担が軽減する町づくりをお

願いします。（４０代 女性） 

 

・多くの町民が健全にすこやかに暮らせる町、町人口が減少しない岩美町であって欲しい。（８０歳以上 男性） 

 

・岩美町全体にサロンを増やすとか高齢者が楽しめる場も考えてほしい。また高齢者に学び、保育所や小中高と参

加できる場があればいいと思う。（５０代 女性） 

 

・岩美町の行政の方や議員の方が何をされているのかが分からない。（岩美町を良くするためにしてる政策が町民

には目にみえて届いてない気がする）（２０代 女性） 

 

・物価の高騰につき、生活が苦しいので少しでも生活に負担が軽くなるような対策が欲しい。（２０代 女性） 

 

・JRの終電を元にもどしてほしい。（２０代 女性） 

 

・トスクがなくなるとサンマートだけになるのであと 1店舗作るなり、サンマートを少し大きくしてほしい。仕入れに力

を入れて欲しい。（２０代 女性） 
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・音楽堂を作った意味と今使われてないのはすごくムダ。作ったのなら何かに活用してもらいたい。（２０代 女性） 

 

・雪の日の土日祝の除雪作業や役場の働きの悪さ。もっとスピーディーな対応を望みます（土日祝でも働く人はい

るので）。 

きれいに除雪してほしい（道がガタガタで歩行者も車も怖い）。（２０代 女性） 

 

・岩美病院の女子トイレに音姫をつけてほしいです。 

男性の育児参加を推進するようなイベントがあればうれしいです。（２０代 女性） 

 

・少しずれるかもしれませんが、私は保育所についてです。日々、毎日忙しく仕事をしていて、我が子の行事が平

日開催が多く続き、最近までコロナ関係で平日開催だったのですが、今後行事開催がどうなるのかと、とても心配

しています。世の中の生活もコロナ前に戻りつつあります。やはり、平日開催だと、仕事も休まないといけません。

子どもの行事は平日だし、仕事は休まなくてはならない．．．。もっと親のことも考えてほしい。「子育て王国鳥取県」

なのであれば、子どもの行事に参加できるように、保育所側もいろいろ検討してほしい、そしてまずは役場の方

が、保育所に指導してほしいと思います。本当に、保育所に対して突っ込みどころ満載です。そういう所からも、働

きやすいよう、親のことを（仕事のこと）考えていただきたいと思います。（２０代 女性） 

 

・地区でのいじめがあって困っている。そういう事が相談できる窓口を作って欲しい。わざと地区での集まりの時に

名指しで批判する人がいる。（私がいない所で何回も）精神的に病んでいて引っ越しも考えている。（８０歳以上 

女性） 

 

・無料の勉強会をホールや公民館などでやって欲しい。（５０代 男性） 

 

・他の自治体は元からある自然を利用してキャンプ場やバンガローなどのある大きな施設が出来たり、小さい所な

のに通勤の便や大型商業施設があることから人口が増加した所もあるのに岩美町は何だか今ひとつといった印

象がある。新しく道路も開通しこれからなのだろうけど、町民の方の生活の利便性だけじゃなく何かもっと他所か

ら人が訪れてくれるようになれば町全体が明るくなるのにと個人的に思う。（３０代 女性） 

 

・中山間地の行政指導。たとえば農業に対しては、これからは集団で行う農業になると思いますが魅力ある農業に

していくためには、どのようにしたらよいか、また、山間地域を魅力的にするにはどうすればよいか地域の人も考

えなければいけないが岩美町も考えてアドバイスをお願い致します。（８０歳以上 男性） 

 

・男性はこうあるべきとか、女性はこうあるべきといったような考え方をなくしていこうということについて理解が広

がっていることはとても感じるが、まだまだ十分ではないと思う。特に、特別な理由がなくても家事や育児の多くを

女性が担っている家庭は実際多いと思うし、男性が家事や育児を担える環境も整っていないと感じる。男女共同

参画を推進していくためにはまずは社会の意識や考え方を変えていかなければならないと思うので、子どもの頃

から学校の授業などで男女共同参画社会について考える場をもっと作っていくべきだと思う。（２０代 女性） 

 

・スーパー、病院を増やしてほしい。（２０代 女性） 

 

・岩美町内で働く中で、小学校３校同時の参観日、運動会などは勤務調整が厳しいので別日に設定してもらいたい。

（５０代 男性） 

 

・岩美町の各種委員会、協議会等の会合で、女性委員の発言が少ない。 

岩美町女性団体連絡協議会（名称は不確実）は、「女と男の集い」を主催しているが、今回のアンケート項目にあ

るようなことに対しての改善に向けた活動が見られないように思う。（７０代 男性） 

 

・地域のマインドセットの変革が必要だと思います。男女間理解などの狭い範囲の話ではありません。PTA や地域

活動が、現代の日中勤務する共働きの家庭を考慮した活動に変わる必要があると思います。また女性がリー

ダーとなって主体的に活動しても尊重される地域の意識変革、風土作りも必要です。 

若手が壁を感じずに来たくなる”招く”風土づくりをお願いします。（４０代 男性） 

 



６８ 
 

・町の人口が増える施策をお願いします。（５０代 男性） 

・親子で暮らしていますが甘えている年金が入るので本人はあてにしているのか働かない。健康で別に病気もな

いのに。民生委員なり福祉の方が家庭をたずねて話をして下さったりと思いますがだれもそんな人は来られませ

んから私しかいなくなったら目が覚めるしかないのかとあきらめております。今は人のこと近所のことはそんなこ

とに口を出しませんから。そんな世の中で○町のような世話をする人がいたらと思います。（７０代 女性） 

 

・行政のバックアップは不要と感じる。（３０代 男性） 

 

■ 男女共同参画の推進について、家庭・地域・職場で日ごろから感じていること 

・男性育休がとれる企業（とっても白い目で見られない）が増えてほしい。「なんで男がとるだ」的な意見がまだ根強

い。（３０代 男性） 

 

・町民、国民の思いを無視して勝手に始めていて税金のむだだと思う。（４０代 男性） 

 

・各家庭ごとに環境や内容が違うので一概に男女共同参画と簡単にいって何をするのかわからない。 

（５０代 男性） 

 

・家庭では夫婦ともにお互いが全ての事柄について信頼し合っていること 

夫婦がお互いを理解し信じ合っていること 

我が家では一度も夫婦喧嘩はしたことがありません。（８０歳以上 男性） 

 

・夫の育休が広がりつつあり、よい傾向だと思います。育休をとること（妻も夫も）を温かく見守れる職場であり、気

がねなく取得できる職場であってほしい。少子化対策にもつながります。 

（６０代 女性） 

・無意識の差別や固定観念をなくしていくのは難しい。男女・年齢などではなく、個人の意志、能力が評価される世

の中にならないと無理。（５０代 女性） 

 

・男女共同参画の意識は浸透してきていると思うが、夫婦共に一般的な働き方では、家事・育児がまわらないと痛

感している。結局どちらかが働き方を変えざるを得なくなり、役割分担が偏って共同参画の機会を失っているよう

に思う。ワークライフバランスがうまくいく働き方を多くの人ができる社会になればいいと感じている。 

（３０代 男性） 

 

・とにかくSDGSの言葉を出せば世の中のためになると思うのかもしれないが本当にそうだろうか？やってあげて

いるという気持ちが少しでもあれば共同参画ではない。（５０代 男性） 

 

・男女共同参画の言葉はもう何年も前の婦人会の活動の分野として何回か聞いた事があります。今現在後期高齢

になり、幸い今二人とも元気で生活しています。お互いに出来る事は補いながら今のところ何事もなく暮らしてい

ます。地区の方達にはゴミステーションの当番とかお世話になっています。これからもどうなるかわかりませんが

なるべく地区の方達に御迷惑をおかけしないで暮らしたいと思います。（８０歳以上 女性） 

 

・職場によって、半年もたたないのに有休がある職場とない職場がある。通院（自分）や家族（介護必要）の通院等

で休みがとれないのは、精神的につらい。岩美町の企業の中では、介護休暇がしっかり取得できる企業もある。

今後は、少子化も大事な取組施策ではあると思うけど、介護にもしっかり施策をいい方向になる様にしてほしい。

家族で（義姉とかにも依頼して）看護、通院はしているが企業側の理解不足を感じる。（５０代 女性） 

 

・男女共同も大切な事ですが今一度自分が今の家庭、地域、職場での立場をしっかりと見つめ直す事ではないで

しょうか。男女平等であるなら、男のする事女のする事をきちんとする事ではないかなと思います。（６０代 女性） 

 

・男性と女性では、女性の方がどうしても力が劣ってしまうと思う。女性に配慮できる世の中になればいいと思うし、

男女平等が 1番と思う。（３０代 男性） 

 



６９ 
 

・私は町内で正社員として働いていますが私の職場は男だからといって男の人の方が基本給が高いです。勤続年

数が私より少ないのに男の人の方が給料もボーナスも高いです。私もシングルマザーなので男と同じくらい稼が

ないと生活できません。男だから給料が高いって言うのはおかしいと思います。（３０代 女性） 

 

・日頃の地域活動（ふれあい）でのより良いコミュニケーションが意識が薄い。（５０代 男性） 

 

・子育てのサポート、政策はすごく進み始めて良いことだと思う。一方で、介護する側のサポート ex休暇や補助な

どはすごく少ない。子どもと同じく、介護をする側にももう少し手をさし伸べてほしい。どこの会社も雇用数は減っ

ている。その中で育休の制度が進むことは大切なことですが、それを支える側の負担はふえる。理解しようとする

側への理解もしてほしい。理解する前にくたびれてしまう。（４０代 女性） 

 

・職場等でも推進はされているが、「女がえらそうに」と言うふうに感じている方はまだ多いように感じます。特に年

配の方・・・。長年の意識を変える事は、容易ではない。（６０代 女性） 

 

・県外から転入してきたため、地元の方と感覚の差があると思いますが、驚いたことは➀町会議員の方に女性がと

ても少ないこと。特に党に所属されていない方がいないこと。②小学校のＰＴＡに「母親委員会」という名称の組織

があること。特に母親委員会は時代にそぐわない名称ではないでしょうか。男女問わず保護者が子どものために

活動することを目的にしているのがＰＴＡですし、現在の役員の方も男女両方、むしろ女性比率が高い組織になっ

ています。今後、多様な家庭が増えることも考えると、母親だけを対象とした組織はあまり意味をなさず、少なくと

も名称は変更すべきと思いました。（３０代 女性） 

 

・男女平等であるならすべて平等にしてほしい。賃金、法律、社会的活動など。（４０代 男性） 

 

・女性として生まれ生活してきて、70年以上経ちました。時代の移り変わりを感じます。女だからと甘えれた時もあ

り、女だって頑張るぞ、と肩ひじ張った時もあり。単純に思うことは、力のある人は男も女も区別なく責任あるポジ

ションにつけば良いと思います。家庭の役割も男の仕事、女の仕事と決めつけなく生活した方が良いですね。い

ずれ、皆一人になって生活する時がくるんですから。その時になって困らないように。（７０代 女性） 

 

・「男性が育児する＝すごい」の概念がなくなればいいなと思いました。 

前年度は支援センターに通っていましたが、やはりパパの来園はなかなか少なく 1人くると意識してなくても、私

自身も、あ、あの子はパパが連れてきたんだ。奥さんは妊娠中かなにかかな？みたいに思ってしまい、母が連

れてくるものみたいなイメージになってしまっているなと思いました。意識してないつもりでしたが、めっちゃめっ

ちゃ意識していたなと痛感しました。（２０代 女性） 

 

・町内会費が何に使われているのか少し気になる。その町内会費を小さい子供2人連れて集めるのは至難の業。

回覧板、行事や工事の知らせはデジタル化してほしいなと思いますが、高齢者が多いから不可能なのでしょう

か？（２０代 女性） 

 

・女性にしか妊娠出産が出来ない以上、男性と女性は異なる存在である。なので男性と同じ扱いだから平等という

ことにはならないと考える。そのため男性は女性や特に妊婦さんやお母さんに対して優しく労りを持って接するべ

きであると思うが、同時に女性であるからという理由で就職が困難になるのもやむを得ないと考える。例えば自分

が中小企業の社長だとして、能力が全く同じ二人を採用する際に片方に休職や退職の可能性が高いとなればそ

うでない方を採用したい気持ちは当然だと感じる。そういった気持ちを悪いもののように否定しているだけでは女

性参画が社会に浸透することはなくいつまでも理想のままで終わってしまうのではないか。たとえば弊社では就

業人数は書面上多く居るが、産休育休の人数が多く実働と差異があるという問題がある。そういった企業を社会

奉仕のためだから頑張れと言うだけではいつまでたっても問題は解決しないし、就労している人間から妊婦に対

するヘイトも避けられない。そういったヘイトがあるのを目の当りにした若い子は自分は妊娠しても頑張らなきゃ

と思ったり、ここではやっていけないと周囲のサポートがあれば続けられたかもしれない仕事を辞めていく。特に

中小企業にとって大切なことは産休や育休を取ることが企業にとってのマイナスにならないようにすることであ

り、極論すれば妊婦さんを雇っていけるだけで儲けになるように予算が出ることが望ましいと考える。個人的には

医療費や介護福祉を削ってでもこうしたことをしていくべきだと思う。（３０代 男性） 

 



７０ 
 

・意識の問題か、日々の生活の中でどうしても男中心に動いてしまう。何となく表に出るのは男性で女性はあとで

ついていくという雰囲気。女性の方に出てもらって活躍してもらいたいと思っても、それを支える社会的基盤が充

分に育っていないのか。かつて女性の上司に仕えたこともあるが男よりも充分に力があり活躍された。何でもか

んでも男性でないといけないのかとも思う。（７０代 男性） 
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